
Title 日本現報善悪霊異記と冥報記について

Author(s) 八木, 毅

Citation 語文. 1965, 25, p. 15-24

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68558

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



日
本
現
報
善
悪
霊
異
記
と
冥
報
記
に
つ
い
て

一

日
本
霊
異
記
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
説
話
の
な
り
立
ち
に
就
い
て
、
芳
賀
矢

一

博
士
が
、

「
平
安
朝
の
初
、
延
暦
年
間
に
は
、
冥
報
記
、
冥
報
記
拾
遺
等
に
収

め
ら
れ
た
説
話
と
同

一
形
式
の
も
の
が
、
地
名
と
人
名
と
を
日
本
に
改
め
て
日

本
霊
異
記
と
な
っ
て
現
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
」
∩
攻
証
今
昔
物
語
集
」
序
論
）

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本
霊
異
記
の
研
究
者
た
ち
か
ら
、
多
少

の
反
機
を
買

っ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。

二

日
本
霊
異
記
の
な
り
立
ち
を
推
測
せ
し
め
る
上
に
、
手
が
か
り
に
な
る
語
句

が
、
本
文
中
随
虎
に
見
ら
れ
る
。

田
い
さ
さ
か
側
に
聞
く
こ
と
を
注
し
、

（上
巻
序
文
）

②
景
戒
性
を
稟
く
る
こ
と
聡
か
ら
ず

（中
略
）
拙
く
浄
き
紙
を
け
が
し
、
謬

り
て
口
伝
を
注
す
。

（中
巻
序
文
）

８
我
、
聞
く
所
に
従
ひ
て
日
伝
を
選
び
、
善
悪
を
憔
ひ
、
霊
奇
を
録
す
。

（下
巻
々
末
）

と
あ

っ
て
、
日
誦
伝
承
に
よ
っ
て
ゐ
る
如
く
見
え
る
が

「霊
異
記
の
百
余
話
が

八

木

毅

す
べ
て
口
誦
伝
承
に
基
く
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
必
ず
や
何
等
か
の
形
で
詳
略
精

粗
の
別
は
あ

っ
て
も
記
録
さ
れ
た
霊
奇
謂
が
、
霊
異
記
以
前
に
存
在
し
た
こ
と

と
推
測
す
る
」

（
ア
テ
ネ
文
庫

「
日
本
霊
異
記
し
　
と
松
浦
貞
俊
氏
は
言
は
れ

フ一
。成

る
程
本
文
を
見
て
ゆ
く
と
、

四
本
記
を
案
ふ
る
に
日
は
く
、
（上
巻
、
第
五
縁
）

国
あ
る
記
に
日
は
く
、
（上
巻
、
第
十
五
縁
）

０
広
国
、
黄
泉
に
至
り
て
、
善
悪
の
報
を
見
、
顕
録
し
て
流
布
し
き
。

（上
巻
、
第
升
縁
）

ｍ
こ
の
事
、
季
の
葉
の
楷
模
に
報
す
べ
し
、
と
お
も
ふ
。
故
に
同
じ
年
の
六

月

一
日
も
ち
て
諸
人
に
伝
へ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
（中
巻
、
第
九
縁
）

８
広
足
朝
臣
、
か
く
の
如
く
語
り
伝
へ
つ
。
　
　
　
　
（下
巻
、
第
九
縁
）

０
牧
人
還
り
来
て
状
も
ち
て
、
転
へ
語
り
き
。
　

　

（下
巻
、
第
十
七
縁
）

と
あ

っ
て
、
四
同
は
、
編
纂
の
材
料
と
な
っ
た
記
録
の
存
し
た
こ
と
が
分
り
、

Ｏ
ｍ
０
０
は
、
奇
異
の
体
験
を
も

っ
た
説
話
中
の
登
場
人
物
が
、
自
ら
の
体
験

を
他
に
伝
へ
る
目
的
を
も

っ
て
語
り
、
時
に
は
、
記
録
を
意
図
し
た
こ
と
を
も

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
、
下
巻
の
第
十
六

・
舟
五

・
舟
七
に
は
、

地
獄
に
行

っ
て
後
、
蘇
生
し
、
そ
の
体
験
を
語

っ
た
こ
と
を
地
方
官
が
解
に
よ



っ
て
報
告
し
て
ゐ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ら
の
記
録
が
、
ど
の
や
う

な
径
路
を
通

っ
て
景
戒
の
手
許
に
入
っ
た
の
か
は
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
和
銅

の
詔
命
に
よ
っ
て
、
地
方
の
異
事
が
官
廷
に
は
数
多
く
解
の
形
式
に
よ
っ
て
、

集
積
し
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
霊
異
諄
の
素
材

を
得
る
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。

松
浦
氏
は
、
日
本
霊
異
記
に
は
、
景
戒
の
直
接
体
験
以
外
に
、
伝
聞
や
、
記

録
な
ど
の
資
料
が
あ

っ
た
と
考
へ
る
と
共
に
、
景
戒
は
、

「冥
報
記
」

「般
若

験
記
」
の
外
に
、
仏
書
類
を
資
料
と
し
て
、
持

っ
て
ゐ
て
、
霊
異
説
話
を
編
輯

集
録
す
る
に
当

っ
て
、

「型
」
を
其
等
の
書
に
採

っ
た
事
は
充
分
考
へ
ら
れ
る

が
、
彼
地
に
お
け
る
説
話
が

「
地
名
と
人
名
と
を
日
本
に
改
め
て
」
日
本
霊
異

記
と
な
っ
た
程
、
こ
れ
等
所
謂
紛
本
と
本
書
と
の
関
係
は
簡
単
極
ま
る
も
の
で

は
な
い
、
と
せ
ら
れ
た
。

倉
野
憲
司
氏
は
、
杉
浦
氏
が
、
景
戒
が
日
本
霊
異
記
の
編
述
に
際
し
て
、
多

数
の
書
か
れ
た
資
料
を
駆
使
し
た
と
見
ら
れ
る
の
と
は
逆
に
、

「稀
に
は
既
存

の
典
籍
に
擦

っ
た
も
の
も
存
す
る
が
、
大
部
分
は
民
間
伝
承
を
採
録
し
た
も
の

の
や
う
で
あ
る
」
今
日
本
文
学
史
」
第
三
巻
、
三
省
堂
）
と
言
は
れ
る
。
こ
こ

に
典
籍
と
言
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
倉
野
氏
に
よ
る
と
前
記
四
の
如
き
も
の
を
指

し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
解
の
や
う
な
公
文
書
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の

書
か
れ
た
資
料
を
広
く
典
籍
と
言
は
れ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
倉
野
氏

の
言
は
れ
る
民
間
博
承
と
は
、　
一
寺
院
、　
一
氏
族
、　
一
村
落
と
言
っ
た
や
う
な

或
狭
い
範
囲
内
だ
け
に
お
い
て
博
承
せ
ら
れ
た
さ
さ
や
か
な
記
録
を
も
含
め
た

「側
聞
」

「
口
博
」
の
如
き
も
の
を
指
し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
と
見
ら
れ
、

口
誦
の
博
承
が
主
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
植
松
茂
氏
は
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
博
承
の
荷
ひ
手
を
僧
侶
或
い
は
寺
院
関
係
者
と
限
定
し
、
す

で
に
説
経
の
材
料
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
も
相
当
数
あ

っ
た
も
の
と
見
て
を

ら
れ
る
。
∩
日
本
霊
異
記
に
お
け
る
博
承
の
問
題
」
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
３．

年
７
月
）

以
上
を
要
約
し
て
私
見
を
述
べ
る
と
、
日
本
霊
異
記
が
景
戒
の
手
に
よ
っ
て

編
述
さ
れ
る
時
に
は
、
倉
野
氏
が
言
は
れ
る
民
間
博
承
な
る
も
の
も
、
植
松
氏

の
指
摘
せ
ら
れ
る
や
う
に
寺
院
内
に
お
い
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ

れ
ら
は
松
浦
氏
の
言
は
れ
る
や
う
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
へ
ら
れ

る
節
々
が
、
本
書
の
中
に
も
相
当
あ
る
こ
と
を
私
は
挙
げ
た
が
、
さ
ら
に
諸
国

風
上
記
の
撰
進
の
や
う
な
、
実
は
各
国
か
ら
の
太
政
官
に
対
す
る
解
も
、
前
記

の
如
く
本
書
内
部
に
そ
の
徴
証
が
あ

っ
て
、
編
述
の
資
料
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と

が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

三

日
本
霊
異
記
は
各
巻
の
首
に
、
「諾
楽
の
右
京
の
薬
師
寺
の
沙
門
景
戒
録
す
」

と
あ

っ
て
、
景
戒
自
身
、
薬
師
寺
の
住
僧
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
を
当
然
強
く
意

識
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
し
、
同
じ
薬
師
寺
に
か
つ
て
僧
籍
を
お
い
た
行
基
に
対

す
る
敬
慕
の
念
も
、　
一
入
な
も
の
が
あ

っ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
当
然
行
基
に

関
す
る
説
話
が
本
書
中
に
採
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
続
紀
や
行
基
年
譜
に
お
け
る
行

基
に
就
い
て
の
記
述
に
比
べ
る
と
、
著
し
く
奇
事
に
傾
い
た
内
容
の
説
話
で
あ

っ
て
、
景
戒
の
本
書
編
述
の
意
図
が
よ
く
表
は
れ
て
ゐ
る
。
上
巻
、
第
五
縁
に

大
部
屋
栖
古
が
死
後
極
楽
に
お
い
て
聖
徳
太
子
に
会

っ
た
り
し
て
三
日
後
に
蘇

生
す
る
話
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
の
注
解
的
な
部
分
に
、
屋
栖
古
が
蘇
生
し
現
世

に
還

っ
て

「仏
を
作
る
」
と
あ
る
の
は
聖
武
朝
の
こ
と
で
、

「
そ
の
時
並
び
住

め
る
行
基
大
徳
は
、　
文
殊
師
利
菩
薩
の
変
化
な
り
。　
こ
れ
奇
異
の
事
な
り
。」

と
あ
る
。
中
巻
、
第
二
縁
に
は
、
子
を
抱
い
て
育
て
て
ゐ
る
妻
の
烏
の
許
へ
、

食
を
運
ん
で
は
妻
を
養

っ
て
ゐ
る
夫
の
烏
が
ゐ
た
が
、
夫
が
食
を
求
め
て
外
に



出
て
ゐ
る
間
に
、
他
の
男
烏
が
妻
烏
と
婚
び
奸
み
、
妻
は
子
を
棄
て
て
新
し
い

男
と
飛
去

っ
て
了
っ
た
。
集
に
帰

っ
た
夫
の
烏
は
、
取
残
さ
れ
た
子
を
抱
い
た

ま
ま
死
ん
で
了
っ
た
の
を
見
た
倭
麻
呂
は
、
そ
の
烏
の

「
邪
淫
を
見
て
、
世
を

厭
ひ
、
家
を
出
て
、
妻
子
を
離
れ
、

（大
領
の
）
官
位
を
捨
て
、
行
基
大
徳
に

随
ひ
て
善
を
修
し
、
道
を
求
め
、
名
を
信
厳
と
日
ふ
。
た
だ
要
り
語
り
て
曰
く

『大
徳
と
倶
に
死
な
む
。
か
な
ら
ず
同
に
西
方
に
往
生
す
べ
し
』
と
言
」
っ
た
が
、

彼
は
不
幸
に
も
行
基
大
徳
よ
り
も
先
に
死
ん
で
了
っ
た
。
と
い
ぶ
話
。
中
巻
、

第
七
縁
に
は
、
例
の
智
光
法
師
の
行
基
を
ね
た
み
、
そ
し
っ
た
た
め
に
地
獄
に

堕
ち
た
話
。
中
巻
、
第
八
縁
は
、
行
基
大
徳
に
供
侍
し
て
ゐ
た
初
淫
犯
さ
ず
に

あ
る
尼
が
、
大
蛇
に
呑
ま
れ
ん
と
す
る
大
蝦
を
救
ふ
代
り
に
、
彼
女
は
蛇
の
妻

と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
大
徳
の
児
力
に
よ
り
蝦
が
報
恩
の
力
を
発
揮

し
、
女
を
救

っ
た
話
。
中
巻
、
第
十
二
縁
は
、
第
八
縁
の
類
話
。
前
者
で
は
行

基
が
生
駒
の
山
寺
に
住
ん
で
ゐ
る
が
、
こ
の
話
で
は
山
背
の
深
長
寺
に
住
ん
で

ゐ
る
時
の
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
中
巻
の
第
十
九
縁
に
は
、
元
興
寺
村
の
法
会

に
説
経
を
し
て
ゐ
た
行
基
大
徳
は
、
聴
衆
の
中
に
髪
に
猪
油
を
用
ゐ
て
ゐ
る
女

が
ゐ
る
の
を
見
咎
め
て
、
そ
の
女
を
ひ
と
い
言
葉
で
辱
か
し
め
た
上
会
場
か
ら

追
ひ
出
し
た
と
い
ふ
話
。
景
戒
は
、
行
基
の
嗅
覚
を
た
た
へ
て
、

「
聖
人
の
明

眼
」
と
い
ひ
、
そ
こ
か
ら
行
基
を

「化
身
の
聖
、
隠
身
の
聖
」
と
讃
美
し
て
ゐ

る
。
つ
づ
く
中
巻
の
第
三
十
縁
に
は
、
や
は
り
法
会
の
聴
衆
の
中
に
、
女
が
ゐ

て
、
彼
女
が
抱
い
て
ゐ
る
子
供
は
は
げ
し
く
泣
い
て
説
経
の
邪
魔
に
な
っ
た
。

行
基
は
女
に
命
じ
て
そ
の
子
を
淵
に
捨
て
し
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
女
が
か

っ
て
人
か
ら
物
を
借
り
っ
ば
な
し
に
し
て
返
さ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
人
が
彼

女
の
子
に
生
れ
替

っ
て
き
て
彼
女
を
食
ひ
つ
ぶ
さ
う
と
し
て
来
て
ゐ
た
の
だ
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
景
戒
に
お
い
て
は
人
道
と
言
ふ
や
う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、

た
だ
あ
る
も
の
は
、
仏
教
で
考
へ
る
因
果
の
理
の
み
な
の
で
あ
る
。
彼
の
さ
う

し
た
現
在
を
直
視
し
な
い
、
現
実
を
現
実
の
ま
ま
に
分
析
し
な
い
態
度
は
、
自

伝
的
な
下
巻
の
第
三
十
八
縁
に
も
よ
く
表
れ
て
ゐ
る
。

行
基
に
随
従
す
る
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
は
、
右
の
説
話
の
中
に
も
散
見
す
る

が
、
行
基
が
時
の
人
か
ら
行
基
菩
薩
と
呼
ば
れ
、
行
基
大
徳
と
呼
ば
れ
、
ま
た

日
本
霊
異
記
に
景
戒
が
、
行
基
に
関
し
て
超
現
実
の
事
柄
を
も
っ
て
表
現
し
た

の
は
、
行
基
自
身
の
人
格
の
偉
大
さ
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

行
基
は
畿
内
を
は
じ
め
、
諸
道
を
巡
り
、
民
衆
の
福
利
民
生
の
た
め
に
活
躍

し
た
が
、
そ
の
や
う
な
伝
道
や
技
術
な
ど
は
、
上
巻
の
第
二
十
二
縁
に
、
か
が

や
か
し
い
往
生
伝
の
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
法
相
宗
第

一
伝
の
道
昭
に
随
従
し
て
廻

っ
て
、
実
地
に
つ
い
て
も
ろ
も
ろ
の
方
法
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
と
井
上
薫

氏
は
推
測
し

（「行
基
」
吉
川
弘
文
館
）
て
を
ら
れ
る
。

行
基
は
養
老
元
年
四
月
二
十
三
日
の
詔
に
よ
っ
て

「小
僧
行
基
、
僧
尼
令
を

犯
す
」
も
の
と
し
て
糾
弾
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
官
寺
官
僧
の
絶
対
尊
重
に
よ

る
も
の
で
あ

っ
て
、
真
の
仏
教
布
教
を
宮
廷
は
求
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
宮
廷
を
中
心
と
し
て
仏
教
教
団
の
さ
う
し
た
行
基
に
対

す
る
評
価
は
、
天
平
十
五
年
以
後
改
め
ら
れ
、
彼
の
民
間
に
お
け
る
大
き
な
影

響
力
を
み
と
め
て
大
仏
造
営
費
勧
進
の
た
め
に
起
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
国
家
的
に
重
要
な
指
導
的
仏
教
者
と
し
て
の
評
価
に
見
合

っ
た
待
遇
と

し
て
大
僧
正

（天
平
十
七
年
正
月
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
薬
師
寺
に
僧
籍
を
お
く
こ

と
を
認
め
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
か
く
て
薬
師
寺
と
行
基
と
が
つ
な
が
り

を
も

っ
た
こ
と
が
、
権
威
主
義
の
信
奉
者
に
し
て
、
か
つ
沙
弥
出
身
の
景
戒
は
、

強
く
行
基
に
憧
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
薬
師
寺
の
住
僧
と
な
る
こ
と
を
ね
が

っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
行
基
と
景
戒
の
二
人
の
人
生
は
余
り
に
も
違

っ

て
ゐ
た
。
は
じ
め
は
自
度
沙
弥
で
あ

っ
た
と
い
ふ
点
は
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
宗

教
的
活
動
を
通
し
て
到
達
し
た
行
基
の
境
地
と
、
苦
学
力
行
の
成
功
者
と
し
て

17



の
景
戒
の
思
想
と
の
間
に
は
、
大
き
な
懸
隔
が
あ

っ
て
、
所
詮
、
景
戒
の
行
基

理
解
の
仕
方
は
、
行
基
の
本
質
的
な
偉
大
さ
を
表
現
で
き
る
や
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
自
度
の
こ
と
は
、
七
話
出
て
く
る
中
、
或
者
は
法
華

経
を
よ
む
乞
者
を
あ
ざ
け
り
悪
報
を
え
、
或
者
は
造
塔
を
種
に
許
欺
し
、
塔
の

柱
を
折
り
焼
い
た
り
し
て
悪
報
を
え
、
ま
た
、
法
華
経
を
写
し
た
為
に
善
報
を

え
、
乞
食
と
な
っ
て
い
っ
た
托
鉢
先
で
打
た
れ
、
打

っ
た
男
は
そ
の
悪
報
を
え
、

無
力
な
自
度
が
、
菩
薩
像
を
作
る
間
に
、
そ
の
像
が
奇
表
を
示
す
と
言
っ
た
や

う
な
説
話
で
あ

っ
て
、
格
別
に
自
度
を
好
意
的
に
扱

っ
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
。

日
本
霊
異
記
に
お
い
て
行
基
は
、
自
度
と
し
て
は
扱
は
れ
て
ゐ
な
い
。
編
述
の

時
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
ふ
べ
き
か
も
知
れ

な
い
。
が
、
行
基
の
真
価
を
伝
へ
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
度
時
代

の
行
基
に
脚
光
を
あ
て
る
べ
き
で
あ

っ
た
ら
う
。

行
基
は
ま
た

「
日
本
往
生
極
楽
記
」
に
は

「法
華
経
を
受
持
」
し
て
ゐ
た
と

記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
日
本
霊
異
記
に
は
行
基
と
法
華
経
と
の
特
別
な
結
び
つ
き

は
見
ら
れ
な
い
。

日
本
霊
異
記
に
所
出
の
経
典
に
は
、
松
浦
氏
の
調
べ
に
よ
る
と
、
経
に
は

法
華
経

（上
１９
、
中
１８
、
下
２０
、

２９
）
涅
槃
経

（上
２７
、
中
１０
、

１３
′
・７
、

・９
、

２２
、
盤
、
下
１
、

２７
）
精
進
女
間
経

（上
１３
）
善
悪
因
果
経

（上
１８
、

中
１０
）
大
方
等
経

（上
２０
）
菩
薩
経

（上
２３
）
僑
慢
経

（中
１
）
最
勝
王

経

（中
５
）
大
集
経

（中
９
）
出
曜
経

（中
３０
）
長
阿
合
経

（下
４
）
千

手
経

（下
１４
）
大
般
若
経

（下
”
）
十
輪
経

（下
３３
）
像
法
決
疑
経

（下

３３
）
不
思
議
光
菩
薩
経

（中
７
）

な
ど
が
見
え
、
こ
れ
に
就
い
て
同
氏
は

「法
華
経
は
景
戒
の
教
学
信
仰
に
お
い

て
中
心
と
な
っ
て
居
た
ら
し
く
、
従

っ
て
日
常
の
読
誦
経
典
で
あ

っ
た
ら
う
。

霊
異
記
説
話
の
中
で
法
華
経
の
読
誦
、
書
写
、
講
説
等
の
功
徳
を
説
く
も
の
最

も
多
く
、
叉
主
と
し
て
法
華
経
観
音
普
門
品
所
説
に
基
く
と
考
へ
ら
れ
る
観
音

信
仰
の
説
話
も
多
い
所
か
ら
も
然
様
に
考
へ
ら
れ
る
」

（続
日
本
古
供
読
本

「

日
本
霊
異
記
）
日
本
評
論
社
」
と
言
っ
て
を
ら
れ
る
が
洵
に
そ
の
通
り
で
あ

っ

て
、
所
出
経
典
の
所
出
回
数
の
み
は
、
涅
槃
経
が
最
高
の
九
回
を
示
し
て
ゐ
る

け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
内
の
七
回
ま
で
は
、
文
末
に

「
―
経
に
云
ふ
―
」
と
言

っ
た
形
式
の
、
言
は
ば
説
話
の
本
文
外
の
部
分
に
当
る
箇
所
に
お
い
て
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
法
華
経
の
方
は
、
四
回
の
中
、
三
回
ま
で
は
、
法
華

経
を
誦
持
す
る
者
を
軽
侮
し
た
為
に
、
口
が
ゆ
が
む
と
言
ふ
悪
報
を
得
た
と
あ

る
の
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
日
本
霊
異
記
に
お
け
る
法
華
経
所
出
回
数
は
、
更
に
多
く
、
右

の
外
に
、
上
１１
、

１８
、

２８
、
中
３
、
６
、

１５
　
下
１
、
６
、
９
、

１０
、

１３
、

・８
、

・９
、

２２
、
Ｚ
、

３５
、

３７
と
非
常
に
多
く
、
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
法
華
経
を
書
写

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
福
因
を
積
ま
う
と
す
る
も
の
、
善
報
を
得
る
も
の
。
ま
た
、

法
華
経
を
憶
持
し
た
が
為
に
奇
表
を
示
す
も
の
。
ま
た
、
法
華
経
を
説
い
た
り
、

転
読
し
た
り
す
る
と
言
ふ
具
合
に
極
め
て
重
要
な
根
本
経
典
と
見
ら
れ
、
神
格

化
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
経
自
身
も
霊
異
を
示
す
し
、
こ
れ
を
憶
持

す
る
者
も
、
こ
の
経
の
霊
力
を
得
て
守
護
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
次

第
で
こ
の
経
は
景
戒
自
身
の
、
朝
夕
の
読
誦
経
で
で
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

ま
た
法
華
経
普
門
品
所
説
に
基
く
と
考
へ
ら
れ
る
観
音
信
仰
の
説
話
も
上
６
、

・７
、

３．
　
中
１７
、

２６
、
“
、

３７
　
下
７
、

３０
な
ど
に
見
ら
れ
、
松
浦
氏
が

「景

戒
の
教
学
信
仰
に
お
い
て
法
華
経
が
中
心
と
な
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
」
と
推
論
せ

ら
れ
た
こ
と
は
妥
当
で
あ

っ
た
。

四

説
話
集
と
し
て
の
日
本
霊
異
記
は
、
雄
略
朝
の
非
仏
教
説
話
に
始
ま
り
、
道



場
法
師
の
伝
が
つ
づ
き
、
そ
の
後
に
、

「
聖
徳
皇
太
子
、
異
表
を
示
す
」
と
言

ふ
の
が
来
る
。
聖
徳
太
子
が
、
法
華
経
な
ど
三
経
の
疏
を
作
ら
れ
た
こ
と
な
ど

の
為
に
聖
徳
の
名
が
あ
る
の
だ
と
述
べ
て
ゐ
る
。

い
畷
馘
ぃ

を 「即
』
サ
ゎ

る 「
瑞
嶽
翻
計
浸
臨

力ヽ 述
つ す
協
な
陽
」
一
蒙
げ
Ｍ
曜
桂
ぼ
ほ

教
教
団
の
基
礎
を
き
づ
い
た
聖
徳
太
子
の
存
在
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
聖
徳
太
子
が
重
ん
ぜ
ら
れ
た
法
華
経
は
、　
一
乗
思
想
に
も
と
づ
く
悉
有
仏

性
論
と
平
等
的
衆
生
観
に
立
ち
、
そ
れ
自
身
、　
一
つ
の
綜
合
的
な
教
判
組
織
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
は
れ
る
。

（堀

一
郎
博
士

「我
が
国
民
間
信
仰
史
の

研
究
」
０
創
元
社
）

聖
徳
太
子
が
共
鳴
さ
れ
た
法
華
経
の
一
乗
思
想
と
、
万
善
同
帰
の
理
は
、
や

が
て
時
代
は
下
っ
て
行
基
に
も
給
々
違

っ
た
形
で
継
承
さ
れ
、
景
戒
ま
で
来
た

時
に
は
、
法
華
経
信
仰
の
形
骸
だ
け
が
残
有
し
て
、
思
想
と
理
と
は
、
失
は
れ

て
了
っ
て
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
景
戒
の
表
現
に
よ
る
法
華

経
や
観
音
の
威
力
は
た
だ
た
だ
絶
対
で
あ
り
、
ひ
た
す
ら
に
超
自
然
な
の
で
あ

る
。
こ
の
法
華
経
が
、
聖
徳
太
子
以
後
、
景
戒
に
辿
り
つ
く
ま
で
、
特
に
天
武

朝
か
ら
聖
武
朝
に
か
け
て
は
、
堀

一
郎
先
生
に
よ
れ
ば
、
主
と
し
て
民
間
に
圧

倒
的
な
信
仰
を
集
め
、
悪
人
成
仏
、
龍
女
成
仏
の
一
種
の
回
向
得
脱
の
効
験
あ

る
経
典
と
し
て
、
ま
た
死
者
追
福
の
聖
典
と
し
て
、
念
仏
の
流
行
と
共
に
信
仰

史
上
に
大
き
な
地
位
を
占
め
、
そ
の
根
抵
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

聖
徳
太
子
か
ら
天
武
天
皇
に
至
る
官
廷
貴
族
を
中
核
と
す
る
仏
教
信
仰
の
継

承
は
、
氏
族
制
社
会
か
ら
律
令
制
社
会

へ
の
移
行
再
編
に
大
い
に
役
立
つ
と
共

に
、
右
の
や
う
な
内
容
を
も
つ
法
幸
経
が
、　
一
方
で
は
行
基
の
如
き
偉
大
な
実

践
的
活
動
力
を
も
つ
自
度
僧
の
宣
教
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
、
や
が
て
聖
武
朝
天

平
期
に
入
る
と
仏
道
結
縁
の
衆
で
あ
る
善
知
識
の
合
立
に
よ
る
寺
院
の
建
立
、

造
像
な
ど
日
本
霊
異
記
の
中
巻
、
第
舟

一
縁
、
第
舟
二
縁
、
下
巻
、
第
十
三
縁
、

第
十
七
縁
な
ど
に
見
ら
れ
る
如
く
盛
ん
に
行
は
れ
る
こ
と
と
な
る
。
法
華
経
を

写
す
の
に
、
国
司
は
、

「知
識
を
引
率
ゐ
」
と
あ
る
。
各
地
に
講
が
結
ば
れ
る

程
に
民
間
信
仰
と
し
て
も
仏
教
が
浸
潤
し
て
ゐ
た
し
、
そ
こ
に
法
華
経
が
中
心

経
典
の
や
う
な
扱
ひ
を
受
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

五

芳
賀
博
士
に
日
本
霊
異
記
の
粉
本
と
せ
ら
れ
た
漢
土
の
冥
報
記
に
お
い
て
も
、

霊
異
を
示
す
も
の
と
し
て
、
経
典
で
は
法
華
経
が
多
数
を
占
め
て
を
り
、
仏
像

で
は
観
世
音
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
の
名
が
見
え
て
い
る
。

冥
報
記
に
お
い
て
法
華
経
が
見
え
る
説
話
は
上
巻
３
、
４
、
■
　
中
巻
１
、

２
、
３
、
４
、

１２
、

・３
、

・４
、
な
ど
、
観
世
音
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
は
中
巻
３

観
世
音
菩
薩
は
中
７
、
こ
の
外
の
は
単
に
仏
像
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

法
華
経
は
、
こ
の
説
経
を
受
け
た
願
者
が
、
こ
の
経
を
覚
え
る
と
業
病
も
治

っ
た

（上
巻
３
）。　
河
東
の
練
行
尼
が
非
常
に
立
派
に
こ
の
経
を
書
写
し
た
こ

と

（上
巻
４
）。　
亀
に
報
恩
を
受
け
た
人
が
づ

っ
と
こ
の
経
を
写
し
つ
づ
け
て

ゐ
る
こ
と

（上
巻
１１
）。　
あ
る
女
性
が
こ
の
経
を
信
じ
て
ゐ
た
為
に
水
難
か
ら

助
か
る
話

（中
巻
１２
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
殺
生
に
よ
り
悪
報
を
得
る
縁
と
し
て
は
、
猟
を
好
む
将
軍
の
悪
因
が

そ
の
子
に
報
ゐ
が
あ

っ
た
話

（下
巻
１
）。　
鶏
卵
を
好
ん
で
食

っ
た
為
に
、
地

獄
に
堕
ち
て
腹
か
ら
卵
を
出
し
た
武
帝
の
話

（下
巻
４
）。　
鶏
卵
を
い
つ
も
盗

み
食
ひ
し
て
い
た
少
年
は
地
獄
の
使
者
に
連
れ
去
ら
れ
、
足
の
肉
が
な
く
な
っ

て
了
ふ
と
言
ふ
話

（下
巻
８
）
な
ど
は
、
日
本
霊
異
記
中
巻
、
第
十
縁
に
あ
る

或
青
年
が
卵
を
好
ん
で
食

っ
て
ゐ
た
所
、
地
獄
か
ら
使
ひ
の
兵
士
が
迎
へ
に
来

て
火
焔
地
獄
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
、
足
は
勿
論
の
こ
と
、
腹
ま
で
焼
け
て
骨
が
出
、



つ
ひ
に
死
ん
で
了
ふ
と
言
ふ
話
に
関
聯
が
あ
る
。

吝
薔
な
性
質
の
た
め
に
、
家
を
建
て
た
が
代
金
を
払
は
な
か
っ
た
の
で
、
後

生
牛
に
生
れ
た
り

（下
巻
ｎ
）、　
娘
が
父
母
の
銭
を
盗
ん
だ
為
に
後
生
羊
と
な

っ
た
り
（下
巻
１３
）、
娘
の
生
れ
変
り
の
羊
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
、
料
理

人
が
そ
れ
を
殺
し
て
了
ふ
と
言
ふ
話

（下
巻
２２
）
さ
ら
に
、
息
子
に
内
緒
で
娘

に
僅
か
の
米
を
送

っ
た
為
に
、
後
生
朧
馬
と
な
っ
た
母
親
の
話

（下
巻
１５
）
な

ど
は
、
日
本
霊
異
記
に
数
多
い
悪
報
後
生
諄

（牛
と
な
る
話
上
巻
、

１０
、

２０
。

中
巻
９
、

１５
ｏ
下
巻
２３
ヽ

２６
そ
の
他
中
巻
”
　
下
巻
２
）
な
ど
に
関
聯
を
も
っ

て
ゐ
る
。

日
本
霊
異
記
に
見
え
る
地
獄
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
別

に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
地
獄
は
、
冥
報
記
に
も
、
上
巻
２
　
中
巻
８
、

・８
　
下
巻
４
、
５
、

１２
、

２．
な
ど
に
見
ら
れ
、
ま
た
蘇
生
諄
も
下
巻
４
、
５
、

・９
、

２．
、
ぉ
、
み
な
ど
に
あ
っ
て
地
獄
の
様
相
を
伝
へ
る
上
で
の
重
要
な
機
縁

と
な
っ
て
ゐ
る
。

か
か
る
説
話
内
容
の
比
較
を
通
じ
て
言
へ
る
こ
と
は
、
冥
報
記
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
説
話
と
、
日
本
霊
異
記
の
そ
れ
と
は
極
め
て
よ
く
類
似
し
て
ゐ
る
と
言

ふ
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
両
者
の
説
話
内
容
の
比
較
に
お
い
て
言
ひ
得
る
の
は
、
そ
の
や
う

な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。

例
へ
ば
、
日
本
霊
異
記
に
は
、
法
華
経
の
絶
対
的
権
威
を
尊
重
し
な
い
行
為

に
よ
っ
て
悪
報
を
得
し
め
る
説
話
が
、
上
巻
１８
　
下
巻
２０
に
あ
り
、
僧
侶
、
寺

院
に
対
す
る
同
様
な
行
為
に
よ
っ
て
悪
報
を
得
じ
め
る
説
話
が
、
上
巻
ｍ
、

２７
、

２９
　
中
巻
１
、
９
、

１１
、

１６
、

３２
　
下
巻
２３
、
Ｚ
、
”
な
ど
が
あ
る
。

第

一
に
日
本
霊
異
記
に
は
、
善
因
善
果
と
悪
因
悪
果
、
或
は
両
者
の
合
し
た

も
の
な
ど
と
言

っ
た
分
類
意
識
を
も

っ
て
標
題
を
立
て
て
ゐ
る
が
、
冥
報
記
に

は
そ
の
や
う
な
こ
と
は
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

第
二
に
、
現
世
に
お
け
る
そ
の
や
う
な
善
も
し
く
は
悪
の
因
は
、
仏
菩
薩
に

よ
っ
て
地
獄
に
お
け
る
金
札
と
鉄
札
と
に
記
し
分
け
ら
れ
、
三
宝
不
信
の
徒
は

悪
報
を
以
て
報
ゐ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
冥
報
記
と
は

一
線
を
劃
し
て
特
異
な
日
本
霊
異
記
が
存
す
る
如
く
で

あ
る
。

抑
、
養
老
期
に
お
け
る
自
度

（私
度
僧
）
の
増
加
は
、
行
基
を
中
心
と
し
た

書
薩
的
行
動
に
因
る
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
課
役
を
免
れ
る
た
め
に
官
許
を
得

な
い
で
僧
尼
と
な
る
も
の
が
多
数
を
占
め
、
や
が
て
律
冷
体
制
の
障
害
と
さ
へ

な
る
に
至
っ
た
。
日
本
霊
異
記
中
に
も
、
善
に
つ
け
悪
に
つ
け
、
彼
ら
自
度
を

説
話
中
の
登
場
人
物
と
し
て
対
象
化
し
て
ゐ
る
が
、
自
度
僧
の
頂
点
に
位
置
し

て
ゐ
た
行
基
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
養
老
期
以
後
の
自
度
波
瀾
時
代
を
経
て
、

天
平
期
に
入
る
と
、
行
基
に
随
従
し
た
自
度
た
ち
の
中
、
高
年
者
は
得
度
を
許

さ
れ
、
藤
原
武
智
麻
呂
ら
は
、
律
令
体
制
の
緩
み
を
防
ぐ
た
め
に
行
基
を
巧
妙

に
利
用
し
、
官
寺
の
組
織
に
彼
を
引
上
げ
、
国
家
的
権
威
の
衣
を
彼
に
纏
は
せ

た
の
で
あ

っ
た
。

日
本
霊
異
記
の
編
述
者
と
し
て
景
戒
が
占
め
て
ゐ
た
位
置
は
、
さ
う
し
た
巨

大
な
自
度
勢
力
を
も
抱
へ
込
ん
だ
官
寺
組
織
、
つ
ま
り
宮
廷
や
国
家
の
権
力
と

直
接
に
繋

っ
た
仏
教
教
団
を
背
後
に
脊
負

っ
た
権
威
主
義
の
立
場
で
あ

っ
た
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

冥
報
記
の
編
述
者
、
唐
の
唐
臨
も
、
御
史
を
勤
め

（中
７
）、　
東
官
に
宿
直

し
た

（中
１６
）
こ
と
な
ど
が
あ
る
の
で
彼
も
仏
教
者
で
は
あ
る
が
、
宮
廷
に
あ

る
点
が
景
戒
と
の
位
置
の
相
違
で
あ
り
、
必
ず
し
も
こ
の
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て

両
者
の
右
の
や
う
な
懸
隔
が
生
じ
た
と
は
思
へ
な
い
が
、
多
少
の
関
係
は
あ

っ

た
ら
う
と
考
へ
る
。
景
戒
は
そ
の
や
う
な
思
想
と
立
場
と
を
も
っ
て
、
民
衆
に



き
び
し
く
善
悪
の
因
果
を
説
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

六

冥
報
記
は
上
中
下
の
三
巻
か
ら
成

っ
て
ゐ
る
の
を
日
本
霊
異
記
も
倣

っ
た
と

考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
冥
報
記
で
は
巻
頭
に
序
文
を
お
く
の
み
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
日
本
霊
異
記
は
各
巻
に
序
文
を
設
け
て
ゐ
る
。
日
本
霊
異
記
の
そ
の
上

巻
序
文
に
よ
る
と
、
世
人
は
物
質
の
欲
望
に
駆
ら
れ
て
己
の
分
を
守
ら
ぬ
ば
か

り
か
、
他
の
物
ま
で
侵
す
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
に
善
悪
を
明
ら
か
に
し

て
因
果
の
報
を
教
へ
る
要
が
あ
る
。
漢
土
に
は
因
果
の
報
を
庶
民
に
教
へ
示
す

書
物
と
し
て
冥
報
記
や
般
若
験
記
と
言
っ
た
も
の
が
あ
る
。
日
本
に
は
、
日
本

に
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
日
本
の
実
事
を
以
て
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
ふ
黙
然
と
し

難
い
気
持
を
も

っ
て
「側
聞
」
し
た
こ
と
を
録
し
、
名
づ
け
て
日
本
国
現
報
善
悪

霊
異
記
と
言
ひ
、
こ
れ
を
季
葉
に
伝
へ
よ
う
と
言
ふ
強
い
意
図
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
景
戒
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
日
本
霊
異
記
制
作
の
動
機
な
の
で

あ

っ
て
、
そ
こ
に
は
、
慨
世
の
思
想
、
国
家
主
義
の
思
想
、
啓
蒙
的
教
化
思
想

な
ど
が
う
か
が
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
景
戒
の
言
挙
を
文
字
通
り
に
受
取

る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
日
本
霊
異
記
の
な
り
立
ち
が
如
何
な
る
動
機
に
よ
る
か
、

如
何
な
る
内
容
を
も
つ
か
の
判
断
の
相
違
を
結
果
す
る
の
で
あ
る
。
右
の
上
巻

序
文
を
正
当
に
解
釈
す
る
為
に
は
、
本
文
の
内
容
や
中
、
下
巻
の
序
文
に
就
い

て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

久
し
く
脱
文
で
あ

っ
た
下
巻
の
序
文
前
半
、
前
田
家
本
所
出
の
部
分
に
つ
い

て
の
偽
作
説
は
現
在
ま
で
に
解
消
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

（池
田

亀
鑑
博
士

「
日
本
霊
異
記
の
逸
文
は
果
し
て
偽
作
な
る
か
」
中
古
国
文
学
叢
考

第
三
分
冊
所
収
　
目
黒
書
店
）
そ
こ
に
あ
る
末
法
思
想
と
、
下
巻
、
第
三
十
九

縁
の
末
尾
に
見
ら
れ
る
西
方
極
楽
往
生
の
念
願

（下
巻
序
文
の
末
尾
に
も
見
え

る
）、
こ
れ
ら
も
本
書
編
述
の
動
機
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。

慨
世
の
思
想
は
、
世
俗
の
不
徳
悪
行
貪
欲

（上
巻
１０
「
２０
、
四
、
れ
、
η
、

３０

中
巻
３
、
９
、

１５
、

３２
、

３８
　
下
巻
１６
、

２２
、
お
、
あ
、

３５
、

３７
）
お
よ
び
そ

れ
に
よ
る
後
生
を
語
る
本
文

（上
１０
、
知
　
中
９
、

１５
、

３２
、

３８
　
下
２３
、
２
、

ぁ
、

３９
）
の
中
に
そ
れ
が
表
は
れ
、
仏
法
や
僧
侶

（景
戒
自
身
の
立
場
）
を
絶

対
視
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
、
法
僧
を
軽
侮
し
た
り
、
害

っ
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
す
る
悪
報
に
つ
い
て
は
、
ま
こ
と
に
厳
し
い
も
の
が
あ

っ
て

（上
巻
１５
、

・９
、

２７
、
”
　
中
巻
１
、
７
、
■
、

１８
、

３５
　
下
巻
１４
、

・５
、

・８
、

２。
、

”
、

３３
、

３６
）
独
断
主
義
に
立
つ
景
戒
の
思
想
を
よ
く
表
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

景
戒
が
自
ら
上
巻
の
序
文
に
そ
の
名
を
挙
げ
た
冥
報
記
と
の
間
に
は
先
に
述

べ
た
や
う
な
点

（例
へ
ば
法
華
経
た
重
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
）
で
の
一
致
の

外
に
、
各
説
話
と
も
、
そ
の
年
代
（時
代
）、
主
要
人
物
を
出
来
る
だ
け
冒
頭
に

明
記
し
、
か
つ
そ
の
内
容
に
は
庶
民
生
活
を
以
て
し
、
自
然
俗
事
を
以
て
因
果

の
理
を
示
す
こ
と
が
多
い
。

冥
報
記
は
そ
の
下
巻
に
お
い
て
蘇
生
諄
、
殊
に
体
験
し
て
来
た
地
獄
の
こ
と

を
詳
し
く
語
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
、
十
四
話
中
、
第
四
、
第
五
、
第
十
二
、

第
十
八
、
第
十
九
、
第
十
一
、
第
十
三
、
第
二
十
四
の
八
話
に
お
い
て
見
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
上
巻
に
お
い
て
は
高
僧
伝
や
供
養
に
よ
る
善
報
な
ど

が
主
な
る
内
容
に
な
っ
て
ゐ
る
。

冥
報
記
は
ま
た
各
説
話
の
終
り
に
、
そ
の
説
話
が
誰
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
、

ど
の
や
う
に
し
て
編
纂
者
に
語
ら
れ
た
か
と
言
ふ
伝
承
事
情
に
つ
い
て
も
記
し

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
冥
報
記
の
序
文
に

「常
談
之
際
…
…
」
と
あ
る
こ
と
が
事
実

で
あ
る
こ
と
を
、　
一
つ
一
つ
の
説
話
に
お
い
て
反
映
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、

先
行
の
応
験
記
、
宣
験
記
、
冥
祥
記
い
づ
れ
も
善
悪
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
と
同
じ
目
的
、
つ
ま
り
、
人
に
善
を
勧
め
る
為
に

「録
所
聞
集
」
―
見



聞
し
た
所
を
集
録
―
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。

ま
た
冥
報
記
に
は
各
説
話
の
終
り
に
、
抽
象
的
に
教
義
を
示
し
た
り
、
経
文

の
一
節
を
引
用
し
て
し
め
括
る
と
言

っ
た
こ
と
は
し
て
ゐ
な
い
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
日
本
霊
異
記
は
、
前
述
の
如
く
先
づ
体
裁
を
上
中
下
三

巻
に
倣
ひ
、
各
説
話
と
も
そ
の
年
代
、
人
物
を
冒
頭
に
明
記
す
る
の
を
建
前
と

し
、
主
と
し
て
庶
民
生
活
の
中
に
お
け
る
俗
事
を
も

っ
て
因
果
の
理
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
冥
報
記
と
異
る
点
は
、
冥
報
記
が
各
条
説
話
の
配
列

を
年
代
順
と
言
っ
た
や
う
な
基
準
に
よ
っ
て
配
列
し
な
い
の
に
、
日
本
霊
異
記

は
上
巻
、
雄
略
天
皇
―
―
聖
武
天
皇
神
亀
四
年
。
中
巻
、
聖
武
天
皇
天
平
元
年

―
―
淳
仁
天
皇
天
平
宝
字
七
年
。
下
巻
、
阿
倍
天
皇

（孝
謙

。
称
徳
）
―
―
嵯

峨
天
皇
。
と
言
っ
た
具
合
に
時
代
順
に
配
列
し
て
ゐ
る
の
は
正
史
に
お
け
る
年

代
記
や
、
万
葉
集
に
お
け
る
時
代
順
の
編
述
を
見
及
ん
だ
り
し
て
整
理
せ
ら
れ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
各
条
説
話
の
採
録
事
情
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
、
二
に

お
い
て
列
挙
し
た
程
度
の
こ
と
し
か
記
さ
れ
ず
、
日
本
霊
異
記
は
全
般
的
に
言

っ
て
何
ら
か
の
記
録
、
書
か
れ
た
資
料
に
依

っ
て
ゐ
る
こ
と
は
前
述
の
や
う
に

略
く
明
ら
か
で
あ
る
。
殊
に
上
巻
の
第
升
縁
ま
で
は
藤
原
の
官
時
代
の
こ
と
と

な
っ
て
ゐ
て
、
到
底
、
景
戒
自
身
に
は
見
聞
不
可
能
な
時
代
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

当
然
書
か
れ
た
資
料
に
擦

っ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

冥
報
記
、
般
若
験
記
が
打
聞
的
な
傾
向
を
強
く
も

っ
て
ゐ
る
の
に
比
し
て
、

日
本
霊
異
記
が
さ
う
で
な
い
の
は
、
資
料
の
相
違
に
も
よ
ら
う
が
、　
一
つ
に
は

編
述
者
景
戒
の
文
学
的
資
質
の
貧
困
、
或
は
独
善
的
教
訓
の
性
急
な
、
狭
量
な

表
現
態
度
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
写
実
的
な
描
写
を
す
る
代
り
に
、
「奇

事
」
を
類
型
的
に
観
念
的
に
記
述
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

「奇
事
」
に
か
け
る
比
重
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
、
写
実
性
が
稀
簿

に
な
り
迫
力
が
減
衰
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
冥
報
記
が
、
各
条
説
話
の
内
容
に
お
い
て
出
来
る
だ
け
実
事
を

語
ら
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
同
書
の
序
文
に
も

「
言
不
飾
文
事
、
専
揚
櫂

庶
、
後
人
見
者
、
能
留
意
焉
」
と
あ
り
、
空
虚
な
文
飾
に
流
れ
ず
、
専
ら
事
実

に
由
ら
う
と
す
る
文
学
的
誠
実

へ
の
努
力
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
日
本
霊
異
記
の
方
で
は
、
慨
世
的
な
気
迫
が
強
烈
な
た
め
に
、
さ
う
し
た
こ

と
よ
り
も
、
読
者
へ
の
強
迫
効
果
を
ま
づ
重
ん
じ
、
そ
の
為
に
却
っ
て
冥
報
記

の
達
成
し
た
表
現
よ
り
も

一
歩
退
い
て
、
写
実
性
の
な
い
虚
構
―
非
現
実
む
き

出
し
の
、
時
に
は
荒
涼
と
し
た
記
述
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
冥
報
記
は
、
そ
の
書
名
の
示
す
通
り
、
矢
張
り
仏
教
の
因
果
の
理
法

を
教
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら

「奇
事
」
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
ゐ
て
、

序
文
に
は
そ
の
こ
と
に
就
い
て

「徴
於
人
鬼
之
間
」
と
あ
り
、
事
実
、
下
巻
に

は
主
と
し
て
蘇
生
諄
や
、
地
獄
の
有
様
、
後
生
の
こ
と
な
ど
が
数
多
く
記
さ
れ

て
ゐ
る
の
は
さ
う
し
た
意
味
か
ら
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

下
巻
、
第
十
四
は
冥
報
記
の
中
で
は
短
い
説
話
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
冥

土
の
有
様
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て

「
冥
報
は
も
と
よ
り
論

ず
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
と
あ

っ
て
、
抽
象
的
な
教
義
論
を
回
避
し
よ
う
と
し
て

ゐ
る
冥
報
記
の
態
度
が
、
よ
く
表
は
れ
て
ゐ
る
。

ま
た
冥
報
記
に
は
各
条
説
話
の
終
に
抽
象
的
に
教
義
を
示
し
た
り
、
経
文
の

一
節
を
引
用
し
て
し
め
括
る
と
言

っ
た
こ
と
は
し
て
ゐ
な
い
の
に
対
し
て
、
日

本
霊
異
記
に
は
、
文
末
に

「讃
日
」
「誠
知
」
「
×
×
経
云
…
…
其
斯
謂
之
臭
」

な
ど
の
語
句
が
慣
用
的
に
多
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
般
若
験
記
に
倣

っ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、
冥
報
記
に
お
い
て
は
、
各
条
説
話
の
末
尾
に
夫
々
の
説
話
が
、

ど
の
や
う
な
経
路
を
経
て
編
述
者
の
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
か
と
言
ふ
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
、
誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
誰
に
よ
っ
て
そ
れ
が
聞
き
取
ら
れ
た
も



の
で
あ
る
か
と
言
ふ
、
採
録
事
情
に
就
い
て
、
か
な
り
詳
し
い
記
述
を
行

っ
て

ゐ
る
。

例
へ
ば
冥
報
記
上
巻
２
　
隋
の
大
業
年
間
、
都
の
真
寂
寺
の
僧
慧
如
は
、
禅

定
中
に
地
獄
に
行

っ
た
と
言
ふ
話
が
出
て
ゐ
る
。
こ
の
条
の
末
尾
に
、
此
寺
は

私

（編
者
張
臨
）
の
外
祖
な
る
斉
公
が
建
て
た
も
の
な
の
で
よ
く
お
参
り
を
し

た
が
、
そ
の
度
に
舅
が
こ
の
こ
と
を
語

っ
た
。
と
か
、
中
巻
１２
　
巴
州
刺
史
の

一
人
の
妾
は
法
華
経
を
信
じ
、
水
難
の
時
に
助
か
っ
た
が
、
そ
の
話
は
本
人
が

容
文
本
に
伝
へ
た
も
の
で
あ
る
と
あ
る
。

こ
の
や
う
に
冥
報
記
の
所
収
説
話
は
、
中
書
侍
郎
で
あ

っ
た
琴
文
本
が
日
伝

（直
接
の
見
聞
を
口
頭
で
伝
へ
た
も
の
な
の
で
口
承
の
語
を
用
ゐ
な
い
で
お
く
）

ま
た
は
記
録
し
た
も
の
、
外
祖
父
が
口
偉
し
た
も
の
、
兄
が
日
伝
し
た
も
の
、

そ
の
他
説
話
の
主
人
公
や
関
係
者
な
ど
に
つ
い
て
、
編
者
が
直
接
に
見
開
し
た

も
の
な
ど
取
材
の
事
情
を
具
体
的
に
記
し
て
ゐ
て
、
冥
報
記
が
そ
の
所
収
す
る

説
話
の
大
半
は
編
者
直
接
の
打
聞
で
あ

っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で

も
日
本
霊
異
記
と
は
編
述
の
事
情
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
両
書
の
間
に
は
幾
つ
か
の
相
違
が
あ
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て

見
た
場
合
、
体
裁
と
言
ひ
、
内
容
と
言
ひ
、
極
め
て
近
似
し
た
仏
教
の
因
果
論

を
実
際
に
示
す
説
話
集
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
題
名
に
就
い
て

考
へ
て
見
る
に
、
冥
報
記
の
序
文
に
は
応
報
に
三
種
、
現
報

。
生
報

。
後
報
が

あ
る
と
説
く
が
、
景
戒
は
こ
の
三
種
の
応
報
の
内
、
第

一
の
Ａ
現
報
∨
を
と
っ

て
本
書
に
冠
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
景
戒
が
日
本
霊
異
記
の
読
者

（説
経
者
）
を
媒
介
と
し
て
教
化
の
対

象
と
し
た
民
衆
に
、
簡
明
直
裁
に
応
報
の
恐
怖
を
示
し
、
か
つ
ま
た
読
者
の
思

想
傾
向
に
適
合
し
易
い
現
世
主
義
的
な
内
容
の
書
物
で
あ
る
と
言
ふ
風
に
、
本

書
の
外
観
を
書
名
に
よ
っ
て
、
冥
報
記
と
対
照
さ
せ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
∧
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
Ｖ
は
、
そ
の
内
容
を
現
報

の
み
に
限
ら
ず
、
生
報
の
説
話
、
後
報
の
説
話
を
も
少
か
ら
ず
収
め
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
日
本
霊
異
記
は
因
果
説
話
の
集
と
し
て
、

冥
報
記
と
殆
ん
ど
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
ひ
う
る
の
で
あ
る
。

七

景
戒
が
唐
臨
の
編
述
し
た
冥
報
記
を
意
識
し
て
彼
の
日
本
国
善
悪
現
報
霊
異

記
を
著
作
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
漢
土
に
そ
れ
が
あ
る
故
に
日
本
に
こ

れ
を
作
る
の
だ
と
言
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
も
漢
土
の
奇
事
で
は
な
く
、

日
本
の
そ
れ
を
記
し
て
民
衆
を
教
化
し
た
い
と
力
ん
で
ゐ
る
。

こ
の
両
書
を
比
較
し
て
み
た
所
に
よ
る
と
、
景
戒
に
は
史
観
に
沿

っ
て
、
主

と
し
て
書
か
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
説
話
を
年
代
順
に
配
列
し
、
中
心
経
典
に
は

冥
報
記
と
同
様
法
華
経
を
据
え
、
説
話
に
は
、
夫
々
の
話
が
何
時
、
誰
の
も
の

で
あ
る
か
を
冒
頭
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
点
で
は
共
通
す
る
が
、
日
本
霊
異

記
の
方
が
文
末
に
抽
象
的
な
文
句
を
類
型
的
な
形
式
で
置
く
の
に
対
し
、
冥
報

記
は
そ
の
話
が
ど
の
や
う
に
し
て
偏
述
者
の
手
に
入
っ
た
か
を
具
体
的
に
記
述

し
て
ゐ
る
こ
と
や
、
表
現
の
仕
方
の
違
ふ
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
見
た
が
、
さ
ら

に
内
容
に
立
入
る
と
、
景
戒
は
権
威
主
義
、
定
型
主
義
の
思
想
を
か
た
く
な
に

固
執
し
、
む
し
ろ
さ
う
言
ふ
景
戒
自
身
の
考
へ
を
広
く
宣
布
し
た
い
と
考

へ
た

の
が
、
日
本
霊
異
記
編
述
の
動
機
の
一
つ
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
長
屋
王
の
事
件

（中
巻
、
１
）
に
つ
い
て
も
、
景
戒
に
は
、
時
の
権
力
を
握
る
藤
原
氏
へ
の
阿

り
と
事
実
の
歪
曲
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

景
戒
は
仏
教
を
知
ら
し
め
る
の
に
は
因
果
の
法
を
教
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
ヘ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
為
に
は
説
話
の
内
容
が

「奇
事
」
を
記
し
た

「奇
記
」

（上
巻
、
序
文
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
て
、
こ
の
や
う
な
霊
異
記
を
編



述
し
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
奇
事
も
作
意
や
小
細
工
が
過
ぎ
る
と
真
実
性

文
学
性
）
が
稀
簿
に
な
っ
て
読
者
の
感
銘
も
弱
く
な
っ
て
了
ふ
。
こ
の
点
で
も

両
書
の
間
に
は
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

要
す
る
に
日
本
霊
異
記
は
、
国
家
主
義
思
想
と
権
威
主
義
思
想
の
目
的
意
識

の
下
に
編
述
せ
ら
れ
た
説
話
集
で
あ

っ
て
、
景
戒
自
身
の
表
明
し
て
い
る
編
述

の
動
機
だ
け
を
前
提
と
し
て
本
書
を
見
た
場
合
に
は
、
芳
賀
博
士
の
仰
せ
ら
れ

た
こ
と
は
認
め
ら
れ
も
し
よ
う
が
、
本
書
の
本
質
に
つ
い
て
内
部
に
立
入
っ
て

検
討
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
如
く
に
、
両
書
の
間
に
は
か
な
り
の
相
違
が
存
す

る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（”

・
■

・
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）

（愛
知
女
子
大
学
助
教
授
）
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