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本
日
の
講
演
の
題
目
は
「
恋
と
笑
い
の
『
平
家
物
語
』」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、実
は
こ
れ
ま
で
『
平
家
物
語
』
は
避
け
て
き
ま
し
た
。

私
は
文
学
好
き
で
あ
っ
て
、
日
本
文
学
で
は
『
万
葉
集
』『
日
本
霊
異
記
』『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
古
今
集
』『
源
氏
物
語
』『
紫

式
部
日
記
』『
今
昔
物
語
集
』
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
き
て
い
ま
す
。『
太
平
記
』
そ
の
も
の
は
論
じ
て
い
ま
せ
ん
が
、
玄
恵
法
印
作

者
説
の
背
景
に
関
す
る
論
文
を
書
い
て
お
り
、
南
北
朝
頃
の
少
年
愛
文
学
で
あ
る
『
秋
夜
長
物
語
』
や
戦
国
時
代
の
文
学
に
つ
い
て
も

論
文
を
書
き
、
ま
た
『〈
も
の
ま
ね
〉
の
歴
史
─
仏
教
・
笑
い
・
芸
能
─
』
と
い
う
本
で
は
、
仏
教
系
の
も
の
ま
ね
芸
と
い
う
こ
と
で
能

と
狂
言
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
近
世
以
前
で
残
っ
て
い
る
大
物
は
、『
平
家
物
語
』
と
『
新
古
今
和
歌
集
』
な
ん
で
す
ね
。
で
は
、
な
ぜ
『
平
家
物
語
』

を
避
け
て
き
た
か
と
い
う
と
、
理
由
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
書
い
て
来
た
文
学
の
論
文
で
は
、
そ
の
作
品
が
い
か
に
仏
教

の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
指
摘
し
ま
し
た
。
ま
た
、
仏
教
経
典
は
言
葉
遊
び
も
た
く
さ
ん
な
さ
れ
て
お
り
、
法
要
で
の
説
法
な
ど
も

同
様
で
す
の
で
、
そ
れ
が
和
歌
の
掛
詞
な
ど
に
影
響
を
与
え
た
の
だ
、
日
本
で
言
葉
遊
び
を
発
展
さ
せ
た
の
は
仏
教
だ
、
と
い
っ
た
こ

と
を
強
調
し
た
の
で
す
。
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も
う
一
つ
は
恋
愛
に
対
す
る
仏
教
の
影
響
で
す
。
中
国
の
儒
教
に
し
て
も
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
し
て
も
、
結
婚
は
親
が
決
め

ま
す
の
で
、若
い
男
女
の
自
由
な
恋
愛
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、仏
教
の
場
合
は
、若
い
男
女
が
出
逢
っ
て
互
い
に
好
き
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
二
人
し
て
修
行
の
道
に
進
み
ま
し
た
と
か
、
浄
土
に
往
生
し
ま
し
た
と
い
っ
た
形
に
す
れ
ば
恋
愛
話
が
可
能
と
な
り
、

濃
厚
な
ラ
ブ
シ
ー
ン
す
ら
描
け
る
の
で
す
。
そ
の
う
え
、
中
国
は
何
と
い
っ
て
も
政
治
・
道
徳
の
国
で
あ
っ
て
、
文
学
も
そ
の
面
が
強

い
の
に
対
し
、
古
代
の
日
本
は
、
男
が
夜
に
な
る
と
好
き
な
女
、
受
け
入
れ
て
く
れ
た
女
の
家
に
通
っ
て
朝
帰
る
と
い
う
結
婚
形
態
で

す
の
で
、
文
学
も
恋
が
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
そ
の
恋
に
お
い
て
は
、
自
分
の
心
を
振
り
返
り
、
ま
た
相
手
の
心
を
推
し
量
ら

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
心
の
探
求
を
発
展
さ
せ
た
の
は
、
釈
尊
以
来
、
心
の
分
析
に
努
め
て
き
た
仏
教
で
し
た
。

日
本
は
特
に
そ
の
傾
向
が
強
く
、
古
代
の
日
本
人
に
恋
に
お
け
る
心
を
中
心
と
し
て
心
の
動
き
に
注
意
さ
せ
、
個
我
を
自
覚
さ
せ
た
の

は
仏
教
だ
っ
た
の
で
す（

（
（

。

　

私
は
こ
う
し
た
点
を
強
調
し
た
論
文
を
い
く
つ
も
書
い
て
き
て
お
り
、
自
分
で
は
重
要
な
提
言
を
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、

日
本
文
学
研
究
の
世
界
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
日
本
文
学
研
究
は
、
仏
教
を
排
斥
し
た
江
戸
の

国
学
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
主
な
原
因
で
し
ょ
う
。
数
年
前
に
若
手
の
女
性
研
究
者
が
学
会
発
表
で
、
私
の
論
文
に
も
触

れ
つ
つ
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
仏
教
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
長
老
学
者
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
に
ば
か
り
目
を
向

け
ず
、
作
品
そ
の
も
の
を
し
っ
か
り
読
む
べ
き
だ
と
注
意
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
宗
教
と
関
係
の
な
い
純
粋
な
文
学
作
品
と
か
、

作
品
の
文
学
性
の
み
を
追
求
す
る
文
学
研
究
な
ど
と
い
う
の
は
、
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
概
念
で
す
。
紫
式
部
の
頃
の
貴
族
た
ち
は
、

生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
様
々
な
仏
教
儀
礼
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
お
り
、
往
生
を
願
わ
な
い
人
な
ど
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
を
中
心
と
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
仏
教
を
考
慮
し
な
い
文
学
作
品
研
究
な
ど
あ
り
え
な
い
は
ず
で
す
。

　

私
の
主
張
が
受
け
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
仏
教
と
文
学
の
関
係
、
仏
教
文
学
の
代
表
と
言
う
と
、「
祇
園
精
舎
の
鍾
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の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
有
り
」
で
始
ま
る
『
平
家
物
語
』
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
無
常

と
い
う
の
は
、
日
本
文
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
が
『
平
家
物
語
』
の
こ
の
冒
頭
の
部
分
で
す
。
こ
の
た
め
、『
平
家

物
語
』の
無
常
観
に
つ
い
て
は
山
の
よ
う
に
論
文
が
出
て
い
る
も
の
の
、笑
い
の
側
面
に
つ
い
て
は
着
目
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は『
源

氏
物
語
』
も
同
じ
で
す
。
紫
式
部
は
意
地
悪
な
お
ば
さ
ん
で
あ
っ
て
、『
紫
式
部
日
記
』
で
は
嫌
い
な
人
た
ち
を
皮
肉
っ
た
り
あ
ざ
笑
っ

た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
も
同
様
の
は
ず
で
す
の
で
、当
時
の
宮
中
で
は
『
源
氏
物
語
』
の
朗
読
を
聞
い
て
い
て
、「
あ

あ
、
あ
の
人
の
パ
ロ
デ
ィ
ね
」
と
い
う
こ
と
で
笑
い
声
が
起
き
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
た
だ
、「
近
江
の
君
」
の
よ

う
に
分
か
り
や
す
い
滑
稽
描
写
を
除
い
て
は
、
そ
う
し
た
面
に
注
意
し
た
論
文
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
「
諸
行
無
常
」
で
始
ま
る
『
平
家
物
語
』
は
も
っ
と
悲
惨
な
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
笑
い
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
題
名
に
「
笑
い
」
な
ど
の
語
が
入
っ
て
い
る
論
文
は
、佐
々
木
巧
一
先
生
の
「
鼓
判
官
─
平
家
物
語
の
笑
い（

（
（

」
く
ら
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
れ
は
昭
和
四
十
一
年
に
出
た
も
の
で
す
の
で
、
今
か
ら
五
十
六
年
も
前
の
論
文
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
木
曽
義
仲
に
関

し
て
は
無
骨
な
田
舎
者
扱
い
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
義
仲
関
連
の
記
述
に
は
滑
稽
な
場
面
が
多
少
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た

点
は
注
意
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

が
、
そ
れ
を
主
題
と
し
た
論
文
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

　

恋
の
件
も
同
様
で
あ
っ
て
、CiNii 

で
「
平
家
物
語　

恋
」
と
入
力
し
て
検
索
す
る
と
、「『
平
家
物
語
』
の
恋
の
特
質
」
な
ど
と
い
っ

た
論
文
は
な
く
、
近
い
も
の
と
し
て
も
、
牧
野
敦
司
さ
ん
の
「
中
世
に
お
け
る
恋
愛
と
唱
導
─
延
慶
本
『
平
家
物
語
』「
義
王
義
女
之
事
」

の
表
現（

（
（

─
」
と
い
う
興
味
深
い
論
文
が
あ
る
程
度
で
す
。
つ
ま
り
、
私
の
主
張
に
と
っ
て
、『
平
家
物
語
』
は
邪
魔
な
の
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
を
避
け
て
き
た
理
由
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、『
平
家
物
語
』
は
読
み
本
系
と
、
琵
琶
法
師
の
台
本
と
も
言
わ

れ
て
き
た
語
り
本
系
に
大
き
く
別
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
で
も
様
々
な
形
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
う
え
、
後
に
な
っ
て
違
う
系
統

の
文
章
を
取
り
込
ん
だ
り
し
て
お
り
、
テ
キ
ス
ト
問
題
が
複
雑
す
ぎ
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、「『
平
家
物
語
』
で
は
～
」
な
ど
と
気
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軽
に
概
論
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
か
言
お
う
と
す
る
と
、「
〇
系
の
〇
〇
本
に
よ
れ
ば
」
な
ど
と
限
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
も
、
そ
う
し
た
系
統
や
テ
キ
ス
ト
の
成
立
年
代
や
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
り
、
う
か
つ
に
は
発
言
で
き
な
い
の
が
実

状
で
す
。
ま
し
て
、本
学
に
は
、『
平
家
物
語
』
の
代
表
的
な
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
系
統
に
つ
い
て
『『
平

家
物
語
』
本
文
考
』
と
い
っ
た
本
ま
で
出
さ
れ
て
い
る
専
門
家
の
櫻
井
陽
子
先
生
が
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
櫻
井
先
生
に
は
、
仏
教
文

学
研
究
所
の
所
員
仲
間
と
し
て
長
ら
く
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、そ
の
櫻
井
先
生
が
読
む
か
も
し
れ
な
い
状
況
で
、『
平

家
物
語
』
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
素
人
く
さ
い
論
文
を
書
く
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
私
は
昨
年
三
月
で
仏
教
学
部
を
定

年
退
職
し
、
仏
教
文
学
研
究
所
に
関
し
て
も
所
員
と
い
う
立
場
か
ら
離
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
今
回
は
思
い
切
っ
て
『
平
家

物
語
』
に
つ
い
て
語
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た（

（
（

。

　

最
初
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
仏
教
文
学
の
代
表
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
部
分
、「
祇
園
精
舎
の
鍾
の

声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
。
娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
」
は
、
実
は
イ
ン
ド
仏
教
と
は
全
く
異
な
っ
て
い

る
と
い
う
点
で
す
。
そ
も
そ
も
、
祇
園
精
舎
に
は
ゴ
ォ
ー
ン
と
わ
び
し
く
鳴
る
鍾
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の

寺
で
良
く
見
か
け
ら
れ
る
の
は
、
寺
の
建
物
の
軒
に
つ
る
さ
れ
た
風
鐸
で
す
。
建
物
の
横
に
置
い
て
鳴
ら
す
鍾
も
あ
り
ま
す
が
、
木
槌・

金
槌
の
類
で
叩
く
の
で
す
ね
。
現
在
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
撞
木
で
衝
く
寺
の
梵
鐘
は
、
中
国
古
代
の
巨
大
な
金
属
製
の
楽
器

が
変
化
し
た
も
の
で
す
。「
祇
園
精
舎
の
鍾
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
と
い
う
句
は
、
唐
の
道
宣
が
記
し
た
『
中
天
竺
祇
園
寺
図

経
』
が
、
祇
洹
精
舎
の
寺
で
は
、
病
気
が
重
く
な
っ
て
無
常
堂
と
い
う
建
物
に
置
か
れ
た
僧
侶
が
亡
く
な
り
そ
う
に
な
る
と
、
四
隅
に

置
か
れ
た
鍾
が
自
然
に
な
っ
て
「
諸
行
無
常
」
と
響
く
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
で
簡
単
に
ま
と
め
た
記
述
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
す
が
、『
中
天
竺
祇
洹
寺
図
経
』
の
記
述
は
史
実
で
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
文
献
は
「
経
」
と
称
し
て
い
る
も
の
の
、

イ
ン
ド
の
経
典
の
翻
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、作
者
不
明
の
序
が
、道
宣
大
師
は
「
竊
か
に
霊
感
に
拠
り
て
祇
洹
図
経
双
巻
を
製
せ
り
（
竊
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拠
霊
感
製
祇
洹
図
経
双
巻
矣
（」（
大
正
四
五・八
八
二
中
（
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。
こ
の
問
題
を
詳
し
く
検
討
さ
れ
た
黒
田
彰
先
生

は
、「
祇
園
精
舎
覚
書
─
鍾
は
い
つ
誰
が
鳴
ら
す
の
か
─
」
と
い
う
論
文（

（
（

で
は
、
こ
の
文
献
は
「
単
な
る
事
実
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も
の

で
は
な
い
」
と
評
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
遠
慮
し
た
表
現
で
す
。
実
際
に
は
、
祇
園
の
寺
は
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、

こ
ん
な
風
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
道
宣
の
空
想・夢
想
の
羅
列
で
あ
っ
て
、イ
ン
ド
の
祇
園
精
舎
と
は
大
違
い
な
の
で
す（

（
（

。
黒
田
先
生
は
、

上
記
の
点
を
指
摘
し
た
後
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
平
家
物
語
』
の
こ
の
部
分
の
説
明
に
は
見
逃
し
が
た
い
誤
り
が
あ
る
と
述

べ
て
い
ま
す（

（
（

。
大
手
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
う
し
た
古
典
文
学
全
集
の
類
は
、
先
行
研
究
に
上
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
大
変
な

労
作
で
あ
っ
て
、
私
自
身
、
大
い
に
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
る
も
の
の
、
仏
教
学
者
が
関
わ
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
た
め
、
仏
教
関
連
の

注
に
つ
い
て
は
、
率
直
に
言
っ
て
不
備
が
目
立
ち
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
点
は
改
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
『
祇
園
図
経
』
で
は
、
祇
洹
寺
の
西
隅
は
無
常
院
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
の
無
常
堂
と
い
う
建
物
で
は
四
隅
に
台
を
造
り
、
四
つ
の

白
銀
の
鍾
、
四
つ
の
頗
梨
の
鍾
、
つ
ま
り
ガ
ラ
ス
の
鍾
を
置
い
て
お
り
、
銀
の
鍾
は
須
彌
山
の
よ
う
で
あ
っ
て
重
さ
は
十
万
斤
、
つ
ま

り
六
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ガ
ラ
ス
の
鐘
に
つ
い
て
は
、
形
は
腰
鼓
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
鍾
の
鼻
の
と
こ

ろ
に
は
、
金
の
崑
崙
が
金
師
子
に
乗
っ
て
白
払
を
手
に
し
て
お
り（

（
（

、
病
気
の
僧
の
呼
吸
が
遅
く
な
っ
て
金
の
毘
侖
が
手
に
し
た
白
払
を

あ
げ
る
と
、
鍾
が
自
然
に
鳴
り
、「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
。
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
樂
」
と
響
く
た
め
、
病
僧
は
そ
れ
を
聞
く
と
苦
し
み

が
除
か
れ
て
清
涼
な
気
持
に
な
る
、
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
記
述
の
仕
方
か
ら
見
て
、
ガ
ラ
ス
の
鍾
も
白
銀
の
鍾
並
み
の
大
き

さ
の
よ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
巨
大
な
ガ
ラ
ス
の
鍾
を
作
れ
る
は
ず
が
な
く
、
し
か
も
、
鍾
が
自
然
に
鳴
っ
て
経
文
が
響
く
な
ど
と
神
秘

的
な
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
天
竺
の
各
地
方
の
寺
々
を
旅
し
た
中
国
僧
の
旅
行
記
に
は
、
そ
う
し
た
鍾
の
記
事
は
見
あ
た

り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、
仏
教
の
根
本
と
な
る
祇
園
精
舎
の
寺
は
そ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
道
宣
の
夢
想
な
の
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
は
、「
娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
理
を
表
す
」
と
い
う
部
分
も
問
題
で
す
。
確
か
に
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諸
経
典
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
娑
羅
双
樹
の
間
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
樹
木
の
色
が
変
わ
っ
た
と
い
う
記
述
は
、
成
立
の
遅
い

大
乗
の
『
涅
槃
経
』
に
見
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
曇
無
讖
が
訳
し
た
『
涅
槃
経
』
で
は
、
釈
尊
が
亡
く
な
る
際
、「
娑
羅
樹
林
、
其
の
林
、

白
に
変
ず
る
こ
と
、
猶
お
白
鶴
の
如
し
」（
大
正
十
二・三
六
九
七
（
と
説
く
の
み
で
あ
っ
て
、
花
と
い
う
語
は
用
い
て
い
ま
せ
ん
。
唐

代
の
若
那
跋
陀
羅
（
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
バ
ド
ラ
＝
智
賢
（
が
訳
し
た
『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
で
は
、「
其
の
樹
、
即
時
に
慘
然
と
し
て
白
に

変
ず
る
こ
と
、
猶
お
白
鶴
の
如
し
。
枝
葉
花
果
、
皮
幹
悉
く
皆
な
爆
裂
し
墮
落
す
。
漸
慚
に
枯
悴
し
、
催
折
し
て
余
無
し
」（
大
正

十
二・九
〇
五
上
（
と
あ
り
、
す
さ
ま
じ
い
様
子
に
な
っ
て
い
ま
す
。
枯
れ
る
に
は
違
い
ま
せ
ん
が
、
秋
に
な
っ
て
樹
々
が
紅
葉
し
、
は

ら
は
ら
と
散
っ
て
い
く
、
あ
あ
、
は
か
な
く
て
悲
し
い
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
情
緒
と
は
大
変
な
違
い
な
の
で
す
。

　
「
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
と
い
う
部
分
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
情
緒
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
三

法
印
・
四
法
印
の
筆
頭
で
あ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
句
は
、
そ
ん
な
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、『
平
家

物
語
』
の
こ
の
冒
頭
が
日
本
人
の
仏
教
理
解
を
誤
ら
せ
て
き
た
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
を
指
摘
し
た
の
が
、
資
料
で
示
し
た

鈴
木
隆
泰
さ
ん
の
「「
諸
行
無
常
」
再
考（

（1
（

」
と
い
う
論
文
で
す
。
鈴
木
さ
ん
は
、
ま
ず
、「
諸
行
無
常
」
の
原
文
と
し
て
、

sarvasa ṃskārā anityā ḩ

と
い
う
梵
語
の
定
型
句
を
あ
げ
ま
す
。

　

そ
し
て
、
イ
ン
ド
仏
教
に
馴
染
み
の
な
い
人
の
た
め
に
文
法
か
ら
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
き
ま
す
。sarva

は
「
一
切
の
、
全

て
の
、
諸
々
の
」
を
表
し
、 sa ṃskārā

（ḩ

（ 

はsa ṃskāra
と
い
う
男
性
名
詞
の
複
数
・
主
格
形
、anityā ḩ

は anitya 

と
い
う
形
容
詞

の
男
性
・
複
数
・
主
格
形
で
あ
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
「
行
」、anitya

が
「
無
常
」
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
タ
ー
ム
を
ど

う
解
釈
す
る
か
が
鍵
と
な
る
と
述
べ
、『
平
家
物
語
』
風
な
「
諸
行
無
常
」
理
解
か
ら
離
れ
る
た
め
に
、上
の
文
に
「
一
切
の
サ
ン
ス
カ
ー

ラ
はanitya

で
あ
る
」
と
い
う
訳
を
仮
に
与
え
ま
す
。

　

つ
い
で
、sa ṃskāra

は
完
全
に
作
り
あ
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
な
い
も
の
を
作
り
あ
げ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
を
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持
ち
、「
虚
構
、
潜
在
的
形
成
力・形
成
作
用
」
の
意
味
を
持
つ
と
述
べ
ま
す
。
そ
し
て
、
現
存
最
古
の
経
典
で
あ
る
パ
ー
リ
語
の
『
ス
ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
か
ら
釈
尊
が
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
つ
い
て
述
べ
た
以
下
の
言
葉
を
引
き
ま
す
。sa ṃskāra

は
、パ
ー
リ
語
で
は
「
サ
ン
カ
ー

ラ
（sa ṅkhāra

（」
で
あ
り
、anitya

は
パ
ー
リ
語
で
は anicca

で
す
が
、
鈴
木
氏
は
統
一
の
た
め
、
パ
ー
リ
語
経
典
を
多
く
例
に
あ

げ
な
が
ら
説
明
で
は
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」「anitya

」
で
通
し
て
い
ま
す
。

世
尊
（
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
（
は
こ
の
よ
う
に
説
い
た
の
ち
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に[

偈
頌
を]

説
い
た
。

「
何
で
あ
れ
苦
が
生
じ
る
の
は
、
全
て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
縁
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
滅
す
れ
ば
、
苦
が

生
じ
る
こ
と
も
な
く
な
る
、（
７
３
１
（

「
苦
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
縁
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
こ
の
禍
を
知
り
、
一
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
鎮
め
、（
苦
の
生
起
に
至
る
（
想

を
止
め
る
な
ら
ば
、
苦
の
止
滅
が
実
現
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
（
如
実
に
（
知
っ
て
、（
７
３
２
（

正
し
く
観
察
し
、
正
し
く
了
知
す
る
賢
者
・
真
の
智
者
は
、
魔
の
仕
掛
け
た
繋
縛
に
打
ち
勝
っ
て
、
二
度
と
迷
い
の
生
存
に
赴
く

こ
と
は
な
い
。（
７
３
３
（」

　

鈴
木
さ
ん
は
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
こ
の
意
味
か
ら
、
そ
の
形
成
力
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
と
い
う
意

味
が
派
生
す
る
と
説
明
し
ま
す
。
こ
こ
で
補
足
し
て
お
く
と
、女
性
の
乳
房
も
「
ち
ち
（
乳
（」
で
す
し
、そ
れ
が
生
み
出
す
も
の
も
「
ち

ち
（
乳
（」
で
あ
る
よ
う
に
、イ
ン
ド
で
は
生
み
出
す
も
の
と
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
同
じ
言
葉
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。

カ
ル
マ
ン
は
行
為
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
の
結
果
、
残
る
余
波
も
カ
ル
マ
ン
（
カ
ル
マ
（
で
あ
る
の
が
そ
の
例
で
す
ね
。

そ
の
点
、西
洋
の
言
葉
に
は
こ
う
し
た
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
語
を
う
ま
く
表
現
す
る
言
葉
が
な
い
た
め
、い
ま
だ
に
定
訳
が
無
い
の
に
対
し
、
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中
国
で
は
最
初
期
の
漢
訳
者
で
あ
る
安
世
高
が
既
に
「
行
」
をsa ṃskāra

の
訳
語
と
し
て
用
い
て
お
り（

（（
（

、
旧
訳
不
正
を
叫
ん
で
様
々

な
新
し
い
訳
語
を
作
り
出
し
た
玄
奘
三
蔵
も
そ
の
ま
ま
用
い
た
た
め
、
定
着
し
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
滅
す
る
の
は
良
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、「
諸
行
」
を
「
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
と
解
し
、

そ
れ
が
移
ろ
っ
て
い
く
の
を
歎
く
の
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
理
解
と
異
な
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
安
世
高
が
「
行
」
と
訳
し
た

の
は
、
五
行
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す（

（1
（

。

　

鈴
木
さ
ん
は
次
にanitya

の
語
を
検
討
し
ま
す
。anitya

は
、「
常
住
、
不
変
、
永
続
的
、
本
来
備
わ
っ
て
い
る
」
な
ど
の
意
味
を

持
つnitya

に
否
定
辞
の a- 
が
つ
い
た
も
の
で
す
。そ
の
背
景
は
輪
廻
思
想
で
あ
り
、全
て
の
命
あ
る
も
の
は
輪
廻
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、

生
じ
て
は
滅
し
、
滅
し
て
は
生
ず
る
と
い
う
生
滅
を
繰
り
返
す
の
で
す
。
で
す
か
ら
、anitya

と
は
、
生
滅
を
繰
り
返
し
て
同
じ
状
態

に
止
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
亡
ん
で
消
え
て
い
く
」
と
い
う
一
方
向
の
意
味
で
使
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鈴
木
さ

ん
は
、
パ
ー
リ
語
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
統
仏
教
のM

ahnibbāna-suttanta

（
大
般
涅
槃
経
（
か
ら
、
次
の
文
句
を
引
用
し
ま
す
。

「
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
はanitya

で
あ
る
。
そ
れ
は
生
滅
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
生
起
と
消
滅
を
繰
り
返
す
。
そ
れ
ら
の

鎮
ま
っ
た
状
態
が
安
楽
（
涅
槃
（
な
の
で
あ
る
」

　

実
は
、
こ
れ
が
伊
呂
波
歌
の
元
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
雪
山
偈
、
無
常
偈
な
ど
と
呼
ば
れ
る
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生
滅
滅
已
、

寂
滅
為
楽
」
と
い
う
句
の
原
文
で
す
。
つ
ま
り
、sa ṃskāra

は
苦
の
原
因
で
あ
る
た
め
、
止
滅
さ
せ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

　

む
ろ
ん
、
無
常
と
訳
さ
れ
たanitya

は
、
命
あ
る
も
の
は
衰
え
て
死
ぬ
、
諸
々
の
存
在
は
必
ず
壊
れ
亡
ん
で
い
く
と
い
う
文
脈
で
用

い
ら
れ
る
場
合
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
も
、「
秋
に
な
っ
て
紅
葉
し
た
葉
が
散
っ
て
い
く
よ
う
に
、
す
べ
て
は
移
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ろ
っ
て
い
く
の
で
悲
し
い
」
と
い
っ
た
情
緒
と
は
無
縁
で
す
。
た
と
え
ば
、
義
浄
が
訪
れ
た
頃
の
イ
ン
ド
の
僧
院
で
は
、
声
の
良
い
僧

侶
が
朗
唱
し
な
が
ら
寺
院
内
を
回
っ
て
唱
え
たTridaṇḑa

（
三
啓
（
は
、
伝
統
的
な
阿
含
経
典
の
う
ち
の
無
常
に
関
す
る
部
分
を
抜
き

出
し
、
そ
の
前
と
後
に
仏
教
詩
人
と
し
て
名
高
い
僧
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（
馬
鳴
（
が
そ
れ
を
補
足
す
る
詩
句
を
付
け
、
三
段
構

成
に
し
た
も
の
の
集
成
で
あ
っ
て
、
内
容
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
す
。
そ
の
一
例
の
和
訳
を
、Tridaṇḑa

を
精
力
的
に
研
究
し
て
次
々

に
論
文
を
発
表
し
て
い
る
松
田
和
信
さ
ん
の
論
文
か
ら
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

創
造
物
の
母
で
あ
り
、
木
や
草
や
森
の
あ
る
大
地
が
滅
に
至
る
時
、
海
が
干
上
が
る
時
、
メ
ー
ル
〔
山
〕
が
崩
れ
る
時
、
よ
り
高

い
梵
〔
天
〕
の
住
処
も
火
に
よ
っ
て
燃
え
る
時
、
天
界
も
火
に
破
壊
さ
れ
て
残
ら
な
い
時
、
一
体
何
が
残
っ
て
い
る
か
言
い
な
さ

い（
（1
（

。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
。
こ
の
部
分
は
、『
大
品
般
若
経
』
の
注
釈
で
あ
っ
て
イ
ン
ド
に
関
す
る
多
く
の
情
報
を
含
み
、
仏
教
百
科
事
典
と

し
て
広
く
用
さ
れ
た
『
大
智
度
論
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
地
草
木
皆
磨
滅　

須
彌
巨
海
亦
崩
竭　

諸
天
住
処
皆
焼
尽　

爾
時
世
界
何
物
常
（
大
正
二
五・二
二
九
上
（

大
智
草
木
、
皆
な
磨
滅
し　

須
彌
と
巨
海
と
亦
た
崩
竭
し　

諸
天
の
住
所
も
皆
な
焼
け
尽
く　

そ
の
時
、
世
界
何
物
か
常
な
る

　

こ
のTridaṇḑa

は
、
義
浄
に
よ
っ
て
『
無
常
経
』（
敦
煌
写
本
で
は
、「
三
啓
無
常
経
」（
と
し
て
訳
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
偈
が

見
え
ま
す
。
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容
顏
尽
変
衰　

強
力
病
所
侵　

無
能
免
斯
者　

仮
使
妙
高
山　

劫
尽
皆
壊
散　

大
海
深
無
底　

亦
復
皆
枯
竭　

大
地
及
日
月　

時

至
皆
帰
尽
（
大
正
一
七・七
四
五
中
（

容
顔
、
尽
く
変
じ
衰
え
、
強
力
も
病
に
侵
さ
れ
、
よ
く
斯
を
免
れ
る
者
無
し
。
た
と
い
妙
高
山
も
、
劫
尽
き
れ
ば
皆
な
壊
散
し
、

大
海
深
く
て
底
無
き
も
、
亦
た
復
た
皆
な
枯
渇
す
。
大
地
及
び
日
月
も
、
時
至
れ
ば
皆
な
尽
に
帰
す

　
『
無
常
経
』
は
正
倉
院
文
書
の
写
経
記
録
に
見
え
て
い
ま
す
し
、
こ
う
し
た
偈
に
基
づ
く
歌
も
『
万
葉
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、日
本
人
は
早
く
か
ら
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、「
河
原
寺
の
仏
堂
の
裡
の
倭
琴
の
面
に
在
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
世

間
の
常
無
き
を
厭
ふ
歌
三
首
」
の
第
一
首
目
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

生
き
死
に
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
潮
干
の
山
を
偲
ひ
つ
る
か
も
（
三
八
四
九
（ 

生
と
死
の
二
つ
の
大
海
が
厭
わ
し
い
の
で
、
潮
が
干
上
が
る
山
が
願
わ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
よ

　

こ
れ
は
、
生
死
の
大
海
、
つ
ま
り
無
限
に
長
遠
な
輪
廻
の
世
界
か
ら
脱
し
た
い
と
い
う
内
容
で
す
。
イ
ン
ド
仏
教
で
あ
れ
ば
、
輪
廻

を
激
流
に
喩
え
る
場
合
は
向
こ
う
岸
に
渡
り
た
い
と
す
る
か
、
中
洲
に
た
ど
り
着
き
た
い
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
、
こ
の
歌
で

は
海
が
干
上
が
っ
た
山
が
あ
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
、
海
が
枯
れ
尽
き
る
の
は
世
界
の
滅
尽
の
時
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ド
仏
教
の
常
識
と
異
な
る
と
い
う
点
は
、『
平
家
物
語
』
冒
頭
の
「
盛
者
必
衰
」
と
い
う
句
の
場
合
も
同
様
で
す
。
こ
の
句
に
つ

い
て
は
、『
仁
王
経
』
護
国
品
が
出
典
と
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
の
無
常
思
想
に
基
づ
く
表
現
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
仏
教
で
「
盛

者
」
と
言
え
ば
、
青
年
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
鳩
摩
羅
什
訳
と
さ
れ
る
『
仁
王
経
』
は
中
国
成
立
経
典
で
す
。『
仁
王
経
』
以
前
の
最
も
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早
い
用
例
は
、
安
世
高
訳
の
『
陰
持
入
経
』
に
呉
の
陳
慧
が
付
し
た
注
で
あ
っ
て
、、「
乾
坤
に
終
始
有
り
、
群
生
に
興
廃
有
り
。
成
る

者
は
必
ず
敗
れ
、
盛
な
る
者
は
必
ず
衰
う
（
乾
坤
有
終
始
、
群
生
有
興
廃
。
成
者
必
敗
、
盛
者
必
衰
」（
大
正
三
三・一
〇
中
（
と
あ
り
、

無
常
の
思
想
を
中
国
思
想
風
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
他
に
は
、
そ
の
陳
慧
に
師
事
し
た
康
僧
会
の
訳
と
さ
れ
る
『
六
度
集
経
』、
呉
の
元

魏
の
慧
覚
等
訳
『
賢
愚
経
』
な
ど
に
見
え
て
い
ま
す
が
、
両
者
と
も
イ
ン
ド
に
は
原
典
が
無
い
中
国
編
集
経
典
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、「
盛
者
必
衰
」
を
純
粋
に
仏
教
の
思
想
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
盛
者
必
衰
」
の
句
を
、
権
勢
盛
ん
な

者
も
「
栄
枯
盛
衰
」
を
免
れ
な
い
と
解
釈
す
る
の
は
、
権
力
者
の
興
亡
の
歴
史
を
好
む
中
国
の
伝
統
に
基
づ
く
日
本
風
な
発
想
で
あ
り
、

『
平
家
物
語
』
は
そ
れ
を
利
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
先
ほ
ど
、
日
本
で
は
無
常
を
、
季
節
が
移
り
変
わ
り
、
木
々
の
花
や
葉
が
散
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
き
た
と
述
べ

ま
し
た
。
そ
の
一
例
は
、『
万
葉
集
』
の
久
米
郎
女
の
歌
で
す
。
厚
美
王
が
、
久
し
く
尋
ね
て
行
か
な
か
っ
た
久
米
郎
女
に
対
し
、
今
で

も
私
を
待
っ
て
い
る
か
と
試
す
よ
う
に
、「
あ
な
た
の
家
の
桜
の
花
は
、
風
が
強
い
の
で
も
う
地
面
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
ね
」

と
詠
み
か
け
た
と
こ
ろ
、
久
米
郎
女
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

世
間
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば
屋
戸
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
頃
か
も
（
一
四
五
九
（

世
の
中
は
常
で
は
ま
っ
た
く
な
い
た
め
、
私
の
家
に
あ
る
桜
の
花
は
も
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
頃
で
し
ょ
う

　

つ
ま
り
、
世
間
は
無
常
な
の
で
桜
の
花
は
散
っ
て
し
ま
う
頃
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
に
対
す
る
私
の
心
も
失
せ
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
よ
、と
い
う
応
答
の
歌
で
す
。
イ
ン
ド
仏
教
で
は
命
あ
る
者
の
身
とloka-dhātu
の
無
常
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、loka-dhātu

は
「
世

間
」
と
漢
訳
さ
れ
ま
し
た
。
よ
く
読
ま
れ
た
仏
伝
で
あ
る
隋
の
闍
那
崛
多
訳
『
仏
本
行
集
経
』
で
は
「
世
間
は
無
常
に
し
て
、
盛
年
は
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失
い
易
し
（
世
間
無
常
、
盛
年
易
失
（」
と
述
べ
て
お
り
、「
盛
年
」
は
若
く
て
元
気
な
時
期
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
無
常
の

概
念
と
結
び
つ
い
た
「
世
間
」
の
語
を
、
日
本
で
は
「
よ
の
な
か
」
と
和
語
化
し
ま
し
た
の
で
、
沙
弥
満
誓
の
「
世
間
を
何
に
譬
へ
む

朝
開
き
漕
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し
」（
三
五
一
（
の
歌
が
示
す
よ
う
に
、「
よ
の
な
か
」
と
い
う
言
葉
は
無
常
の
意
味
を
持
ち
、

美
し
い
自
然
と
結
び
つ
け
ら
れ
が
ち
で
す
。
久
米
郎
女
の
歌
も
そ
う
し
た
例
で
あ
っ
て
、
桜
の
花
が
「
世
間
」
の
無
常
の
例
と
さ
れ
、

桜
の
花
が
散
る
こ
と
を
男
女
の
愛
情
の
移
り
変
わ
り
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。「
よ
」
は
古
語
で
は
男
女
の
間
柄
も
意
味
し
ま
す

の
で
、
男
女
の
関
係
も
無
常
と
さ
れ
、
自
然
と
重
ね
合
わ
せ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
は
自
然
で
す
。

　

こ
う
し
た
歌
は
『
古
今
集
』
で
も
数
多
く
見
か
け
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、六
歌
仙
の
う
ち
、僧
正
遍
昭
は
、次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

散
り
ぬ
れ
ば
後
は
芥
に
な
る
花
を
思
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
蝶
か
な
（
４
３
５
（

散
っ
て
し
ま
え
ば
後
は
ご
み
く
ず
に
な
る
花
の
こ
と
を
、
よ
く
考
え
て
わ
き
ま
え
ず
に
迷
っ
て
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
蝶
で
あ
る

こ
と
だ
よ

　

ま
た
、
六
歌
仙
の
う
ち
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
大
伴
黒
主
の
歌
は
、
次
の
よ
う
で
す
。

咲
く
花
に
思
ひ
つ
く
身
の
あ
ぢ
き
な
さ
身
に
い
た
つ
き
の
入
る
も
知
ら
ず
て
（
４
０
５
（

咲
く
花
を
恋
し
く
思
っ
て
執
着
す
る
身
の
む
な
し
さ
よ
、
我
が
身
に
病
気
が
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
知
ら
ず
に

　

い
ず
れ
の
歌
も
花
を
詠
ん
だ
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
心
を
奪
う
存
在
で
あ
る
女
性
に
執
着
す
る
男
た
ち
の
こ
と
を
指
し
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て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
重
要
な
の
は
、
遍
昭
の
歌
も
黒
主
の
歌
も
「
物
名
」
で
あ
っ
て
、
遍
昭
の
歌
に
は
「
く
た
に
」
の
花
、
黒
主
の

歌
に
は
鳥
の
「
つ
ぐ
み
」
が
読
み
込
ま
れ
て
お
り
、
言
葉
遊
び
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
、
無
常
と
恋
と
言
葉
遊
び
が

同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
『
古
今
集
』
全
体
の
特
徴
で
あ
り
、さ
ら
に
は
日
本
文
学
の
特
徴
と
言
っ
て
も
良
い
も
の
で
す
。

と
な
れ
ば
、『
平
家
物
語
』
の
場
合
も
、
冒
頭
で
無
常
を
強
調
す
る
以
上
、
読
者
は
恋
と
言
葉
遊
び
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
『
平
家
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
琵
琶
法
師
が
語
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
先
に
琵
琶
法
師
と
笑
い
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
す
。
琵
琶
法
師
に
関
す
る
最
古
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
以
前
、
こ

の
仏
教
文
学
研
究
所
の
紀
要
に
書
い
て
お
き
ま
し
た（

（1
（

。
道
宣
『
続
高
僧
伝
』
の
釈
真
玉
伝
で
は
、
五
二
六
年
に
亡
く
な
っ
た
真
玉
は
生

ま
れ
つ
き
盲
目
で
あ
っ
た
た
め
、
生
計
の
た
め
に
母
が
琵
琶
を
習
わ
せ
た
が
、
た
ま
た
ま
講
会
で
の
説
法
を
聞
き
、
説
法
師
に
な
れ
ば

食
え
る
と
し
て
出
家
し
、
五
世
紀
後
半
に
人
気
と
な
っ
た
（
大
正
五
〇・四
七
五
中
（
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
説
法
師
は
、
大
げ

さ
に
語
っ
て
聴
衆
を
泣
か
せ
た
り
笑
わ
せ
た
り
し
て
お
り
、
芸
能
的
す
ぎ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
真
玉
が
こ
れ
な
ら

自
分
に
も
で
き
る
と
考
え
た
の
は
、
琵
琶
芸
人
が
琵
琶
を
演
奏
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
説
法
師
に
似
た
芸
を
や
っ
て
い
た
た
め

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
同
書
の
釈
解
脱
伝
で
は
、
七
世
紀
半
ば
に
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
た
盲
人
が
琵
琶
を
弾
じ
て
『
法
華
経
』
を

唱
し
、
山
に
向
か
っ
て
演
奏
し
て
楽
し
ま
せ
て
い
た
（
同
・
六
〇
三
下
（
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
盲
人
と
琵
琶
の
結
び
つ
き
が
分
か
り
ま

す
ね
。

　

さ
ら
に
、
高
麗
の
一
然
『
三
国
異
事
』
中
の
文
虎
王
法
敏
条
で
は
、
王
が
庶
弟
の
車
得
公
に
宰
相
と
な
る
よ
う
求
め
た
と
こ
ろ
、
車

得
公
は
職
に
つ
く
前
に
民
間
の
労
役
や
租
税
の
軽
重
、
役
人
の
清
濁
な
ど
の
状
況
を
知
り
た
い
と
答
え
て
許
さ
れ
た
た
め
、
黒
い
衣
を

着
て
琵
琶
を
手
に
し
て
「
居
士
の
形
」
と
な
り
、
都
を
出
た
（
大
正
四
九・九
七
二
下
（
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
琵
琶
居
士
と
呼

ば
れ
る
芸
人
に
関
す
る
最
も
古
い
資
料
で
す
。
当
時
の
琵
琶
居
士
が
盲
目
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
盲
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目
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、車
得
公
は
目
が
見
え
な
い
ふ
り
を
し
て
、社
会
の
実
状
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
し
、

琵
琶
居
士
は
役
人
の
腐
敗
を
皮
肉
る
な
ど
し
て
聴
衆
を
笑
わ
せ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

問
題
は
、
こ
の
琵
琶
居
士
が
社
会
か
ら
ど
の
よ
う
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
か
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
で
す
が
、『
源
氏

物
語
』
の
明
石
入
道
は
琵
琶
法
師
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
紫
式
部
が
生
き
た
十
一
世
紀
初
め
頃
に
は
盲
目
の
琵

琶
芸
人
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
が
分
か
り
ま
す
。
明
石
巻
で
は
、
明
石
入
道
が
琵
琶
法
師
役
と
な
っ
て
琵
琶
を
弾
い
た
と

い
う
箇
所
だ
け
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
鈴
木
孝
庸
先
生
も
明
石
入
道
は
物
語
は
語
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が（

（1
（

、『
源
氏
物
語
』
の

そ
の
前
の
場
面
で
は
明
石
入
道
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

う
ち
ひ
が
み
、
ほ
れ
ぼ
れ
し
き
事
は
あ
れ
ど
、
い
に
し
へ
の
物
を
も
見
知
り
て
、
物
き
た
な
か
ら
ず
、
由
づ
き
た
る
事
も
ま
じ
れ
ゝ

ば
、
昔
物
語
な
ど
せ
さ
せ
て
、
聞
き
給
ふ
に
、
す
こ
し
、
つ
れ
づ
れ
の
ま
ぎ
れ
な
り
。

ね
じ
け
て
い
て
、
ぼ
ん
や
り
し
た
点
は
あ
る
が
、
昔
の
物
事
を
見
聞
き
し
て
お
り
、
な
ん
と
な
く
汚
ら
し
い
感
じ
が
な
く
、
由
緒

あ
り
げ
な
様
子
も
ま
じ
え
て
い
る
た
め
、昔
物
語
な
ど
さ
せ
て
お
聞
き
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、少
し
退
屈
さ
を
ま
ぎ
ら
す
も
の
と
な
っ

た
。

　

琵
琶
を
弾
き
な
が
ら
で
は
な
い
も
の
の
、
入
道
は
物
知
り
で
あ
る
た
め
、
光
は
「
昔
物
語
な
ど
」
を
さ
せ
て
お
り
、
入
道
は
退
屈
を

ま
ぎ
ら
す
よ
う
な
話
を
し
て
い
ま
す
。
右
の
文
の
う
ち
、「
物
き
た
な
か
ら
ず
」「
由
づ
き
た
る
」
と
い
う
点
は
、
大
臣
の
息
子
で
国
司

を
努
め
た
人
物
な
ら
で
は
の
特
性
で
し
ょ
う
か
ら
、
琵
琶
法
師
は
そ
の
逆
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
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入
道
、
琵
琶
の
法
師
に
な
り
て
、
い
と
を
か
し
う
、
め
づ
ら
し
き
手
、
一
つ
二
つ
、
彈
き
い
で
た
り
。

入
道
は
琵
琶
の
法
師
に
な
っ
て
、
た
い
そ
う
趣
き
が
あ
っ
て
珍
ら
し
い
奏
法
を
、
ひ
と
つ
ふ
た
つ
弾
き
始
め
た
。

　

こ
れ
は
た
だ
琵
琶
の
珍
し
い
奏
法
の
曲
を
弾
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
琵
琶
の
法
師
に
な
り
て
」
と
記
し
て
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、お
そ
ら
く
琵
琶
法
師
は
「
こ
れ
が
弾
け
る
の
は
、誰
々
殿
と
私
め
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
な
ど
と
誇
り
が
ち
で
あ
っ
て
、

『
源
氏
物
語
』
は
、
ひ
ね
く
れ
て
い
な
が
ら
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
明
石
入
道
を
そ
う
し
た
琵
琶
法
師
と
重
ね
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
期
待
を
か
け
た
最
愛
の
明
石
の
上
が
、
帰
京
し
た
光
君
の
も
と
に
妊
娠
し
た
身
で
旅
だ
っ
て
い
く
と
、
入
道
は
次
の
よ
う

な
状
態
に
な
り
ま
す
。

い
と
ゞ
ぼ
け
ら
れ
て
、
昼
は
日
一
日
、
寝
を
の
み
寐
暮
ら
し
、
夜
は
す
く
よ
か
に
起
き
ゐ
て
、「
珠
数
の
行
へ
も
知
ら
ず
な
り
に
け

り
」
と
て
、
手
を
お
し
摺
り
て
、
あ
ふ
ぎ
居
た
り
。
弟
子
ど
も
に
あ
ば
め
ら
れ
て
、
月
夜
に
は
出
て
、
行
道
す
る
も
の
は
、
遣
水

に
倒
れ
入
に
け
り
。
よ
し
あ
る
岩
の
片
側
に
、
腰
も
つ
き
そ
こ
な
ひ
て
、
病
み
臥
し
た
る
程
に
な
む
、
す
こ
し
物
ま
ぎ
れ
け
る
。

ひ
ど
く
ぼ
け
て
し
ま
い
、
昼
は
ず
っ
と
寝
て
ば
か
り
し
て
暮
ら
し
、
夜
は
す
き
っ
と
し
て
起
き
て
い
て
、「
珠
数
が
と
こ
い
っ
た
か

も
分
か
ら
な
く
な
っ
た
」
と
言
っ
て
、
手
を
摺
っ
て
仏
様
を
拝
ん
で
い
る
。
弟
子
た
ち
に
馬
鹿
に
さ
れ
、
月
夜
に
は
庭
に
出
て
行

道
す
る
か
と
思
え
ば
、
遣
り
水
に
倒
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。
風
情
の
あ
る
岩
の
片
側
に
、
腰
を
あ
て
そ
こ
な
っ
て
、
怪
我
し
て
寝

込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
間
は
、
痛
さ
に
悲
し
み
も
多
少
紛
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
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こ
う
し
た
描
写
は
、
中
世
の
絵
巻
の
う
ち
、
琵
琶
法
師
に
犬
が
吠
え
か
か
っ
て
い
る
場
面
や
、
杖
つ
い
て
頼
り
な
げ
に
歩
く
姿
を
子

供
た
ち
が
笑
っ
て
い
る
場
面
な
ど
と
同
様
、
盲
目
の
琵
琶
法
師
特
有
の
姿
を
滑
稽
な
も
の
と
し
て
笑
う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

琵
琶
法
師
に
は
腕
自
慢
と
い
う
点
と
滑
稽
な
面
が
と
も
に
あ
り
、
物
語
を
語
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』

の
少
し
後
に
書
か
れ
た
『
新
猿
楽
記
』
が
描
く
滑
稽
な
「
琵
琶
法
師
ノ
物
語
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。『
平
家

物
語
』
で
は
、
鹿
ヶ
谷
で
平
家
打
倒
の
謀
議
を
し
て
い
た
場
面
で
瓶
子
が
倒
れ
る
と
「
平
氏
が
倒
れ
た
、
首
を
取
ろ
う
」
な
ど
と
駄
洒

落
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
事
実
で
あ
れ
創
作
で
あ
れ
、
琵
琶
法
師
の
そ
う
し
た
面
が
残
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

琵
琶
法
師
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
も
多
芸
で
あ
っ
た
こ
と
を
櫻
井
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す（

（1
（

。

　

こ
こ
で
、
恋
の
問
題
に
移
り
、
祇
王
・
祇
女
の
段
を
取
り
上
げ
ま
す
。
祇
王
・
祇
女
の
段
は
、
語
り
本
系
の
代
表
で
あ
る
覚
一
本
や

長
大
な
長
門
本
な
ど
で
は
欠
け
て
お
り
、
増
補
に
よ
っ
て
含
む
よ
う
に
な
っ
た
写
本
で
も
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
置
か
れ
て
い
る
位
置

が
異
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
た
め
、「
原
平
家
物
語
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
古
い

形
態
を
残
し
て
い
る
と
さ
れ
る
読
み
本
系
の
延
慶
本
や
そ
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
語
り
物
系
で
も
後
に
は
こ

の
段
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
覚
一
本
系
で
あ
る
高
野
本
も
同
じ
一
方
系
の
京
師
本
系
に
よ
っ
て
増
補
し
て
い
ま
す（

（1
（

。
し
か
も
、

祇
王
・
祇
女
の
話
は
、『
平
家
物
語
』
の
章
段
の
中
で
も
圧
倒
的
に
長
い
こ
と
は
、
人
気
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
長
い
年
月
に
わ
た
る
『
平
家
物
語
』
受
容
史
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
段
を
『
平
家
物
語
』
の
重
要
な
部
分
と
み
な
し
て
よ

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
後
で
触
れ
ま
す
が
、
高
野
本
で
は
、
祇
王
の
母
親
は
、
清
盛
と
祇
王
の
関
係
を
「
男
女
の
縁
」
と
呼
ん
で

お
り
、
世
間
一
般
の
男
女
の
関
係
と
同
様
の
も
の
と
見
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
祇
王
・
妓
女
の
段
を
恋
物
語
の
一
種
と
み

な
し
て
考
え
て
ゆ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
祇
王
・
祇
女
の
段
は
、
い
き
な
り
話
が
始
ま
る
延
慶
本
と
違
い
、
高
野
本
で
は
清
盛
が
い
か
に
横
暴
で
あ
っ
た
か
が
語
ら
れ
、
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「
世
の
そ
し
り
を
も
は
ば
か
ら
ず
、
人
の
嘲
り
を
も
か
へ
り
み
ず
、
不
思
議
の
事
を
の
み
し
給
へ
り
」
と
い
う
説
明
文
を
入
れ
て
か
ら
話

に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
不
思
議
の
事
」
に
つ
い
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
注
は
、「
思
い
が
け
な
い
こ
と
、
わ
が
ま
ま
か
っ

て
な
こ
と
」
と
し
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
注
は
、「
考
え
も
及
ば
ぬ
突
飛
な
こ
と
。
非
常
識
な
言
動
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
不
思
議
」
と
い
う
の
は
「
不
可
思
議
」
と
同
意
の
仏
教
用
語
で
あ
っ
て
梵
語
は acintya

で
す
。『
維
摩
経
』
の
「
不
可
思
議
解
脱
」

（acintya-vim
ok ṣa

（
が
示
す
よ
う
に
、
仏
の
み
、
あ
る
い
は
菩
薩
で
も
高
位
の
菩
薩
の
み
が
体
得
し
て
い
て
常
人
に
は
理
解
で
き
な
い

境
地
を
形
容
す
る
際
な
ど
に
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
中
国
成
立
で
あ
っ
て
東
ア
ジ
ア
で
は
法
華
三
部
経
の
一
つ
と
し
て
尊
ば
れ
た
『
無

量
義
経
』
で
は
「
甚
深
不
思
議
事
」（
大
正
九・三
八
七
中
（、
も
う
一
つ
中
国
成
立
で
あ
っ
て
両
親
へ
の
報
恩
を
説
い
た
『
大
方
便
仏
報

恩
経
』
で
は
、「
諸
仏
菩
薩
不
思
議
事
」（
大
正
三・一
三
五
下
（
と
あ
る
通
り
で
す
。「
不
思
議
の
事
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
用

例
を
背
景
に
し
た
表
現
な
の
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
は
清
盛
の
こ
と
を
地
獄
に
落
ち
る
べ
き
悪
人
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
が
、歴
史
上
も
っ
と
も
特
異
な
存
在
で
あ
っ
て
「
心

も
詞
も
及
ば
」
な
い
と
明
言
し
て
お
り
、
並
み
の
悪
人
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
う
え
、
清

盛
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
さ
れ
た
祇
王
は
、
我
が
身
を
情
け
な
く
思
い
、
ま
た
仏
御
前
を
恨
ん
だ
も
の
の
、
清
盛
に
対
す
る
恨
み
の
言
葉

は
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
清
盛
は
、
あ
る
場
面
で
は
人
間
的
に
振
舞
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
、
常
人
に
は
理
解
で
き
な
い
言
動
を

す
る
存
在
、
い
わ
ば
台
風
や
地
震
の
よ
う
な
不
可
抗
力
の
存
在
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

さ
て
、
祇
王
・
祇
女
の
段
は
有
名
で
す
が
、
話
の
都
合
上
、
現
在
、
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
語
り
本
系
の
高
野
本
に
基
づ
い
て
内

容
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
祇
王
と
い
う
美
し
く
て
歌
と
舞
が
う
ま
い
白
拍
子
が
清
盛
に
三
年
に
わ
た
っ
て
寵
愛
さ
れ
、
妹
や

母
ま
で
大
事
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
十
六
才
と
い
う
若
さ
な
が
ら
評
判
の
高
い
仏
御
前
と
い
う
白
拍
子
が
、
清
盛
に
召
さ

れ
な
い
の
は
残
念
だ
と
い
う
こ
と
で
清
盛
の
別
邸
に
推
参
し
て
来
ま
す
。
清
盛
は
、
遊
女
な
ど
は
召
さ
れ
て
か
ら
来
る
も
の
だ
と
怒
り
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ま
す
が
、
祇
王
が
同
じ
道
の
者
な
の
で
人
ご
と
と
は
思
え
ず
、
気
の
毒
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
と
り
な
し
て
対
面
さ
せ
ま
す
。
す
る
と
、

仏
御
前
の
今
様
と
舞
が
見
事
だ
っ
た
た
め
、
清
盛
は
仏
御
前
に
心
を
移
し
ま
し
た
。
仏
御
前
が
祇
王
に
申
し
訳
な
い
と
言
う
と
、
清
盛

は
祇
王
を
追
い
出
し
ま
す
。
翌
年
の
春
、
仏
御
前
が
退
屈
し
て
い
る
か
ら
来
て
今
様
や
舞
で
慰
め
よ
と
清
盛
が
命
じ
た
た
め
、
祇
王
は

返
事
を
し
な
い
で
い
る
と
、
迫
害
を
恐
れ
た
母
に
泣
き
つ
か
れ
、
仕
方
な
く
出
向
き
ま
す
。
そ
し
て
、
冷
た
い
扱
い
を
さ
れ
て
落
涙
す

る
と
、
清
盛
に
今
様
を
歌
え
と
言
わ
れ
、「
仏
も
昔
は
凡
夫
な
り　

我
等
も
終
に
は
仏
な
り　

い
ず
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を　

へ
だ
つ
る

の
み
こ
そ
か
な
し
け
れ
」
と
二
返
歌
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
座
の
人
々
は
感
涙
に
む
せ
び
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
清
盛
は
「
こ
の
場
と
し
て

は
殊
勝
に
申
し
た
」
と
述
べ
、
舞
も
見
た
い
が
用
事
が
あ
る
の
で
今
日
は
無
理
だ
、
今
後
は
召
さ
な
く
て
も
常
に
や
っ
て
き
て
仏
御
前

を
慰
め
よ
と
言
っ
た
の
で
、
祇
王
は
返
事
を
せ
ず
、
涙
を
押
さ
え
て
退
出
し
ま
す
。
そ
し
て
、
身
投
げ
し
よ
う
と
考
え
た
も
の
の
、
母

に
と
め
ら
れ
、
二
十
一
歳
の
若
い
身
で
尼
と
な
り
、
嵯
峨
の
奧
の
山
里
に
庵
を
結
び
、
同
じ
く
尼
と
な
っ
た
母
・
妹
と
と
も
に
念
仏
に

励
み
ま
す
。
す
る
と
、
翌
年
、
十
七
才
の
身
で
尼
に
姿
を
変
え
た
仏
御
前
が
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
ま
で
の
心
苦
し
さ
を
語
り
、
こ
れ
ま

で
の
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
い
て
と
も
に
念
仏
し
た
い
と
述
べ
ま
す
。
祇
王
は
、
憂
き
世
の
こ
と
ゆ
え
、
我
が
身
の
つ
た
な
さ
と
思
う

べ
き
で
あ
る
の
に
、
あ
な
た
の
こ
と
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
事
情
が
分
か
っ
た
た
め
、
あ
な
た
こ
そ
善
知
識
で
あ
る
と
述
べ
、

四
人
と
も
に
念
仏
に
励
ん
だ
の
で
い
ず
れ
も
往
生
を
と
げ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

　

恋
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
言
葉
遊
び
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
高
野
本
で
は
、
仏
御
前
の
推
参
を
は
ね
つ
け
る
際
、
清
盛
は
「
祇
王

が
あ
ら
ん
所
へ
は
、
神
と
も
い
へ
仏
と
も
い
へ
、
か
な
ふ
ま
じ
き
ぞ
（
祇
王
が
い
る
よ
う
な
所
に
は
、
神
と
言
お
う
と
仏
と
言
お
う
と
、

許
さ
れ
ぬ
ぞ
（」
と
言
い
放
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
祇
の
「
祇
」
と
い
う
名
を
持
つ
祇
王
の
と
こ
ろ
に
は
、
仏
で
す
ら
近
づ
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
渡
辺
貞
麿
先
生
は
、
天
神
地
祇
の
仏
教
忌
避
を
踏
ま
え
た
洒
落
で
あ
る
た
め
、
延
慶
本
そ
の
他
の
「
義
王
」

で
は
な
く
、「
祇
王
」
で
な
い
と
い
け
な
い
と
説
い
て
い
ま
し
た（

（1
（

。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
す
が
、
順
序
と
し
て
は
、「
義
王
」
と
す
る
テ
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キ
ス
ト
が
先
で
あ
っ
て
、
清
盛
に
こ
う
し
た
軽
口
を
言
わ
せ
る
た
め
に
「
祇
王
」
と
い
う
表
記
に
改
め
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
渡
辺

先
生
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
祇
王
」
と
い
う
の
は
、最
も
厳
し
い
仏
教
忌
避
の
代
表
で
あ
る
伊
勢
の
斎
王（

（1
（

を
思
わ
せ
る
名
に
な
っ

て
い
ま
す
。
と
な
る
と
、「
神
と
も
い
へ
仏
と
も
い
へ
」
の
「
神
と
も
い
へ
」
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、「
わ
し
の
大

事
な
祇
王
が
い
る
所
に
は
」
と
い
う
こ
と
で
、
神
仏
す
ら
恐
れ
ぬ
清
盛
の
人
間
像
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
よ
う
や
く
恋
の
問
題
に
入
り
ま
す
。
権
力
者
で
あ
る
清
盛
と
そ
の
清
盛
に
寵
愛
さ
れ
て
捨
て
ら
れ
た
祇
王
の
話
を
恋
愛
譚
と

見
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
異
論
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
国
文
学
を
考
え
た
場
合
、
近
世
以
前
の
男
女
の
愛
情
を
描
い
た
作
品
の
代

表
は
、
皇
帝
と
妃
を
主
人
公
と
し
た
「
長
恨
歌
」
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
長
恨
歌
」
に
し
て
も
、
仏
教
の
影
響
無
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ

た
こ
と
は
、
以
前
、
指
摘
し
ま
し
た（

11
（

。
儒
教
が
主
流
と
な
り
、
男
女
の
恋
愛
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
中
国
で
は
、『
詩
経
』
に

見
え
る
よ
う
な
民
歌
に
由
来
す
る
素
朴
な
恋
歌
に
つ
い
て
は
、
徳
の
高
い
君
主
を
待
ち
望
む
歌
と
し
た
り
、
貞
淑
な
女
性
の
あ
り
方
を

歌
っ
た
も
の
と
す
る
な
ど
、
道
徳
的
訓
戒
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
た
り
、
国
の
乱
れ
を
示
す
淫
詩
と
し
て
批
判
的
に
扱
う
ほ
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、権
力
者
の
寵
愛
が
移
る
と
い
う
図
式
は
、周
の
穆
王
と
慈
童
の
説
話
が
示
す
よ
う
に
、早
く
か
ら
人
気
が
あ
っ

た
う
え
、
六
朝
期
に
は
新
た
な
展
開
を
と
げ
ま
し
た
。
旅
に
出
た
り
出
征
し
た
り
し
た
夫
を
妻
が
恋
い
慕
う
詩
、
夫
の
愛
情
が
若
い
女

に
移
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歎
く
詩
な
ど
が
、
男
性
の
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
数
多
く
作
ら
れ
て
歓
迎
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
た
、
下
界
に

降
さ
れ
た
仙
女
と
青
年
、
狐
な
ど
の
動
物
が
化
け
た
女
性
と
青
年
の
恋
な
ど
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
唐
代
に
な
る
と
、
妓
女
と
文

雅
の
才
を
持
っ
た
青
年
と
の
恋
、
あ
る
い
は
他
人
の
愛
妾
と
青
年
の
恋
な
ど
を
描
い
た
作
品
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
設
定
に

し
な
い
と
、
恋
愛
話
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
祇
王
の
段
は
、『
玉
台
新
詠
』
に
多
く
見
ら
れ
る
閨
怨
詩
の
う
ち
、

皇
帝
の
愛
情
が
移
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歎
く
皇
妃
た
ち
が
詠
ん
だ
と
い
う
形
を
と
る
宮
怨
詩（

1（
（

と
は
同
じ
で
は
な
く
、
ま
た
白
拍
子
で

は
あ
っ
て
も
中
国
の
妓
女
の
恋
物
語
と
は
違
う
面
が
あ
り
ま
す
。



二
二

恋
と
笑
い
の
『
平
家
物
語
』（
石
井
）

　

そ
れ
に
つ
い
て
話
す
前
に
、
仏
教
に
お
け
る
美
し
く
て
多
芸
な
遊
女
と
青
年
の
恋
に
つ
い
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
仏
教
で
は
、
阿

難
に
恋
し
た
旃
荼
羅
種
の
娘
の
話
や
、『
般
若
経
』
に
登
場
す
る
若
き
修
行
者
に
恋
し
た
商
人
の
娘
な
ど
の
話
が
早
く
か
ら
好
ま
れ
て
き

ま
し
た
が
、
代
表
と
な
る
の
は
大
乗
仏
教
の
『
華
厳
経
』
の
入
法
界
品
に
見
え
る
遊
女
の
娘
の
恋
の
物
語
で
す
。
イ
ン
ド
の
あ
る
国
、

王
子
が
遠
出
す
る
に
当
た
り
、
国
王
が
馴
染
み
の
あ
っ
た
高
級
遊
女
で
あ
る
ス
ダ
ル
シ
ャ
ナ
ー
に
王
子
を
も
て
な
す
よ
う
頼
ん
だ
た
め
、

ス
ダ
ル
シ
ャ
ナ
ー
は
美
し
い
娘
で
あ
る
ス
チ
ャ
リ
タ
ラ
テ
ィ
・
プ
ラ
バ
ー
サ
シ
ュ
リ
ー
を
連
れ
て
車
で
出
か
け
る
と
、
王
子
を
見
た
娘

は
一
目
惚
れ
し
て
し
ま
い
、
王
子
と
結
婚
で
き
な
け
れ
ば
死
ぬ
と
言
い
だ
し
ま
す
。
母
は
諦
め
る
よ
う
説
く
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
、

自
分
た
ち
は
世
間
の
す
べ
て
の
人
に
快
楽
を
与
え
ま
す
が
、
定
め
と
し
て
、
一
人
に
一
生
の
間
お
仕
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い

う
も
の
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
東
晋
の
時
の
漢
訳
で
は
、
儒
教
倫
理
の
面
か
ら
遊
女
と
い
う
点
は
ぼ
か
さ
れ
、
王
子
が
た
ま
た
ま
そ
の

娘
を
見
初
め
、
妃
た
ち
の
一
人
と
し
て
差
し
出
せ
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
娘
は
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
死
ぬ
と
断
っ
た
と
こ
ろ
、
母
は

王
子
が
王
に
な
っ
た
ら
我
々
は
側
に
も
近
づ
け
な
い
か
ら
今
の
う
ち
に
結
婚
す
る
よ
う
勧
め
た
、
と
な
っ
て
い
て
話
が
逆
に
な
っ
て
い

ま
す（

11
（

。

　

娘
は
そ
の
後
、
夢
の
中
で
勝
日
身
如
来
に
お
会
い
し
て
勇
気
づ
け
ら
れ
、
思
い
切
っ
て
太
子
に
恋
ご
こ
ろ
を
打
ち
明
け
、
結
婚
し
て

く
れ
る
よ
う
頼
む
の
で
す
が
、そ
の
ア
ピ
ー
ル
は
猛
烈
な
も
の
で
し
た
。
私
は
美
し
さ
で
も
美
徳
の
面
で
も
知
力
の
面
で
も
有
名
で
あ
っ

て
匹
敵
す
る
者
は
な
く
、
す
べ
て
の
技
芸
や
愛
の
手
管
に
も
通
暁
し
て
お
り
、
あ
な
た
と
結
婚
で
き
る
な
ら
ど
の
よ
う
な
苦
痛
に
も
耐

え
る
の
で
私
を
娶
っ
て
く
だ
さ
い
、
と
懇
々
と
説
く
の
で
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
ア
ピ
ー
ル
が
延
々
と
続
き
、
母
も
、
遣

り
手
婆
の
よ
う
に
、
こ
の
娘
は
腰
が
く
び
れ
乳
房
も
豊
か
で
あ
っ
て
、
楽
器
も
歌
も
舞
も
巧
み
で
あ
り
、
あ
な
た
の
あ
ら
ゆ
る
願
い
を

満
た
し
て
く
れ
、
賢
明
で
す
の
で
、
あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
す
と
売
り
込
み
ま
す
。

　

王
子
は
、
自
分
は
す
べ
て
の
も
の
を
布
施
し
よ
う
と
思
っ
て
お
り
、
家
族
は
邪
魔
に
な
る
と
答
え
る
の
で
す
が
、
娘
と
母
の
ア
ピ
ー
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ル
に
押
し
切
ら
れ
て
結
婚
し
、
王
と
な
っ
て
王
妃
と
な
っ
た
娘
と
と
も
に
勝
日
身
如
来
仏
へ
の
供
養
に
努
め
る
の
で
す
が
、
そ
の
王
子

は
実
は
釈
尊
の
前
身
で
あ
り
、
そ
の
娘
は
善
財
童
子
に
こ
の
話
を
語
っ
た
シ
ャ
カ
族
の
善
知
識
の
女
性
、
ゴ
ー
パ
ー
だ
っ
た
と
い
う
話

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
遊
女
の
母
は
、
自
分
た
ち
は
遊
女
だ
と
い
う
自
覚
を
強
く
持
っ
て
い
た
も
の
の
、
娘
の
美
貌・性
格・歌・

舞
・
楽
器
演
奏
に
自
信
を
持
ち
、
太
子
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
す
。
こ
の
点
は
、
遊
女
の
娘
も
同
様
で
す
。『
平

家
物
語
』
の
祇
王
の
話
は
『
華
厳
経
』
の
影
響
を
受
け
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
遊
女
の
娘
の
自
信
と
性
格
の
良
さ
は
、
祇
王
と
仏
御

前
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
仏
御
前
は
、
美
貌
と
芸
に
自
信
が
あ
っ
て
清
盛
に
評
価
さ
れ
る
は
ず
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
清
盛

の
邸
宅
に
推
参
し
た
の
で
あ
り
、
祇
王
は
心
や
さ
し
く
、
ま
た
「
わ
が
立
て
し
道
な
れ
ば
、
人
の
上
と
も
お
ぼ
え
ず
（
白
拍
子
は
自
分

が
専
門
と
し
て
き
た
道
で
あ
り
、
他
人
事
と
は
思
え
ま
せ
ん
（」
と
い
う
理
由
で
と
り
な
し
、
ま
た
仏
御
前
は
そ
の
恩
義
に
感
謝
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
い
て
は
祇
王
に
申
し
訳
な
い
と
し
て
清
盛
邸
を
去
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。「
仏
御
前
が
余
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見

ゆ
る
」
と
い
う
理
由
で
、
清
盛
が
祇
王
に
参
上
し
て
今
様
や
舞
で
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
命
じ
の
は
、
仏
御
前
が
祇
王
に
取
っ
て
代
わ
っ

て
勝
ち
誇
っ
た
り
せ
ず
、
心
や
ま
し
く
思
っ
て
沈
み
が
ち
な
様
子
を
見
か
ね
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
話
、
そ
し
て
中
国
の
宮
怨
詩
と
祇
王
の
段
の
違
い
は
、
祇
王
に
し
て
も
仏
御
前
に
し
て
も
、
権
力
者
の
清
盛
の
寵
愛
は
移
っ
て

い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
初
め
か
ら
承
知
し
、
そ
れ
を
口
に
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
祇
王
に
つ
い
て
は
、
追
い
出
さ
れ
る
際
、「
も
と
よ

り
思
ひ
ま
う
け
た
る
道
な
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
昨
日
今
日
と
は
思
ひ
よ
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
心
移
り
し
た
後
の
冷
遇
が
ひ

と
い
と
い
う
点
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
重
要
な
の
は
「
こ
ん
な
に
急
に
」
と
い
う
点
な
の
で
す
。
こ
の
「
昨
日
今
日
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
は
、
ど
の
注
釈
も
『
伊
勢
物
語
』
最
終
段
の
昔
男
の
歌
、「
つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は
思
は
ざ
り

し
を
」
を
出
典
と
し
て
い
ま
す
が
、こ
れ
に
つ
い
て
は
、中
野
方
子
さ
ん
が
類
似
し
た
『
古
今
集
』
の
紀
貫
之
の
歌
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
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『
出
曜
経
』
に
お
い
て
、
釈
尊
が
阿
難
に
「
昨
所
瞻
者
、
今
夕
則
無
（
き
の
う
瞻
し
所
の
者
も　

今
夕
に
は
則
ち
無
し
（」
を
あ
げ
て
い

る（
11
（

こ
と
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
東
ア
ジ
ア
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
『
菩
薩
処
胎
経
』
で
は
、
釈
尊
が
入
滅
し
た
翌
日
、

仏
弟
子
た
ち
の
前
で
阿
難
が
「
私
は
こ
の
よ
う
に
聞
い
た
。
あ
る
時
、
仏
が
」
と
経
を
誦
す
る
と
、
仏
弟
子
た
ち
が
「
昨
日
見
仏
、
今

日
已
称
言
滅
為
聞
（
昨
日
は
仏
を
見
し
に
、
今
日
は
已
に
称
し
て
「
滅
せ
り
」
と
言
い
、「
聞
け
り
」
と
為
す
（」
と
言
っ
て
悲
泣
し
た

と
し
て
い
る
の
で
す
。「
今
日
明
日
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、「
昨
日
」
と
「
今
日
」
を
並
べ
て
無
常
迅
速
を
歎
い
て
い
る
例
で
す
ね（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
古
典
文
学
が
経
典
の
表
現
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
は
ま
だ
ま
だ
調
査
が
不
十
分
な
の
で

す
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
祇
王
は
清
盛
の
仕
打
ち
を
悲
し
く
思
っ
て
い
た
も
の
の
、
少
な
く
と
も
高
野
本
で
は
、
清
盛
を
恨
ん
だ
と
は
書

い
て
い
ま
せ
ん
。
延
慶
本
に
し
て
も
、「
加
様
ナ
ル
遊
者
」
は
こ
う
な
る
も
の
と
は
分
か
っ
て
い
た
も
の
の
、「
指
当
リ

テ
ノ
人
目
ノ
恥
シ

サ
心
ノ
ア
ヤ
ナ
サ
ナ
コ
リ
ノ
悲
シ
サ
」
の
あ
ま
り
、「
悲
ミ

ノ
涙
セ
キ
ア
ヘ
ス
」
と
あ
る
の
み
で
す
。
祇
王
の
容
貌
が
衰
え
た
結
果
、
そ

の
美
し
さ
・
魅
力
は
、
今
様
と
舞
に
よ
っ
て
よ
り
輝
か
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
清
盛
は
楊
貴
妃
の
よ
う
な
絶
世
の
年
若
い
美
女
に
心
変

わ
り
し
た
の
で
は
な
く
、
寵
愛
が
一
気
に
仏
御
前
に
移
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
祇
王
が
今
様
と
舞
で
仏
御
前
に
敗
北
し
た
こ
と
を
多
く

の
人
た
ち
に
目
撃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
道
の
者
と
し
て
誇
り
を
持
っ
て
い
た
祇
王
と
し
て
は
、
そ
の

点
が
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
誇
り
は
、
仏
御
前
も
共
有
し
て
い
た
も
の
で
す
。

　

次
に
、
再
び
召
さ
れ
た
祇
王
が
涙
を
押
さ
え
て
歌
っ
た
今
様
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。「
仏
も
昔
は
凡
夫
な
り
」
の
今
様
に
つ
い
て

は
、「
仏
も
昔
は
人
な
り
き
、
わ
れ
ら
も
終
に
は
仏
な
り
、
三
身
仏
性
具
せ
る
身
と
、
し
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
と
い
う
『
梁

塵
秘
抄
』
の
雑
法
文
歌
を
多
少
変
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
お
り
、「
三
身
仏
性
」
を
具
す
る
と
い
う
句
は
、
当
時
の
女
性
向

け
の
『
法
華
経
』
の
講
会
な
ど
で
良
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
田
中
徳
定
先
生
が
か
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た（

11
（

。
イ
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ン
ド
の
伝
統
仏
教
で
は
、
釈
尊
が
悟
る
前
の
身
を
菩
薩
（Bodhisattva

（
と
呼
ん
で
お
り
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
で
は
前
世
に
ウ
サ
ギ
だ
っ
た

時
と
か
、
鹿
だ
っ
た
時
と
か
、
隊
商
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
時
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
前
世
譚
が
語
ら
れ
、
ま
た
成
道
す
る
前
の
太
子
時

代
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
な
話
が
語
ら
れ
て
お
り
、
菩
薩
に
つ
い
て
は
誘
惑
に
負
け
る
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
説
く
経
典
も
あ
り
ま
し
た（

11
（

。

こ
の
た
め
、
経
典
や
中
国
の
注
釈
に
も
、
そ
う
し
た
菩
薩
を
「
凡
夫
」「
凡
人
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
多
少
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
と

え
ば
、
六
世
紀
半
ば
以
前
の
失
訳
『
優
婆
夷
浄
行
法
門
経
』
で
は
、「
仏
、
往
昔
に
於
て
凡
人
た
り
し
時
（
仏
於
往
昔
作
凡
人
時
（」（
大

正
一
四・九
五
六
上
（
と
あ
り
、
仏
性
を
説
い
た
『
涅
槃
経
』
の
注
釈
で
あ
る
梁
の
『
涅
槃
経
集
解
』
で
は
、「
中
に
一
樹
有
る
は
、
仏

の
昔
、
凡
夫
な
る
時
に
喩
う
る
な
り
（
中
有
一
樹
、
喩
仏
昔
凡
夫
時
也
（」（
大
正
三
七・六
〇
八
中
（
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
凡

夫
も
、
本
来
有
す
る
仏
性（
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（

に
よ
っ
て
仏
と
な
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
仏
も
凡
夫
も
、
つ
ま
り
は
仏
御
前
も
私
祇
王
も
平
等
な

の
で
す
が
、問
題
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
が
「
へ
だ
つ
る
」
と
い
う
語
を
「
分
け
隔
て
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
は
、

二
人
の
状
況
が
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
、
結
局
は
清
盛
が
そ
う
し
た
状
況
を
も
た
ら
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
衆
人
の
前
で
清
盛
を
直
接
恨
む
よ
う
な
言
葉
を
口
に
す
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
祇
王
が
歌
っ
た
今

様
の
文
句
は
、
仏
性
と
い
う
観
点
で
は
仏
も
凡
夫
も
等
し
い
と
い
う
大
乗
仏
教
の
常
識
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
だ

か
ら
こ
そ
清
盛
も
、
こ
う
し
た
場
の
当
座
の
歌
と
し
て
は
殊
勝
に
歌
っ
た
も
の
だ
と
誉
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
歌

に
つ
い
て
は
、
そ
の
座
の
人
々
は
皆
な
感
泣
し
た
も
の
の
、
清
盛
だ
け
違
っ
て
い
る
の
は
非
情
な
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
清
盛
の
並
外

れ
た
あ
り
方
を
示
す
一
例
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

実
際
、
仏
御
前
が
尼
に
な
っ
て
祇
王
親
娘
が
暮
ら
し
て
い
る
庵
に
尋
ね
て
く
る
と
、
祇
王
は
高
野
本
に
よ
れ
ば
「
わ
ご
ぜ
の
事
の
み

う
ら
め
し
く
」
思
っ
て
い
た
と
述
べ
て
お
り
、
延
慶
本
で
も
、
祇
王
は
我
が
身
の
不
幸
は
「
皆
先
世
ノ
事
ナ
レ
ハ
人
ヲ

恨
ミ

奉
ル
ニ

不
及
只

身
ノ
程
ノ

ツ
タ
ナ
サ
ヲ
コ
ソ
思
シ
カ
ト
モ
凡
夫
ノ
習
ノ
ウ
タ
テ
サ
ハ
思
ハ
シ
ト
ス
レ
ト
モ
恨
ミ

ラ
レ
シ
事
モ
時
々
有
ツ
ル
ナ
リ
」
と
述
懐
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し
て
い
ま
す
。
祇
王
は
ま
さ
に
凡
夫
な
の
で
す
が
、「
恨
ミ
」
の
対
象
が
清
盛
で
あ
る
な
ら
、「
奉
ル
」
な
ど
の
語
が
つ
く
は
ず
で
す
。

神
祇
思
想
の
代
表
で
あ
る
斎
王
と
仏
教
が
厳
し
く
隔
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
原
因
は
清
盛
で
あ
る
に
せ
よ
、
現
実
の
隔
た
り
は
祇
王

と
仏
御
前
の
間
に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
仏
御
前
の
出
家
と
告
白
に
よ
っ
て
そ
の
隔
た
り
が
解
消
し
た
の
で
す
。

　

そ
の
祇
王
の
恨
み
の
原
因
の
一
つ
は
、
見
事
な
今
様
と
舞
で
清
盛
の
つ
か
ん
だ
仏
御
前
を
、
芸
で
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
祇
王
は
清
盛
邸
か
ら
退
出
し
た
後
、
涙
に
く
れ
て
ば
か
り
お
り
、
容
貌
も
や
つ
れ
た
で
し
ょ
う
し
、
今
様

や
舞
の
練
習
に
も
打
ち
込
め
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
召
さ
れ
て
歌
っ
た
「
仏
も
昔
は
凡
夫
な
り
」
の
今
様
は
、
状
況
を
知
っ
て
い
る
一

座
の
人
々
を
泣
か
せ
た
も
の
の
、
清
盛
に
対
し
て
は
心
を
変
え
さ
せ
る
だ
け
の
感
動
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
祇
王
の

話
と
の
類
似
で
注
目
さ
れ
て
い
る
橘
成
季
『
古
今
著
聞
集
』
好
色
の
部
の
「
仁
和
寺
覚
性
法
親
王
の
寵
童
千
手
・
三
河
の
事
」
と
対
比

す
る
と
良
く
分
か
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は
当
時
流
行
し
て
い
た
稚
児
愛
玩
の
話
で
す
。

　

こ
の
話
で
は
、
覚
性
法
親
王
は
千
手
と
い
う
童
を
寵
愛
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
筝
と
和
歌
に 

巧
み
な
三
河
と
い
う
童
が
現
わ
れ
、
寵
愛

が
移
っ
た
た
め
、
千
手
は
退
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
酒
宴
で
弟
の
守
覚
法
親
王
な
ど
が
千
手
の
笛
や
歌
を
所
望
し
た
た
め
、
再
三
招
く

と
千
手
は
参
上
し
、

過
去
無
数
の
諸
仏
に
も　

捨
て
ら
れ
た
る
を
ば
い
か
が
せ
ん　

現
在
十
方
の
浄
土
に
も　

往
生
す
べ
き
心
な
し　

た
と
ひ
罪
業
重

く
と
も　

引
摂
し
給
へ
弥
陀
仏

と
歌
い
、
特
に
「
捨
て
ら
れ
」
の
と
こ
ろ
を
か
す
か
な
風
で
言
い
、
思
い
あ
ま
っ
た
様
子
が
現
れ
て
い
た
た
め
、「
御
室
は
た
へ
か
ね
さ

せ
給
ひ
て
、
千
手
を
い
だ
か
せ
給
ひ
て
御
寝
所
に
入
御
あ
り
け
り
。
満
座
い
み
じ
が
り
、
の
の
し
り
け
る
ほ
ど
に
、
そ
の
夜
も
あ
け
ぬ
」
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と
い
う
有
様
で
、翌
朝
、寝
所
を
見
る
と
、出
家
す
る
と
い
う
三
河
の
歌
が
書
か
れ
た
紙
が
屏
風
に
貼
り
付
け
て
あ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

　

延
慶
本
で
は
、
仏
御
前
に
美
貌
と
歌
と
舞
に
夢
中
に
な
っ
た
清
盛
は
、
舞
い
が
ま
だ
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
我
慢
で
き
な
く
な
り
、「
仏
カ

コ
シ
ニ
抱
キ

付
テ
帳
台
ヘ
入
レ

給
ヒ
ケ
ル
コ
ソ
ケ
シ
カ
ラ
ネ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
祇
王
の
「
仏
も
昔
は
凡
夫
な
り
」
の
今
様
が

こ
の
う
え
な
く
見
事
で
感
動
的
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
清
盛
が
祇
王
の
腰
に
抱
き
つ
い
て
帳
台
に
運
び
込
む
記
述
に
も
で
き
た
は
ず
で
す
。

そ
の
後
で
、
何
か
の
事
情
に
よ
っ
て
祇
王
が
再
び
追
わ
れ
る
設
定
に
す
れ
ば
良
い
わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
高
野
本
も
延
慶
本
も
そ

の
よ
う
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
仏
御
前
が
登
場
し
て
か
ら
は
、
仏
御
前
の
今
様
と
舞
が
祇
王
以
上
に
清
盛
の
心
を
と
ら
え
た
と
い
う
形

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
芸
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
た
祇
王
に
は
つ
ら
い
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。『
平
家
物
語
』
は
そ
う
し
た
こ

と
は
書
い
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
人
間
像
を
描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
祇
王
に
し
て
も
仏

御
前
に
し
て
も
、
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ
て
行
動
し
、
最
後
の
選
択
と
し
て
出
家
と
念
仏
行
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
祇
王
は
嵯

峨
の
山
里
の
奧
の
粗
末
な
庵
と
は
い
え
、
念
仏
修
行
に
励
む
こ
と
の
で
き
る
家
を
建
て
、
そ
こ
で
生
活
す
る
だ
け
の
資
産
を
持
っ
て
い

た
の
で
す
。
橋
の
下
で
雨
露
を
し
の
ぐ
親
娘
を
世
間
の
人
が
哀
れ
ん
で
食
べ
物
を
届
け
た
な
ど
と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

祇
王
と
仏
御
前
の
話
を
単
な
る
女
人
哀
話
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
小
林
優
子
氏
は
、
祇
王
親
子
は
運
命
を
受
け
入
れ
、
仏

御
前
は
自
ら
運
命
を
切
り
開
い
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
出
家
し
た
こ
と
へ
の
後
悔
は
感
じ
ら
れ
ず
、「
む
し
ろ
、
彼
女
た
ち
の

生
き
方
に
、
凜
と
し
た
矜
持
さ
え
も
感
じ
る（

11
（

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
矜
持
に
は
、
こ
の
時
期
に
自
覚
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
「
道
」
の
専
門
家
、「
道
の
者
」
と
し
て
の
誇
り
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
し
た
祇
王
と
清
盛
の
関
係
に
つ
い
て
、
高
野
本
で
は
、
清
盛
の
召
し
に
応
え
よ
う
と
し
な
い
祇
王
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
母
は
、

「
男
女
の
縁
宿
世
」
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、「
世
に
定
め
な
き
も
の
は
男
女
の
な
ら
ひ
な
り
」
と
断
言
し
、
そ
の
う
え
、
あ

な
た
は
三
年
間
ま
で
清
盛
様
に
愛
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、「
あ
り
が
た
き
御
情
」
で
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
召
し
に
応
じ
る
よ
う
に
と
か
き
く
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ど
い
て
い
ま
す
。
こ
の
母
は
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る
遣
り
手
婆
風
な
面
な
物
言
い
が
目
立
ち
ま
す
が
、
三
年
間
、
愛
さ
れ
た
と
い

う
の
は
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
の
愛
情
は
、
祇
王
の
美
貌
に
加
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
魅
力
的
に
す
る
今
様
と
舞
に
支
え
ら
れ
て
い
た
は
ず

で
す
。
つ
ま
り
、
芸
の
評
価
と
愛
情
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
以
上
、
芸
に
誇
り
を
持
つ
祇
王
に
と
っ
て
、
清
盛
の
寵
愛
は

自
分
の
芸
へ
の
評
価
で
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
決
し
て
嫌
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

た
だ
、
祇
王
の
暮
ら
し
が
清
盛
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
男
に
左
右
さ
れ
、
束
縛
さ
れ
る
生
活
か
ら
逃

れ
る
に
は
、
古
代
・
中
世
に
あ
っ
て
は
仏
門
に
入
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
イ
ン
ド
の
都
市
の
富
裕
で
知
的
な
商
人
層
の
女
性
た

ち
を
有
力
な
支
え
手
と
し
た
初
期
大
乗
仏
教
の
経
典
で
は
、
若
い
女
性
が
仏
弟
子
な
ど
の
男
性
を
や
り
こ
め
る
場
面
が
良
く
見
ら
れ
ま

す（
11
（

。
と
こ
ろ
が
、
男
女
す
べ
て
の
生
き
物
に
仏
性
・
如
来
蔵
が
あ
る
と
い
う
経
典
が
次
々
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
影
響
が
強
ま
っ
て
く
る
と
、
女
性
が
男
性
を
や
り
こ
め
る
経
典
は
生
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
祇
王
の
段
は
、
少
な
く
と
も
高
野
本
は
、
男
女
の
愛
情
の
無
常
さ
と
言
葉
遊
び
を
含
む
章
段
で
し
た
。
今
回
は
と

り
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
小
宰
相
に
し
て
も
愛
に
生
き
た
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
要
素
が
ど
れ
だ
け
意
識
さ
れ
て

い
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
祇
王
の
段
が
歓
迎
さ
れ
て
き
た
の
は
、
女
人
哀
話
と
か
清
盛
横
暴
を
示
す
例
と
い
っ
た
見
方
で
は
説
明

し
き
れ
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
今
様
で
歌
わ
れ
た
仏
性
と
『
平
家
物
語
』
の
浄
土
思
想
と
の
関
係
で
す
。『
平
家
物
語
』
が
法
然
の
浄

土
教
の
影
響
を
受
け
い
る
の
か
ど
う
か
は
論
争
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
祇
王
の
段
の
柱
と
な
る
の
は
法
然
が
重
視
し
な
か
っ

た
仏
性
説
で
す
。
法
然
は
仏
性
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
仏
性
説
を
信
じ
て
修
行
す
る
こ
と
は
末
法
の
凡
夫
に

は
無
理
と
し
て
称
名
念
仏
を
説
い
て
お
り
、
仏
性
の
語
を
含
む
経
典
の
文
句
を
引
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
教
義
を
述

べ
る
際
に
仏
性
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た（
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。
し
た
が
っ
て
、
仏
性
を
強
調
し
、
し
か
も
四
人
の
念
仏
往
生
で
終
わ
る
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祇
王
の
段
は
、
天
台
宗
の
主
流
で
あ
っ
た
仏
性
説
と
念
仏
を
と
も
に
重
視
し
た
源
信
の
系
統
の
思
想
に
基
づ
く
と
見
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

祇
王
が
歌
っ
た
今
様
は
、
古
い
形
で
あ
る
延
慶
本
で
は
「
何
レ
モ
三
身
仏
性
具
ル

身
ヲ
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、『
往
生
要
集
』
と
並
ぶ

源
信
の
代
表
作
と
さ
れ
つ
つ
も
、
十
一
世
紀
後
半
の
偽
作
と
推
定
さ
れ
る
『
観
心
略
要
集
』
で
は
「
我
等
一
念
心
性
、
無
始
已
来
備
三

身
万
徳
也
」（
仏
全
三
一・九
上
（
と
述
べ
、
ま
た
「
弥
陀
昔
是
凡
夫
。
…
…
我
等
同
是
凡
夫
」（
同
・
二
四
上
（
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

法
然
の
弟
子
の
傾
向
は
様
々
で
し
た
の
で
、『
平
家
物
語
』
に
対
す
る
法
然
義
の
影
響
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、『
観
心
略
要
集
』
の

よ
う
に
天
台
教
義
に
融
和
的
な
傾
向
の
弟
子
の
系
統
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
祇
王
の
段
が
「
原
平
家
物
語
」
に
後

か
ら
追
加
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、『
観
心
略
要
集
』
の
よ
う
な
思
想
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
今
様
を
取
り
込
ん
で
祇
王
の
段
が
作
成

さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
後
に
な
っ
て
浄
土
思
想
に
基
づ
く
記
述
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
延
慶
本
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
野
本
で
は
、
祇
王
は
、
自
分
の
よ
う
な
状
況
で
出
家
し
た
者
と
違
い
、
清
盛
に
寵
愛
さ
れ

て
い
る
さ
な
か
に
十
七
才
の
身
で
出
家
し
、
自
分
の
怨
み
を
解
消
し
て
念
仏
に
励
む
よ
う
に
し
て
く
れ
た
仏
御
前
の
こ
と
を
、「
ま
こ
と

の
大
道
心
と
は
お
ぼ
え
た
れ
。
う
れ
し
か
り
け
る
善
知
識
か
な
」
と
賞
賛
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
信
仰
の
指
き
手
と
称
し
て
い

る
の
で
す
。
し
か
し
、
若
く
し
て
尼
と
な
っ
た
の
は
祇
王
も
同
様
で
あ
り
、
直
接
の
き
っ
か
け
は
仏
御
前
で
あ
る
に
せ
よ
、
全
体
の
お

膳
立
て
を
し
た
の
は
清
盛
で
す
。
清
盛
の
祇
王
へ
の
人
並
み
は
ず
れ
た
寵
愛
、
祇
王
を
追
い
出
す
ほ
ど
の
仏
御
前
へ
の
常
識
を
越
え
た

寵
愛
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
祇
王
と
仏
御
前
を
念
仏
の
道
に
導
い
た
点
か
ら
言
う
と
、
高
野
本
自
体
は
そ
ん
な
こ
と
は
述
べ
て
い
ま
せ

ん
が
、
実
は
寵
愛
を
移
し
た
清
盛
こ
そ
が
「
善
知
識
」
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
無
常
と
恋
は
、
こ
の
面
で
も
結
び
つ

い
て
い
た
の
で
す
。
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と
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語
』（
石
井
）

注（
１
（ 

そ
の
一
例
は
、
石
井
「
唯
識
思
想
が
日
本
の
文
学
・
芸
能
に
与
え
た
影
響
」（『
二
〇
一
三
年
第
一
届
慈
宗
国
際
学
術
論
壇
論
文
集
』、
香
港
、

二
〇
一
三
年
（。
こ
の
論
文
を
含
め
、
学
術
雑
誌
に
掲
載
し
た
論
文
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け researchm

ap

で
Ｐ
Ｄ
Ｆ
公
開
す
る
よ
う
努
め

て
い
る
。

（
２
（  

佐
々
木
巧
一
「
鼓
判
官
─
平
家
物
語
の
笑
い
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
六
十
七
巻
第
十
二
号
、
一
九
六
六
年
十
二
月
（。

（
３
（ 

た
と
え
ば
、
原
田
敦
史
「『
平
家
物
語
』
の
義
仲
関
連
記
事
の
考
察
」（『
日
本
文
学
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
（。

（
４
（ 

牧
野
敦
史
「
中
世
に
お
け
る
恋
愛
と
唱
導
─
延
慶
本
『
平
家
物
語
』「
義
王
義
女
之
事
」
の
表
現
─
」（『
古
代
文
学
研
究
』
第
七
号
、

一
九
九
八
年
十
月
（。

（
５
（ 

黒
田
彰
「
祇
園
精
舎
覚
書
─
鍾
は
い
つ
誰
が
鳴
ら
す
の
か
─
」（『
京
都
語
文
』
第
二
十
号
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
、『
文
化
現
象
と
し
て
の

源
平
盛
衰
記
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
年
に
再
録
（。

（
６
（ 

以
下
、『
平
家
物
語
』
の
高
野
本
に
つ
い
て
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
（、
延
慶
本
に
つ
い
て
は
延
慶
本
注
釈
の
会
編
『
延
慶

本
平
家
物
語
全
注
釈
』
巻
一
（
汲
古
書
院
（
に
拠
る
。

（
７
（ 

道
宣
は
戒
律
の
専
門
家
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
の
中
国
仏
教
風
な
考
え
に
基
づ
い
て
戒
律
を
強
引
に
解
釈
す
る
面
が
あ
り
、
イ
ン
ド
を
旅
し

て
帰
国
し
た
義
浄
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
、
宮
林
昭
彦
「
義
浄
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
見
え
る
道
宣
批
判
」（
石
上
善
應
教
授
古
稀
記

念
論
文
集
刊
行
会
編
『
仏
教
文
化
の
基
調
と
展
開
』、
山
喜
房
佛
性
林
、
二
〇
〇
一
年
（。

（
８
（ 

黒
田
、
注
５
前
掲
論
文
（
二
〇
一
三
年
（、
一
二
〇
頁
。

（
９
（ 

崑
崙
奴
と
も
称
さ
れ
た
黒
色
の
崑
崙
は
獅
子
使
い
と
し
て
造
型
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
黒
田
彰
「
崑
崙
と
獅
子
─
祇
洹
寺

図
経
覚
書
─
」（『
京
都
語
文
』
第
二
十
一
号
、
二
〇
一
四
年
十
一
月
（。



三
一

恋
と
笑
い
の
『
平
家
物
語
』（
石
井
）

（
（0
（ 

鈴
木
隆
泰
「「
諸
行
無
常
」
再
考
」（『
山
口
県
立
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
第
十
号
、
二
〇
〇
四
年
（。

（
（（
（ 
佐
藤
義
博
「
安
世
高
訳
経
典
に
お
け
る
訳
語
「
行
」
に
つ
い
て
」（『
哲
学
倫
理
学
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
〇
一
年
年
（。

（
（（
（ 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
村
上
真
完
「
諸
行
考
（
Ⅰ
（」（『
佛
教
研
究
』
第
十
六
号
、
一
九
八
七
年
（
が
注
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
ご

く
簡
単
に
触
れ
た
（
六
七
頁
（
の
み
だ
が
、
筆
者
は
、
二
〇
二
三
年
九
月
九
日
に
パ
リ
の
極
東
学
院
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

Traduction et diffusion des connaissances: Problèm
es de traduction au Japon

に
お
い
て
、Problèm

es de traduction du sanskrit 

au chinois et au japonais dans le bouddhism
e Intervenant 

と
題
す
る
発
表
で
考
察
を
述
べ
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
論
文
集
と
し
て

パ
リ
で
刊
行
さ
れ
る
予
定
。

（
（（
（ 

松
田
和
信
「
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ・ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
―
鳩
摩
羅
什
訳
文
献
に
見
ら
れ
る
馬
鳴
の
詩
作
品
―
」（『
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
』（

第
一
〇
六
号
、
二
〇
二
二
年
三
月
（。

（
（（
（ 

石
井
公
成
「
盲
僧
の
読
誦
経
典
の
源
流
─
江
田
文
庫
本
『
仏
説
地
心
陀
羅
尼
経
』
訳
注
─ （
上
（」（『
駒
澤
大
学 

佛
教
文
学
研
究
』
第
十
八
号
、

二
〇
一
五
年
（。

（
（5
（ 

鈴
木
孝
庸
『
平
家
を
語
る
琵
琶
法
師
』（
新
潟
日
報
事
業
社 

、
二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（ 

櫻
井
陽
子
『『
平
家
物
語
』
本
文
考
』
第
六
部
第
一
章
「『
看
聞
御
記
』
に
見
え
る
平
家
享
受
」（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
（。

（
（（
（ 

高
野
本
の
増
補
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
陽
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
（（
（ 

渡
辺
貞
麿
『
仏
教
文
学
の
周
辺
』「『
平
家
』
祇
王
説
話
と
そ
の
周
辺
」（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
（。

（
（（
（ 

長
塩
智
恵
「
斎
王
の
仏
教
忌
避
思
想
の
形
成
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要・史
学
編
』
十
二
号
、二
〇
一
三
年
十
二
月
（。

（
（0
（ 

石
井
公
成
「「
長
恨
歌
」
に
お
け
る
道
教
と
仏
教
─ 『
仏
所
行
讃
』『
佛
本
業
集
経
』
の
影
響
を
中
心
と
し
て
」（『
東
方
宗
教
』
第
一
二
七
号
、

二
〇
一
六
年
（、
同
長
恨
歌
」
に
お
け
る
道
教
と
仏
教
（
続
（」（『
駒
澤
大
学 

仏
教
文
学
研
究
』
第
二
十
号
、
二
〇
一
七
年
二
月
（。
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恋
と
笑
い
の
『
平
家
物
語
』（
石
井
）

（
（（
（ 

胡
思
鳴
「
勅
撰
漢
詩
文
三
集
に
お
け
る
「
閨
怨
詩
」
に
つ
い
て
―
『
玉
台
新
詠
集
』
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
―
」（『
学
芸
古
典
文
学
』
第

四
号
、
二
〇
一
一
年
三
月 

（。

（
（（
（ 
中
村
元
「
華
厳
経
の
思
想
史
的
意
義
」（
川
田
熊
太
郎
監
修
・
中
村
元
編
『
華
嚴
思
想
』、
法
藏
館
、
一
九
六
〇
年
（。

（
（（
（ 

中
野
方
子
『
平
安
前
期
歌
語
の
和
漢
比
較
文
学
的
研
究
』
第
五
章
第
二
節
「
暮
れ
ぬ
間
の
今
日
書
院
、
二
○
○
五
年
（。

（
（（
（ 

石
井
公
成
「『
遊
仙
窟
』
に
始
ま
り
仏
伝
に
終
わ
る
―
定
家
本
『
伊
勢
物
語
』
の
構
成
―
」（『
駒
澤
大
学 

仏
教
文
学
研
究
』
第
十
一
号
、

二
〇
〇
八
年
（。

（
（5
（ 

田
中
徳
定
『
孝
思
想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
』「
第
二
章　

女
性
の
仏
性
と
成
仏
―
『
法
華
百
座
聞
書
抄
』
の
説
経
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
新

典
社
、
二
〇
〇
七
年
（。

（
（（
（ 

杉
本
卓
洲
「
愛
欲
（Kām

a

（
と
苦
行
（Tapas

（
─
仏
陀
の
中
道
説
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集　

行
動
学
科
編
』
一
〇
号
、

一
九
九
〇
年
二
月
（。

（
（（
（ 「
仏
性
」
の
語
は
中
国
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
正
確
な
訳
語
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
、石
井
公
成
「
家
に
立
つ
仏
と
衆
生
の
身
中
の
「
仏

性
」
─
漢
訳
『
涅
槃
経
』
の
中
国
的
側
面
─
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
第
七
九
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
（。

（
（（
（ 

小
林
優
子
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
鎮
魂
の
表
象
―
祇
王
像
を
中
心
と
し
て
―
」（『
長
野
国
文
』
第
十
八
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
（。

（
（（
（ 

石
井
公
成
「
女
性
が
男
性
を
論
破
す
る
大
乗
経
典
─
日
本
の
女
性
文
学
へ
の
影
響
─
」（
張
龍
妹
・
小
峯
和
明
編
『
東
ア
ジ
ア
の
女
性
と
仏

教
と
文
学
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
（

（
（0
（ 

安
達
俊
英
「
法
然
浄
土
教
と
本
覚
思
想
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
（。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
十
月
七
日
に
お
こ
な
っ
た
仏
教
文
学
研
究
所
の
公
開
講
演
の
内
容
を
大
幅
に
書
き
改
め
た
も
の
で
す
。
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