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ヒ

ト

フ

デ

説

話

試

論

一
　

ヒ
ト

フ
デ

説

話

と

は

慶
政
作
と
い
わ
れ
る
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
、

「
閑
居
友
」
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
か
き
じ
る
せ
る
お
く
ど
も
に
、
い
さ
ヽ
か
天
竺

。
晨
旦
。
日
域

の
む
か
し
の
あ
と
を
ひ
と
ふ
で
な
ど
ひ
き
あ
は
せ
た
る
事
の
侍
る
は
、
こ
れ

を
は
し
に
て
し
り
そ
む
る
え
と
も
や
な
り
侍
ら
ん
、
な
ど
お
も
ひ
た
ま
ひ
て

つ
か
う
ま
つ
れ
る
也
。

こ
れ
は
上
巻
最
初
の

「真
如
親
王
天
竺
に
わ
た
り
た
ま
ふ
事
」
の
中
の
序
的

部
分
の
一
節
で
あ
る
。

そ
の
序
的
部
分
は
、
「閑
居
友
」

で
は
既
に
伝
に
載

っ

て
い
る
人
を
ば
入
れ
な
い
と
い
う
断
り
を
、
そ
の
理
由
を
上
げ
て
説
明
し
て
い

る
。
そ
の
中
で
、
こ
の
一
節
は
例
外
的
に
伝
に
載

っ
た
人
を
も
ヒ
ト
フ
デ
に
梗

概
化
し
て
入
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
説
話
を
そ
の
梗

概
の
み
を
記
す
と
い
う
現
象
が
や
ゝ
顕
著
に
な

っ
て
い
た
院
政
末
か
ら
鎌
倉
期

に
か
け
て
の
時
代
に
、
説
話
伝
承
に
新
し
い
意
義
を
認
め
て
い
た

「
閑
居
友
」

の
作
者
が
、
梗
概
化
さ
れ
た
説
話
を
認
識
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
注
目
に

値
す
る
言
葉
で
あ
る
。
今
、

「閑
居
友
」
で
こ
れ
に
該
当
す
る
実
例
を
示
す
と

覚
弁
法
師
の
涅
槃
経
を
と
き
そ
の
座
に
て
入
滅
せ
る
話
―
―
（上
略
）
し
か
あ

美

濃

部

重

克

る
に
、
こ
の
覚
弁
の
君
の
経
を
説
き
、
そ
の
座
に
て
お
は
り
を
と
り
け
ん
、

い
た
う
あ
は
れ
に
侍
。
か
の
も
ろ
こ
し
の
道
希
法
師
の
天
竺
に
む
か
ひ
て
倶

戸
那
城
般
涅
槃
寺
に
す
み
わ
た
り
侍
け
る
を
、
の
ち
に
燈
法
師
の
た
づ
ね
ゆ

き
て
み
け
れ
ば
、
身
ま
か
り
に
け
る
と
お
ぼ
し
く
て
漢
字
の
経
ば
か
り
の
こ

り
て
侍
け
る
は
、
こ
と
に
い
と
お
し
く
た
う
と
く
き
こ
ゆ
る
ぞ
か
し
。
こ
の

事
遊
心
集
に
か
た
ば
か
り
の
せ
侍
し
に
や
、
性
諾
第

と
あ
る
。
道
希
法
師
の
部
分
が
「
ひ
と
ふ
で
な
ど
ひ
き
あ
は
せ
た
る
」震
旦
の
音

の
跡
で
あ
る
。
こ
れ
を
慶
政
の
言
葉
に
従

っ
て
解
釈
し
て
み
る
と
、
ま
ず
覚
弁

法
師
の
説
話
か
ら
そ
の
入
寂
の
貴
さ
に
共
鳴
を
得
、
そ
れ
に
仲
介
さ
れ
て
道
希

法
師
の
音
の
跡
が
思
い
出
ら
れ
編
者
の
心
に
一
層
の
感
慨
が
催
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
見
す
ご
し
が
た
く
て
、
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

一
つ
の
説
話
か
ら
得
た
感
動
を
、
中
間
に
同
じ
趣
き
の
音
の
跡
を
媒
介
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、　
一
層
深
い
も
の
に
す
る
と
い
っ
た
経
路
は
、
こ
の
時
代
の
仏
教

説
話
集
の
中
で
も
殊
に
自
照
性
の
濃
い

「閑
居
友
」
。
「撰
集
抄
」
に
お
い
て
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今

一
つ
、

「撰
集
抄
」
で
の
例
を
示
す
と
、
巻

一
の

「浮

世
二住
人
不
レ知
一盈
、常
一偽
ヲ構
テ
世
渡
事
」
の
中
に
、
編
者
が
越
後
国
し
だ
の
上

村
を
旅
行
し
か
ヽ
っ
た
折
、
市
に
於
い
て
老
若
の
人
身
を
売
買
す
る
の
を
見
て
、

そ
く
ば
く
の
偽
を
構

へ
人
の
心
を
た
ぶ
ら
か
し
て
売
買
せ
る
事
を
見
侍
り
し
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に
、
す
ゞ
ろ
に
潤
こ
ぼ
れ
て
侍
り
き
。
空
也
上
人
の
山
陰
の
寂
莫
の
枢
を
物

さ
は
が
し
と
悲
而
、
都
の
四
条
が
辻
を
さ
こ
そ
物
さ
は
が
し
き
に
是
こ
そ
閑

な
れ
と
て
筵
薦
に
て
庵
引
廻
し
て
お
は
じ
け
ん
昔
も
哀
に
思
出
さ
れ
侍
り
て

と
に
か
く
に
悲
の
涙
せ
き
か
ね
て
侍
り
き
。

と
あ
る
。

「撰
集
抄
」
で
は

「
閑
居
友
」
に
類
す
る
記
述
は
な
い
が
、
空
也
上

人
の
部
分
が
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
た
日
域
の
音
の
跡
で
あ
る
。
道
希
法

師
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
空
也
上
人
を
ひ
き
あ
わ
せ
る
橋
渡
し
を
し
た
も
の

が
、
説
話
で
は
な
く
て
実
見
に
も
と
ず
く
感
慨
で
あ
る
点
だ
け
で
あ
る
。
見
す

ぐ
し
が
た
い
昔
の
跡
を
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
せ
、
そ
の
感
慨
を

一
層
深
い
も

の
に
し
ょ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
ゝ
に
あ
げ
た

二
例
の
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
た
説
話
は
感
動
を
媒
介
と
し
て
連
想
さ
れ
、

見
す
ぐ
し
が
た
さ
に
そ
の
梗
概
が
記
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
標
題
に
示
し

た

「
ヒ
ト
フ
デ
説
話
」
と
は
、　
一
般
に
、
全
き
形
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
説
話
を

そ
の
梗
概
の
み
を
取
り
出
し
短
小
な
形
に
記
し
た
も
の
を
、

「閑
居
友
」
の
表

現
に
従

っ
て
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
院
政
末
か
ら
鎌
倉

期
に
か
け
て
の
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
実
態
と
そ
の
意
義
と
を
考
え
て
み
よ
う
と
思

一
一　

霊

異

記

の
場

合

日
本
の
世
間
話
の
生
成
の
初
め
の
時
期
に
当
る
奈
良
か
ら
平
安
の
初
め
に
か

け
て
の
世
界
に
生
れ
た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
「
日
本
霊
異
記
」

に
お
い
て
、
既

に
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
見
え
て
い
る
。
後
に
記
す
よ
う
に
こ
う
し
た
形
態
の
説
話

は
享
受
者
の
こ
の
種
の
知
識
に
助
け
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
機
能
的
で
あ
り
得
る

も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
こ
の
時
代
に
は
も
う
説
話
と
し
て
一
応
の
安
定
を
経

た
も
の
で
あ

っ
た
。
同
時
に
、
人
口
に
檜
久
し
た
も
の
で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。
こ
の
集
の
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
殆
ど
が
中
国

。
印
度
種
の
も
の
で
あ
り
、
中

国
撰
述
の
書
物
に
典
拠
を
持

っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
ヒ
ト
フ
デ
説
話
が
、
序
の

部
分
と
説
話
の
付
属
的
文
言
の
中
と
に
現
わ
れ
て
い
る
。
序
の
中
に
あ
ら
わ
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、

「
三
宝
絵
」
の
所
で
ま
と
め
て
ふ
れ
よ
う
。　
こ
ゝ
で
は

付
属
的
文
言
の
中
に
現
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ヒ
ト
フ

デ
説
話
は
そ
れ
を
包
ん
で
い
る
、
田
―
そ
れ
こ
れ
を
謂
ふ
な
り
。
②
ｌ
何
ぞ
い

は
め
や
…
…
め
や
。
０
諒
に
知
る
―
な
る
こ
と
を
。
四
―
こ
も
奇
異
し
き
こ
と

な
り
。
の
、
き
ま
り
文
句
を
基
準
に
し
て
分
類
で
き
る
。

田
幼
き
時
よ
り
網
を
用
ち
て
魚
を
捕
り
現
に
悪
報
を
得
る
話
―
―
顔
氏
家
訓
の

如
き
は
云
は
く
、
音
江
陵
の
劉
氏
鮮
の
羹
を
売
る
を
業
と
す
。
後

一
人
の
児

を
生
む
に
頭
具
に
こ
れ
鮮
に
し
て
頸
よ
り
以
下
は
ま
さ
に
人
の
身
を
な
す
、

と
い
へ
る
は
、
そ、れ、
こ、れ、を、謂、か
な、り、。
性
秘赫

②
兵
災
に
遭
ひ
て
観
音
菩
薩
の
像
を
信
敬
し
現
報
を
得
る
話
―
―
け
だ
し
こ
れ

観
音
の
力
、
信
心
の
至
る
所
な
り
。
丁
間
の
木
母
す
ら
な
ほ
生
相
を
現
じ
、

僧
の
感
ず
る
盤
女
も
な
ほ
哀
の
形
に
応
ふ
。
何
ぞ
い
は
め
や
こ
れ
菩
薩
に
し

て
応
ぜ
ざ
ら
め、や、。
性掛耐

０
榎
本
の
氏
牟
襲
の
沙
弥
の
如
法
に
写
し
奉
る
法
華
経
、
火
に
不
焼
の
話
―
―

諒
に
知
る
。
河
束
の
練
行
の
尼
が
写
す
所
の
如
法
経
の
功
こ
ゝ
に
顕
は
れ
、

陳
の
時
の
王
典
が
女
の
経
を
読
み
て
火
難
を
免
る
ヽ
力
の
再
示
す
る
こ
と
を

・ム・ム打縦
第

四
産
み
な
せ
る
肉
団
の
な
れ
る
女
子
、
善
を
修
し
人
を
化
す
る
話
―
―
昔
仏
在

世
の
時
、
舎
術
城
の
須
達
長
者
の
女
蘇
曼
が
生
め
る
卵
十
枚
、
開
き
て
十
男

と
成
り
出
家
し
て
皆
羅
漢
果
を
得
、
迦
毘
羅
衛
城
の
長
者
の
妻
懐
妊
し
て
一

つ
の
肉
団
を
生
み
、
七
日
の
す
ゑ
に
到
り
て
肉
団
ひ
ら
き
て
百
の
童
子
あ
り
。

一
時
に
出
家
し
て
百
人
倶
に
阿
羅
漢
果
を
得
た
り
。
我
が
聖
朝
弾
圧
す
る
所



の
土
に
こ
の
善
類
あ
り
。
こ、
れ、
ま、
た、
奇、
異、
し、
き、
事、
な、
り、
。
打
雄
謗

こ
う
し
た
ヒ
ト
フ
デ
説
話
を
伴

っ
て
い
る
文
言
は
、
何
れ
も
全
き
説
話
に
付

属
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
全
き
説

話
と
主
従
の
関
係
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
田
で
は
金
言

・
諺

・
警
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
、
主
説
話
の
意
味
を
説
明
又
は
正
当
化
し
、
②
で
は
主
説
話
か

ら
導
か
れ
る
思
想

・
教
訓
を
説
得
力
あ
る
も
の
に
す
る
為
の
ひ
き
た
ゝ
せ
役
と

し
、
０
で
は
安
定
を
経
た
同
じ
趣
き
の
話
と
し
て
主
説
話
の
意
味
を
具
体
的
に

納
得
さ
せ
る
も
の
と
し
、
四
で
は
主
説
話
と
同
じ
趣
き
の
異
朝
の
話
と
し
て
主

説
話
が
本
朝
で
の
同
じ
く
奇
妙
な
話
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
も
の
と
し
て

ひ
き
あ
わ
さ
れ
る
。
以
上
を
総
括
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
主
説

話
に
従
属
し
そ
の
意
味
を
補
強
す
る
為
に
ひ
き
比
べ
ら
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

世
間
話
の
生
成
を
こ
の
よ
う
に
し
て
補
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
け
て
い
る
の

が

「
霊
異
記
」
の
ヒ
ト
フ
デ
説
話
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
内
典

。
外

典
に
見
え
る
外
国
の
先
縦
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
信
仰
的
事
実
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

三
一　
三
宝
絵
詞
の
場
合

「
三
宝
絵
」
は
初
期
の
説
話
集
と
し
て
の
稀
少
価
値
の
み
で
説
話
文
学
と
し

て
は
新
鮮
味
の
な
い
集
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
た
ゞ
ヒ
ト
フ
デ
説
話
に
関
し
て

は
、
前
の
場
合
と
違

っ
た
使
い
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
集
の
ヒ
ト
フ
デ
説

話
は
、
総
序

。
上
中
下
巻
の
各
序

・
下
巻
の
法
会
の
解
説

。
中
巻
に
あ
る

「霊

異
記
」
を
同
文
伝
承
し
た
説
話
の
付
属
的
文
言
等
の
中
に
見
ら
れ
る
。
中
巻
の

場
合
を
除
く
と
、
す
べ
て
全
き
説
話
に
従
属
せ
ず
に
編
者
の
教
訓

・
思
想
を
述

べ
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
そ
こ
で
例
証
と
し
て
独
立
し

て
用
い
ら
れ
る
。
独
立
し
て
、
と
い
う
の
は
、
全
き
説
話
に
従
属
せ
ず
に
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
ト
フ
デ
説
話
が
全
き
説
話
と
並
び
記
さ
れ
て
い

る
所
で
も
ヒ
ト
フ
デ
説
語
は
全
き
説
話
の
意
味
を
補
強
す
る
も
の
で
は
な
く
、

全
き
説
話
と
対
等
に
例
証
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
は

「霊

異
記
」
の
序
文
に
は
の
見
え
た
も
の
で
あ

っ
た
。
た
ゞ
、
彼
に
あ

っ
て
は
、
そ

れ
が
序
文
の
中
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

「
三
宝
絵
」
で
は
そ
れ
が
下
巻
に
於
い

て
序
文
以
外
の
本
文
に
も
侵
出
し
て
お
り
、
且
つ
数
量
の
上
で
も
増
加
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

「
三
宝
絵
」
の
場
合
と
は
、
中
巻
の

「
霊
異
記
」
を
同
文
伝
承

し
た
も
の
を
除
い
た
、
以
上
の
よ
う
な
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
が
全
き
説
話
に
従
属

せ
ず
に
、
編
者
が
思
想

・
教
訓
を
述
べ
る
際
の
例
証
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の

を
言
う
の
で
あ
る
。
な
お
話
種
は
そ
の
殆
ど
が
印
度
種
で
あ
り
、
僅
か
に
中
国

種
の
も
の
も
あ
る
が
、
日
本
種
の
も
の
は
一
例
も
見
ら
れ
ぬ
。
次
に
こ
の
場
合

の
例
を
示
そ
う
。

ア
マ
タ
ノ
経
ノ
中

二
　
法
ヲ
伝

ヘ
テ
人
ニ
コ
マ
セ
サ
ト
ラ
シ
ム
ル
ハ
、
キ
ハ

限
ナ
キ
功
徳
ナ
リ
ト
イ
ヘ
リ
。
マ
サ
ニ
シ
ル
ベ
シ
。
法
ヲ
重
ク
セ
ム
人

ハ
師

ノ
イ
ャ
シ
カ
ラ
ム
コ
ト
フ
キ
ラ
ハ
ザ
レ
。
（中
略
）

雪
山
ハ
鬼

ニ
シ
タ
ガ
ヒ

テ
掲
フ
オ
ヨ
ナ
ヒ
、
帝
尺
ハ
キ
ツ
ネ
ヲ
ウ
ヤ
マ
ヒ
テ
法
ヲ
ウ
ケ
キ
。
況
ヤ
サ

カ
シ
キ
僧
ノ
ッ
タ
ヘ
ム
ハ
、
カ
ナ
ラ
ズ
ユ
キ
テ
ヨ
ム
ベ
シ
。

こ
れ
は
下
巻
の
志
賀
伝
法
会
の
解
説
の
一
部
分
で
あ
る
。
法
施
が
勝
れ
た
功

徳
で
あ
り
、
僧
の
伝
法
す
る
所
必
ず
行

っ
て
法
を
承
く
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
そ
こ
に
雪
山
童
子

・
帝
釈
天
の
説
話
が
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
法
を
重
く
す
る
故
に
師
の
卑
し
い
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た

こ
と
の
例
証
で
あ
り
、
叉
編
者
の

「
サ
カ
シ
キ
僧
云
云
」
の
教
訓
を
よ
り
よ
く

納
得
さ
せ
る
為
の
も
の
で
も
あ

っ
た
。

四
　
中
世
説
話
集
の
場
合



中
世
説
話
集
と
い
っ
て
も
、
ひ
ど
く
漠
然
と
し
て
い
る
。
こ
ゝ
で
対
象
と
す

る
の
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
説
話
集
で
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
が
目

に
つ
く
程
度
に
現
わ
れ
て
い
る
説
話
集
に
限
っ
て
み
る
。
傾
向
説
話
集
の
一
群

と

「古
今
著
聞
集
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

「今
昔
」
に
も
例
は
検
出
で
き
る
が
、

全
体
に
比
し
て
微
々
た
る
数
し
か
な
く
、

「宇
治
拾
遺
」

に
至
っ
て
は
一
例
も

見
え
ぬ
。
従

っ
て
、
そ
れ
ら
は
除
外
し
て
、
「宝
物
集
」
「発
心
集
」
「閑
居
友
」

「
十
訓
抄
」

「著
聞
集
」

「撰
集
抄
」

「沙
石
集
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
う
ち

「著
聞
集
」
以
外
の
六
集
は
傾
向
説
話
集
で
あ
り
、
従

っ
て
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
、

そ
う
し
た
傾
向
説
話
集
で
の
説
話
を
記
す
際
の
二
つ
の
方
法
で
あ

っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
次
に
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
用
い
方
ψ
略
集
毎
に
で
は
な
く
、
七
集
を

通
じ
て
分
類
し
て
み
よ
う
。

（イ
）
付
属
的
文
言
の
中
に
あ
る
場
合

こ
れ
は
そ
の
用
い
方
に
よ
り
三
種
に
分
け
得
る
。

０
　
主
説
話
に
従
属
し
そ
の
意
味
を
補
強
す
る
為
に
ひ
き
比
べ
ら
れ
た
も
の
。

ヒ
ト
フ
デ
説
話
を
伴

っ
て
い
る
文
言
は
、
主
説
話
に
付
属
し
そ
れ
を
説
明
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
霊
異
記
」
的
な
場
合
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
は
七
集

を
通
し
て
見
ら
れ
る
。
　
そ
の
現
わ
れ
方
と
し
て
は
、　
付
属
的
文
言
の
中
で
、

「
か
の
」

「昔
の
」
場
合
で
あ
る
ヒ
ト
フ
デ
説
話
を

「
こ
の
」
「今
の
」
場
合
で

あ
る
主
説
話
に
対
照
さ
せ
て
い
る
。
意
味
の
上
で
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る

が
、

「
か
の
」
や

「
こ
の
」
な
ど
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た

「―
に
似
た
り
」
「
か
く
や
有
け
む
と
思
ゆ
」
「―
の
た
め
し
に
お
な
じ
」
な
ど

も

一
応
の
目
安
と
な
る
。

行
賀
僧
都
の
耳
を
切
り
与
ふ
る
話
―
―

（上
略
）
お
ろ
ノ
ヽ
唐
の
音
の
あ
と

を
尋
ぬ
る
に
、
玄
弊
三
蔵
の
渡
天
し
給
ひ
け
る
に
有
る
山
中
に
し
て
慈
悲
を

以
て
く
さ
く
け
が
ら
は
し
き
病
人
を
、
頭
よ
り
足
の
あ
な
う
ら
に
致
る
ま
で

ね
ぶ
り
給
ふ
時
、
観
音
と
な
り
給
ひ
て
心
経
を
さ
づ
け
さ
せ
給

へ
り
と
承
は

る
。

（中
略
）
彼
は
上
代
、

・堤
は
末
代
、
彼
は
大
国

・
是
は
小
国

。
三
蔵
は

権
者
、
是
は
た
ゞ
人
な
り
。
更
に
比
べ
て
い
ふ
べ
き
に
侍
ら
ね
ど
も
、
今
の

振
舞
ひ
給
へ
る
様
は
た
と
へ
も
な
く
ぞ
侍
る
。

（下
略
）
報
躾
妙
議

主
説
話
、
つ
ま
り
、

「
是
」
「今
」
の
行
賀
の
説
話
に
、　
ヒ
ト
フ
デ
説
話
、

つ
ま
り

「彼
」
里
ど

の
玄
井
の
音
の
跡
が
ひ
き
比
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
尊
僧
正
の
遁
世
の
話
―
―
昔
、
玄
賓
僧
都
、
伊
賀
国
の
郡
司
に
つ
か
へ
て

侍
け
る
た
め
し
に
お
な
じ
く
侍
り
。
一硼雅誌麒
状蘇

主
説
話
た
る
行
尊
僧
正
の
説
話
に
、
玄
賓
の
説
話
が
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
比
べ

ら
れ
て
い
る
。
表
記
は
な
い
が
、
前
者
は
後
者
の

「昔
」
に
対
し
て

「今
」
の

場
合
な
の
で
あ
る
。

０
　
主
説
話
に
従
属
し
て
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
主
説
話
か
ら

得
た
感
慨
を
仲
介
と
し
て
連
想
さ
れ
て
き
た
も
の
。
ヒ
ト
フ
デ
説
話
を
導
い
て

く
る
文
言
は
自
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
ま
ず
、
主
説
話
及
び
そ
れ

か
ら
得
た
感
慨
を
記
し
、
「
い
た
う
あ
は
れ
に
侍
り
し
」
「す
ゞ
ろ
に
涙
の
こ
ぼ

れ
て
侍
り
き
」

「う
き
よ
を
い
づ
る
種
と
も
な
し
け
る
に
や
と
も
思
ふ
」
な
ど

で
結
ぶ
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
け
て
ヒ
ト
フ
デ
説
話
が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
叉

「思

ひ
出
さ
れ
て
く
り
返
し
貴
く
侍
り
」
「あ
は
れ
に
し
の
び
が
た
き
え
に
こ
そ
あ

る
ら
め
か
し
」
な
ど
で
結
ば
れ
る
。
大
方
は
そ
う
し
た
言
葉
が
目
安
と
な
る
。

こ
の
例
は

「閑
居
友
」

「撰
集
抄
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
―・ぅ
で
記
し
た
よ
う

に
、
編
者
の
感
動
に
よ
っ
て
辿
想
さ
れ
た
昔
の
跡
が
、
見
す
ぐ
し
が
た
く
て
ヒ

ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
お
具
体
例
は
日
を
参
照
さ

れ
た
い
。
０
は
０
と
同
じ
く
主
説
話
と
は
直
接
の
関
係
は
な
く
、
付
属
的
文
言

の
文
意
を
よ
り
よ
く
納
得
さ
せ
る
為
の
例
証
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
。
そ
の

目
安
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、　
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
直
前
で
の

「故
に
」
「
お
ほ



く
の
道
あ
り
」
「
さ
れ
ば
」
な
ど
、
叉
、
後
で
の

「
と
リ
ハ
ヽ
な
り
」
「是
ら
皆

云
云
」
「
た
め
し
お
ほ
か
り
」

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。　
こ
の
例
は

「抄
石
集
」

「撰
集
抄
」
「発
心
集
」
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
が
、　
そ
れ
ら
の
集
は
付
属

的
文
言
が
長
く
て
そ
れ
が
主
説
話
の
説
明
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
作
者
の
思
想

・
教

訓

・
感
情
ま
で
敷
術
し
て
述
べ
る
こ
と
が
多
い
。
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
そ
う
し
た

叙
述
の
部
分
に
例
証
と
し
て
ひ
か
れ
て
い
る
。

静
円
供
奉
の
遁
世
の
話
―
―

（上
略
）
そ
れ
、
徳
を
か
く
す
に
多
く
の
道
あ

り
。
唐
の
釈
恵
叡
の
八
千
里
隔
つ
る
境
に
至
り
て
あ
や
し
の
姿
に
や
つ
れ
て

羊
を
な
ん
飼
ひ
給
へ
り
。
此
の
国
の
真
範
は
つ
た
な
き
形
と
な
り
て
唖
の
ま

ね
を
し
給
へ
り
。
是
皆
徳
を
か
く
し
か
ね
て
と
か
く
煩
ひ
給
ふ
め
り
。

（下

一崎）
銀蝶諦巻三

恵
叡
と
真
範
の
説
話
が
ヒ
ト
フ
デ
説
話
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
主
説
話
た
る
静

円
の
説
話
と
内
容
的
に
通
じ
る
が
、
そ
の
説
話
に
付
属
し
て
そ
れ
を
補
強
す
る

の
で
は
な
く
、
徳
を
隠
す
為
に
身
を
偽

っ
た
こ
と
の
例
証
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

（口
）
付
属
的
文
言
で
な
い
文
言
の
中
に
あ
る
場
合

ヒ
ト
フ
デ
説
話
を
伴

っ
て
い
る
文
言
は
、
序
、
及
び
主
説
話
に
従
属
せ
ず
に

編
者
の
思
想

・
教
訓
を
述
べ
て
い
る
文
言
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
三
宝
絵
」
的
な

場
合
と
い
え
る
。
こ
ゝ
で
は
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
、
編
者
が
あ
る
思
想

・
教
訓
を

説
こ
う
と
す
る
の
を
助
け
る
為
の
例
証
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
わ
れ
る

場
所
こ
そ
違
え
、

（イ
）の
０
と
同
じ
用
い
方
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
そ
の
目
安

と
な
る
も
の
は
彼
と
共
通
す
る
が
、
更
に
二
・
三
追
加
す
る
と
、
ヒ
ト
フ
デ
説

話
の
後
に

「
た
ぐ
ひ
な
り
」

「
と
い
へ
る
も
云
云
」
な
ど
が
あ
り
、
又
そ
う
し

た
表
記
の
無
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
包
む
文
言
の
中
に
全
き
説
話

も
共
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合

「
三
宝
絵
」
の
所
で
述
べ
た
よ

う
に
、
両
者
は
例
証
と
し
て
の
役
割
に
於
い
て
対
等
で
あ
る
。
こ
の
例
は

「
宝

物
集
」
。
「
十
訓
抄
」
。
「沙
石
集
」
。
「発
心
集
」
に
主
と
し
て
現
わ
れ
る
。

カ
ャ
ゥ
ノ
コ
ト
ハ
我
朝
日
本
国
ニ
モ
オ
ホ
ク
キ
コ
エ
侍
メ
リ
。
（次
に
、軽

大
臣
の
燈
菫
鬼
と
な
り
居
た
る
を
子
に
救
は
る
ゝ
話
の
全
き
形
が
あ

っ
て
）

大
目
健
連

ハ
母
ノ
成
菫
女
が
餓
飢
城
二
落
タ
リ
シ
ウ
エ
ロ
ロ
タ
ス
ケ
、
妙
荘

厳
王
ノ
ニ
人
ノ
子

ハ
親
ヲ
ミ
チ
ビ
キ
テ
菩
提
ノ
道

二
入
タ
リ
云
云
絃
吻
孫
↑
巻

こ
ゝ
に
は
上
記
の
表
記
は
何
も
な
い
が
、
大
目
健
連

・
妙
荘
厳
王
の
部
分
が

ヒ
ト
フ
デ
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
全
き
説
話
た
る
軽
大
臣
の
説
話
と

対
等
に
、
子
が
宝
で
あ
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
ひ
か
れ
て
い
る
。

⌒ハ
）

説
話
そ
の
も
の
ゝ
中
に
あ
る
場
合

こ
れ
は
例
が
極
め
て
僅
か
し
か
な
い
。
そ
の
う
ち
、
伝
の
一
部
を
な
す
も
の

は

「今
昔
」
に
僅
か
見
え
る
が
、
こ
ゝ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ぬ
。
そ
れ

以
外
に
、
恣
意
的
に
挿
入
さ
れ
説
話
そ
の
も
の
ヽ
首
尾
内
容
と
密
接
な
関
係
を

持
た
な
い
も
の
が
あ
る
。
次
に
具
体
例
を
掲
げ
て
解
説
を
加
え
て
み
よ
う
。

良
峯
宗
貞
は
深
草
の
御
門
の
近
臣
也
。
蔵
人
頭
な
り
け
る
時
、
御
門
に
お

な効議［囃％詢猜けれ一摯か」詢一喝けないけ赤嘘』はな蹴清②ど中

に
て
は
小
町
に
あ
や
め
ら
れ
て
に
げ
に
け
り
。
さ
て
次
の
と
し
、
御
門
の
御

は
て
の
日
に
成
て
、
殿
上
人
ど
も
御
服
ぬ
が
む
と
て
河
原
に
出
あ
へ
り
け
る

と
こ
ろ
に
、

み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
袂
よ
か
は
き
だ
に
せ
よ

と
よ
み
て
、
か
し
は
の
葉
に
か
き
て
、
あ
や
し
の
わ
ら
は
し
て
さ
し
お
か
せ

た
り
け
り
。
と
て
み
る
に
、
良
峯
の
少
将
の
手
に
み
な
し
て
、
い
づ
ら
と
て

使
を
た
づ
ぬ
る
に
見
え
ざ
り
け
り
。
さ
る
利
に
後
に
は
僧
正
に
成
て
、
花
山

の
僧
正
遍
昭
と
そ
い
は
れ
け
る
。
奸
悧紳鵬



こ
の
原
話
は

「大
和
物
語
」
で
、
そ
の
一
連
の
遍
昭
説
話
の
前
半
に
、
深
草

帝
の
崩
御
か
ら

「
み
な
人
は
」
の
歌
に
至
る
説
話
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

は
①
の
み
が
あ
る
。
そ
し
て
歌
よ
り
う
し
ろ
従

っ
て
歌
よ
り
の
ち
の
出
来
事
と

し
て
五
条
后
と
の
対
面
と
輸
晦
、
そ
し
て
②
の
説
話
が
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
②

は

「
十
訓
抄
」
の
編
者
の
恣
意
に
よ
っ
て
添
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
叉

「
十

訓
抄
」
で
は
こ
の
説
話
が

「
可
レ存
二忠
信
廉
直
旨
一事
」
の
例
証
と
し
て
ひ
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
例
証
に
徹
す
る
な
ら
、
①

ｏ
②
は
共
に
不
要
で
あ
る
。①

ｏ
②

は
共
に
余
計
な
も
の
、
殊
に
②
は
そ
こ
に
あ

っ
て
は
寧
ろ
お
か
し
い
も
の
で
あ

る
。
こ
の
例
は
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
用
い
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
、
説
話

一
箇
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
消
長
を
み
る
時
、
伝

承
と
い
う
意
識
か
ら
離
れ
た
、
説
話
が
非
説
話
化
さ
れ
た
極
端
な
場
合
と
し
て

そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
非
説
話
化
さ
れ
た
説
話
と

し
て
、他
の
何
か
、
（他
の
新
し
い
内
容
と
形
態
を
持

っ
た
説
話
か
も
し
れ
ぬ
し
、

叉
、
説
話
か
ら
離
れ
た
評
論

・
解
説
か
も
し
れ
ぬ
。）を
成
り
立
た
せ
る
も
の
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
言
え
る
。

五

　

ヒ
ト

フ
デ

説

話

の
生

因

多
数
の
こ
う
し
た
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
、
説
話
世
界
の
ど
こ
に
そ
の
生
因
が
求

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
中
世
の
傾
向
説
話
集
や

「著
聞
集
」
の
場
合
に
つ
い
て
、

少
く
と
も
次
の
四
つ
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。

一
は
、
傾
向
説
話
集
や

「著
聞
集
」
で
は
説
話
が

「
た
め
し
」
と
し
て
ひ
か

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

「
た
め
し
」
と
し
て
ひ
か
れ
る
と
、　
説
話
は
話
と
し
て
の

面
白
さ
よ
り
も
、
そ
の
事
実
を
語
る
も
の
と
し
て
の
属
性
に
ウ
エ
イ
ト
を
か
け

て
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
面
白
く
語
ろ
う
之
す
る
意
図
は
失
せ
、
語
り
日
の
面
白

さ
は
問
題
に
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
故
、
説
話
に
具
象
性
を
与
え
て
い
た
端
々

で
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
切
り
捨
て
ら
れ
、
話
の
筋
だ
け
が
辿
れ
る
位
に
説
話
は
簡

略
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
随
所
に
見
ら
れ
る
註
記
に
も
、
皆
が
知

っ
て
い

る
か
ら
簡
略
化
し
た
と
か
、
事
が
長
く
な
る
か
ら
省
略
す
る
と
か
言
う
も
の
が

目
に
つ
く
。
説
話
を
耳
を
喜
ば
し
む
る
も
の
と
し
て
ゞ
は
な
く
、
事
実
と
し
て

捉
え
、
そ
れ
を

「
た
め
し
」
と
し
て
伝
承
し
よ
う
と
し
た
が
故
に
、
こ
う
し
た

簡
略
化
や
省
略
が
平
気
で
行
わ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

「
た
め
し
」
と

し
て
の
意
図
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
が
そ
の
梗
概
だ
け
を
ヒ
ト

フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

二
は
、
日
本
の
説
話
世
界
が
量
的
に
豊
富
且
つ
歴
史
を
持
つ
も
の
と
な
り
、

享
受
者
の
間
に
説
話
知
識
の
共
通
の
基
盤
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
院
政
期
か

ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
ふ
ま
え
て
い
る
仏
教
説
話
や
世
間
話

は
世
間
話
の
集
成
の
書
と
い
わ
れ
る

「今
昔
」
を
見
て
も
、
量
的
に
か
な
り
豊

富
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
内
典

・
外
共
に
典
拠
を
持
っ
た

も
の
は
言
う
に
及
ば
ず
、
日
本
の
説
話
も

「霊
典
記
」
の
時
代
か
ら
育
く
ま
れ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
長
い
歴
史
を
持

っ
て
い
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ

れ
る
。
０
に
上
げ
た

「
閑
居
友
」
の
序
的
部
分
で
、
中
国

。
印
度
の
音
の
跡
の

み
な
ら
ず
日
本
の
音
の
跡
を
も
ヒ
ト
フ
デ
に
ひ
き
あ
わ
す
と
言
っ
た
こ
と
か
ら

も
、
「霊
異
記
」

。
Ｊ
一宝
絵
」
の
頃
と
は
違
い
、
あ
る
説
話
か
ら
の
感
動
が
直

ち
に
日
本
種
の
説
話
の
連
想
を
呼
ぶ
迄
に
日
本
種
の
説
話
が
安
定
を
経
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
説
話
世
界
の
拡
大
は
、
当
然
享
受
者

の
説
話
知
識
の
拡
大
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
説
話
知
識
は
伝
や
そ

の
他
の
説
話
集
を
通
し
、
或
い
は
講
筵
や
雑
談
の
折
に
披
露
さ
れ
吸
収
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
基
盤
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の

存
在
自
体
が
逆
に
そ
の
こ
と
を
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
し
た
共
通
の
説
話

知
識
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
説
話
は
そ
の
梗
概
の
み
を
記
し
て
も
、
享
受
者
が



そ
の
説
話
知
識
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
足
し
納
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
享

受
者
に
よ
る
補
足
を
期
待
で
き
た
が
故
に
、
説
話
を
梗
概
化
し
ヒ
ト
フ
デ
に
記

す
こ
と
も
可
能
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

三
は
、
享
受
者
の
、
説
話
を
知
識
と
し
て
の
興
味
に
よ
り
見
る
態
度
で
あ
る
。

そ
れ
は
前
の
二
者
、
つ
ま
り
事
実
を
語
る
も
の
と
し
て
の
属
性
に
重
点
を
お
い

た
説
話
の
捉
え
方
や
、
享
受
者
側
の
説
話
知
識
の
拡
大
と
い
う
こ
と
に
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。
説
話
知
識
が
豊
富
に
な
る
に
つ
れ
、
享
受
者
は
説
話
の
タ
イ

プ

。
素
材
に
精
通
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
故
、
伝
承
者
が
説
話
を
記
し
て
も
記
し

了
ら
ぬ
う
ち
に
、
享
受
者
は
そ
の
大
体
を
察
し
て
し
ま
い
、　
一
人
で
そ
れ
を
納

得
し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
っ
た
。
世
間
話
、
そ
れ
も

一
回
的
な
面
白
さ
し
か
持

た
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
な
お
更
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
類
の
説
話
に
つ

い
て
は
、
知

っ
て
い
る
か
否
か
が
興
味
の
中
心
に
な

っ
て
い
た
。

「閑
居
友
」

の
序
的
部
分
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
ま
た
よ
の
中
の
人
の
な
ら
ひ
は

わ
づ
か
に
お
の
れ
が
せ
ば
く
あ
さ
く
も
の
を
み
た
る
ま
ゝ
に
、
こ
れ
は
そ
れ
が

し
が
し
る
せ
る
も
の
ヽ
中
に
あ
り
し
事
ぞ
か
し
な
ど
、
よ
に
も
た
や
す
げ
に
い

ふ
人
も
あ
る
べ
し
。」
こ
れ
は

「閑
居
友
」
で
は
既
に
伝
に
載

っ
て
い
る
話
は
と

ら
ぬ
と
す
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
、
享

受
者
が
説
話
に
対
す
る
時
、
知
識
と
し
て
説
話
を
見
る
態
度
が

一
般
的
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
享
受
者
の
見
方
を
意
識
し
て
、

周
知
の
説
話
を

「
た
め
し
」
と
し
て
記
す
時
、
慶
政
が
お
そ
れ
た
と
同
じ
種
類

の
非
難
を
う
け
る
こ
と
を
避
け
て
説
話
を
簡
略
化
し
て
記
そ
う
と
し
た
。
そ
れ

が
徹
底
さ
れ
る
と
説
話
は
ヒ
ト
フ
デ
ま
で
梗
概
化
さ
れ
る
こ
と
ヽ
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。

四
は
、
傾
向
説
話
集
や

「著
聞
集
」
の
編
者
の
説
話
知
識
の
ひ
け
ら
か
し
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
前
の
分
類
で
（イ
）
の
０
の
よ
う
に
、
―
に
似
て
い
る
と
か

似
て
い
な
い
と
か
、
或
い
は
そ
の
例
に
お
な
じ
で
あ
る
と
か
な
哺
と
か
、
と
い

っ
て
、
全
き
説
話
に
付
属
し
て
、
ひ
き
あ
わ
せ
て
い
る
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
存
在

か
ら
逆
に
こ
う
し
た
原
因
を
挙
げ
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
て
ひ
き

あ
わ
さ
れ
た
説
話
が
説
明
と
し
て
納
得
の
い
く
も
の
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い

場
合
も
多
く
、
就
中
、
「十
訓
抄
」
な
ど
に
は
ス
）の
よ
う
に
、
そ
こ
に
あ
っ
て

は
却

っ
て
誤
り
で
あ
る
よ
う
な
余
計
な
も
の
ま
で
存
す
る
。
そ
う
し
た
点
を
説

話
の
知
識
と
し
て
の
見
方
に
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
時
、
そ
う
し
た
ヒ
ト
フ
デ
説

話
は
編
者
が
自
分
の
知
識
と
し
て
持

っ
た
説
話
を
出
来
る
だ
け
多
く
披
露
し
よ

う
と
す
る
態
度
か
ら
生
し
た
も
の
と
解
し
得
よ
う
。
そ
れ
は
生
因
と
し
て
前
の

三
者
と
は
同
列
に
扱
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
多
数
生
ま
れ

る
に
至
っ
た

一
因
と
し
て
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
四
者
は
互
い
に
緊
密
な
関
係
を
持
ち
つ
ゝ
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
生
因
を

成
し
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
ヒ
ト
フ
デ
説
話
か
ら
逆
に
当
時
の
傾
向
説
話
集

や

「著
聞
集
」
の
ふ
ま
え
て
い
る
説
話
世
界
が
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

エハ
　

ヒ
ト

フ
デ
説
話

の
意
義

説
話
を
ヒ
ト
フ
デ
に
梗
概
化
し
て
記
す
と
い
う
こ
と
は
、
説
話
文
学
の
方
法

と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

説
話
は
本
来
、
人
の
耳
を
喜
ば
せ
る
性
質
を
持

っ
て
お
り
、
伝
承
者
も
享
受
者

も
共
に
説
話
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。
従

っ
て
、
説
話
集

に
お
い
て
説
話
を
説
話
の
面
白
さ
に
導
か
れ
つ
ゝ
伝
承
し
ょ
う
と
す
る
時
、
そ

う
し
た
意
識
が
編
者
の
意
図
の
上
に
働
い
て
い
た
の
で
あ

る
。

「今
昔
」

や

「宇
治
」
等
は
人
の
耳
を
喜
ば
そ
う
と
す
る
編
者
の
意
図
が
積
極
的
に
実
現
さ

れ
た
代
表
的
な
説
話
集
と
言
え
る
。
そ
の

「今
昔
」
や

「宇
治
」
等
の
説
話
文



学

注と
軋
て
の
形
態
と
方
法
は
、
西
尾
光

一
氏
に
よ
っ
て
説
話
物
語
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
。
口
承

。
書
承
の
如
何
に
か
ヽ
わ
ら
ず
常
に
口
が
た
り
の
形
で
う
け
と

め
、
説
話
物
語
と
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る

「今
音
」

「宇
治
」
等
に
お
い

て
、
編
者
の
主
体
は
表
現
さ
れ
た
説
話
の
上
に
大
き
く
顔
を
出
す
こ
と
は
な
い
。

説
話
の
末
に
批
評
が
僅
か
に
添
加
さ
れ
る
時
に
も
、

「
ト
ナ
ム
語
り
伝

ヘ
タ
ル

ト
ヤ
」
式
に
、
常
に
伝
承
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
話
と
し
て
の
面

白
さ
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
を
中
核
に
し
て
伝
承
さ
れ
た
説
話
が
前
に
出
さ
れ
、

編
者
の
主
体
は
隠
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
説
話
物
語
の
中
に
、
ヒ
ト
フ
デ
説

話
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
方
法
と
し
て
意
識
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
傾
向
説
話
集
や

「著

聞
集
」、　
主
と
し
て
傾
向
説
話
集
に
お
い
て
ゞ
あ
っ
た
。
院
政
末
か
ら
鎌
倉
期

に
族
出
し
た

「
宝
物
集
」
以
下
の
傾
向
説
話
集
を
、
西
尾
光

一
氏
は
批
評
的
発

想
を
伴

っ
た
も
の
と
い
う
観
点
に
お
い
て
説
話
評
論
書
と
呼
ば
れ
ぉ
。
説
話
評

論
の
形
態
に
お
い
て
は
、
説
話
を
説
話
と
し
て
伝
承
し
ょ
う
と
す
る
編
者
の
意

図
は
稀
薄
で
あ
り
、
説
話
が
編
者
の
主
観
的
な
判
断
を
露
骨
に
施
さ
れ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
説
話
伝
承
の
主
眼
は
、
説
話
の
面
白
さ
に
導
び
か
れ

て
説
話
を
伝
承
し
よ
う
と
す
る
所
か
ら
、
編
者
自
身
の
思
想

・
教
訓

・
感
概
を

表
明
す
る
為
に
、
内
典

・
外
典
や
日
本
製
の
伝

。
説
話
集

・
歴
史
物
語
等
に
伝

注
３

え
ら
れ
た
説
話
を
、
そ
の
事
実
性
に
ウ
ェ
イ
ト
を
か
け
て

「
た
め
し
」
と
し
て

記
そ
う
と
す
る
所
へ
と
移

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
話
伝
承
と
い
う
意
識
が
寧

ろ
後
退
し
、
編
者
の
主
体
が
前
に
出
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
説
話
は
伝
承
さ
れ

て
き
た
も
と
の
形
態
が
意
識
さ
れ
ず
、

「
た
め
し
」

と
し
て
全
体
の
形
が
漠
然

と
促
え
ら
れ
簡
略
化
の
方
向
に
進
む
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
フ
デ
説
話
は
、
そ
う
し

た
説
話
の

「
た
め
し
」
化
が
極
端
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

傾
向
説
話
集
の
中
で
特
異
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
四

で
示
し
た
中
世
の
実
態
例
に
見
る
通
り
、
（イ
）の
０
は
編
者
の
感
概
を
、
⌒口
）は

編
者
の
思
想

・
教
訓
を
表
明
す
る
為
に
ひ
き
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
引

用
の
仕
方
は
傾
向
説
話
集
に
お
い
て
、　
一
般
に
説
話
が
批
評
的
発
想
を
伴

っ
て

記
さ
れ
る
仕
方
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
傾
向
説
話
集
の
批
評
的
発

想
を
伴

っ
た
説
話
伝
承
に
お
い
て
、
編
者
の
説
話
伝
承
に
対
す
る
意
識
を
ヒ
ト

フ
デ
説
話
の
上
に
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

編
者
の
説
話
伝
承
に
対
す
る
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
説
話
文
学
の
方
法
を
考

え
る
時
、
傾
向
説
話
集
の
特
色
は
こ
の
ヒ
ト
フ
デ
説
話
の
上
に
促
え
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
学
院
学
生
）

注
１
西
尾
光

一
氏

「中
世
説
話
文
学
論
」

一
三
九
頁

２
仝
書
　
一
六
四
頁

３
「今
昔
」
も
説
教
の
種
本
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
説
話
は
た

め
し
」
と
し
て
手
段
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
傾

向
説
話
集
の
方
法
も
同
じ
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
も
出
て
こ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
な
唱
導
の
場
で
用
い
ら
れ
る
場
合
は
兎
も
角
、

説
話
文
学
と
し
て

「今
昔
」
の
中
に
現
わ
れ
た
伝
承
意
識
に
つ
い
て
見
る

限
り
で
は
そ
う
は
言
え
ぬ
。
説
話
を

「
た
め
し
」
と
し
て
利
用
し
何
か
を

一百
お
う
と
す
る
意
図
よ
り
も
、
説
話
そ
の
も
の
、
叉
そ
の
面
白
さ
を
伝
承

し
よ
う
と
す
る
意
図
の
方
が
強
い
の
で
あ
る
。
「
百
座
法
談
」

な
ど
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
場
で
唱
導
に
用
い
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
が

「
た
め
し
」
化
さ
れ
て
用
い
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
「今
昔
」
の
中
の
も
の

と
し
て
見
る
場
合
、
説
話
は
未
だ

「
た
め
し
」
化
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で

あ
る
。
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