
Title 往生の集としての『撰集抄』

Author(s) 近本, 謙介

Citation 語文. 1990, 55, p. 27-46

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68820

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



往

生

の

集

と

し

て

の

『
撰

集

抄

』

説
話
集
が
、
い
か
な
る
集
と
し
て
の
方
法

・
論
理
の
下
に
構
成
さ
れ
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
も
そ
も
全
て
の
説
話
集
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
構
造

を
見
出
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
個
々
の
説
話
集
を
対
象
と
し
て
、
個
別

に
探
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
個
々
の
作
品
を

説
話
集
の
系
譜
の
中
に
位
置
付
け
る
作
業
に
も
繋
が
っ
て
い
よ
う
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
る

『撰
集
抄
」
に
関
し
て
も
、
そ
の
構
造
理
解
を
目
的
と

い
薇
け
し
ゴ
堀
謀
颯
〆

評
『
』
『
弊
彎
一
輸
猜
晦
輛
鳩
瑞
数
料
獅
嘘
「
編
め

で
、
「撰
集
抄
』
全
体
の
方
法
と
も
い
え
る
西
行
仮
託
と
い
う
方
法
も
、
集
の

方
法
の
中
に
相
対
化
さ
れ
て
位
置
付
け
ら
れ
る
点
を
、
最
終
話
の

「覚
英
僧

都
」
創
作
の
方
法
の
中
に
み
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た

「集
」
と
し
て
の
方

法

・
論
理
の

一
端
を
、
「撰
集
抄
』
の
往
生
叙
述
と
い
う
表
現
レ
ベ
ル
に
即
し

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

一

『
日
本
往
生
極
楽
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
往
生
伝
か
ら
、
「発
心
集
』

。

『
閑
居
友
』

。
「撰
集
抄
」
と
い
っ
た
中
世
仏
教
説
話
集
へ
の
系
譜
を
、
往
生

近

本

謙

の
文
学
か
ら
遁
世
の
文
学
へ
と
捉
え
る
こ
と
に
、
大
き
な
誤
り
が
あ
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。
「発
心
集
」
で
は
、
往
生
に
失
敗
し
た
人
物
等
も
取
り
上
げ
ら
れ
、

長
明
が
往
生
者
の
列
伝
と
し
て
こ
の
集
を
編
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
し
、
そ
こ
で
往
生
の
確
認
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
こ
に
至
る
た
め
の
過

程
を
様
々
な
角
度
か
ら
追
求
し
た
こ
と
は
、
「撰
集
抄
』
が
度
々
持
ち
出
す
、

「
心
澄
む
」
と
い
う
詞
に
集
約
的
に
結
晶
化
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
往
生
伝
を
話
材
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
『発
心
集
』

認
酵

山

箋

盟

謀
羹

霧

備

ら
れ
、
往
生
伝
の
継
承
と
い
っ
た
側
面
も
ま
た
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
「
発
心
集
」
か
ら

『撰
集
抄
」
に
至
る
中
世
仏
教
説
話
集
の
性
格
は
、

往
生
伝
の
継
承
と
展
開
の
様
相
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

妙
一
け
い
時
に
一
¨
砕
赫
凄
仲
『
脚
枷
一
い
”
「
十
嚇

よ
口 田
鮨
鰤
枷
一
¨
は
中
¨

展
開
と
も
い
う
べ
き
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
廣
田
氏
の

介



題
目
に
あ
る
よ
う
に
、
「
変
質
」
と
い
う
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
閑
居
友
」
に
関
し
て
は
、
小
林
保
治
氏
に
よ
っ
て
、
「全
体
は

『高
僧
↓

凡
僧
↓
俗
男
↓
女
性
」
と
い
う

一
応
の
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
往
生
伝
そ
の
ま

鮮
訂
覆

多
蜀
魂
輝
肇
詞
襲

い」難最い『π】鶴〉哄経だ雄鎌珊通磁獣群
に期「け射薇略畦晰

つ
時
謎
雄
役
¨
籟
「
な
違
い
と
い
う
点
が
、
集
の
本
質
を
考
え
る
視
座
の
ひ
と

魏

「に舞

』
要

弱

嘲

齢築

で

熟』移」Ｆ職れ綺Ｘ机ぼ帥嬬卿撫刺雌帆綺一しけ〉れ』跡ぼ剛

鰤を。前姓騨卿
・減紗瑞．“望̈
御劃わ廠秒授い時っけ鯨敵に影累“嘩ヽ

色
鮮
囁
一へ場
劇
部
爆
」
勒
時
磋
でっ算
野
冨
心

鰈け̈
鐵躊」だ薇型がボ‐まめイやヽま「』‐こっ狂唾一とへ』鯛綺凱けけ証つ往

け一証幌餞』れ強る鳴聾了罫」町い一ｆ嗜渫』においては切り捨てたと

響
霙
「誕
令
襲

邸
影
螺
雉

残浸と『畔鰈制維（軸朔薇一凛格は』詢け如けれは（けれ蝶けは

み
え
る
特
質
を
も
備
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
詳
述
は
省
略
し
て
、
「撰
集

抄
」、
「
閑
居
友
』
の
往
生
諄
は
大
概

『
発
心
集
』
の
そ
れ
に
近
く
、
や
や

往
生
伝
と
の
中
間
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
の
み
を
提
示
し
て

お
く
。

と
し
、
さ
ら
に

『
撰
集
抄
』
に
は
往
生
の
奇
瑞
も
か
な
り
み
え
、
ま
た
前
記
の
構
造
に
示

し
た
典
型
的
な
往
生
叙
述
も
少
な
い
な
が
ら
両
書
に
散
見
す
る
。

と
注
を
付
し
て
い
る
。

理

爾

霙

ギ

』
響

「
』
卿

¨
仁

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
遁
世
者
の
集
と
も
い
う
べ
き

『撰
集
抄
』
の
性
格
を
考
え

る
上
で
、
至
極
当
然
な
あ
り
か
た
と
い
え
る
が
、
先
に
あ
げ
た
二
氏
の
他
に

『撰
集
抄
」
の
往
生
話
そ
の
も
の
を
俎
上
に
の
せ
た
も
の
は
な
く
、
両
氏
の
論

に
お
い
て
も
、
数
的
に
減
少
し
て
い
る
と
す
る
沼
波
氏
の
検
証
の
結
果
と
、
往

生
の
奇
瑞
も
か
な
り
み
え
、
往
生
伝
と

『発
心
集
』
の
中
間
的
な
性
格
を
持
つ

と
す
る
廣
田
氏
の
見
解
と
は
、
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
往
生
の
集
と

し
て
の

「撰
集
抄
」
に
こ
だ
わ
る
必
要
性
を
感
じ
る
所
以
で
あ
る
。

廣
田
氏
の
言
う

「
な
に
が
し
か
の
往
生
伝
に
み
え
る
特
質
」
を
具
体
化
し
、

そ
れ
を
往
生
伝
及
び

『
発
心
集
』

・
『閑
居
友
』
の
継
承
と
展
開
の
中
に
位
置

付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

二

堤
幅
妊物‐こ翌
勢
晦
蹂
お『理
鈍
聾
権



往
生
に
関
す
る
叙
述
を
指
す
用
語
と
し
て
は
、
前
掲
廣
田
氏
の
論
考
に
み
え

る

「往
生
叙
述
」
の
語
を
、
往
生
に
ま
つ
わ
る
記
述
を
広
く
指
す
も
の
と
し
て

用
い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「撰
集
抄
』
の
冒
頭
話

「
僧
賀
聖
人
の
事
」
と

『発
心
集
」
巻

一
第
五
話

「多
武
峯
僧
賀
上
人
、
遁
世
往
生
の
事
」
と
は
、
類
話
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
い
ま
両
話
の
内
容
を
対
照
さ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

根
本
中
堂
に
千
夜
参
籠

一螂は」は̈
心やつきかね

伊
勢
大
神
官
参
籠
・示
現
「名
利
を
す
て
よ

と
に
こ
そ
侍
る
な
れ
。
さ
ら
ば
す
て
よ
。」

一

伴
狂
の
振
舞

ｏ
「小
袖
衣
み
な
乞
食
ど
も
に
ぬ
ぎ
く
れ

て
」「あ

か
は
だ
か
に
て
下
向
」

ｏ
「此
の
禅
師
は
物
に
狂
ふ
か
」
と
言
わ

れ
る
の
に
も
動
じ
ず

僧
賀
の
出
自
と
蹟
徳
、
人
に
勝
れ
る
こ
と

↑

根
本
中
堂
に
千
夜
参
籠

一

千
夜
満
ち
て
後
、
「
い
か
で
か
、
身
を
い

た
づ
ら
に
な
さ
ん
」
と
い
う
境
地
に
至
る

一

年
狂
の
振
舞

ｏ
内
論
議
の
際
の
饗
の
、
庭
に
投
げ
捨
て

た
も
の
諸
の
乞
食
と
共
に
む
さ
ぼ
り
食

つヽ
」

ｏ
「宰
相
公
の
物
に
く
る
ふ
」
と
言
わ
れ

る
の
に
動
じ
ず

・
師
匠
の
大
師
の
諫
め
を
も
開
か
ず

↑

大
和
国
多
武
峯
ヘ

説

話

評

論

一

大
和
国
多
武
峯
ヘ

↑

伴
狂
の
振
舞

ｏ
后
の
官
の
戒
師
と
し
て

ｏ
仏
供
養
に
招
か
れ
た
際

・
師
僧
正
に
対
し
て

↑

説

話

評

論

説
話
の
展
開
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
が
た
い
へ
ん
類
似
し
た
も
の
と
な
っ

て
い
緩
理
。
師
の
慈
恵
大
師
良
源
の
描
き
方
も
、
「
撰
集
抄
』
で
は
、
「
名
利

を
す
て
給
ふ
と
は
知
り
侍
り
ぬ
、
但
、
か
く
ま
で
の
振
舞
は
侍
ら
じ
。
は
や
威

儀
を
正
し
く
し
て
、
心
に
名
利
を
離
れ
給
へ
か
し
」
と
諌
め
る
の
も
聞
き
入
れ

ず
去
っ
て
い
く
弟
子
の
僧
賀
に
対
し
て
、
「
大
師
も
、
門
の
外
に
出
で
給
ひ
て
、

は
る
／
ヽ
と
見
送
り
給
ひ
て
、
す
ゞ
ろ
に
涙
を
な
が
し
給

へ
り
け
り
。
」
と
し

て
お
り
、
「発
心
集
』
で
も
、
朝
廷
と
交
渉
を
持
つ
師
の
態
度
を
、
奇
行
に
よ

っ
て
非
難
す
る
弟
子
に
対
し
て
、
「
車
の
内
に
て
、
「此
れ
も
利
生
の
為
な
り
』

と
な
む
、
答
へ
給
ひ
け
る
」
と
描
い
て
い
て
、　
一
話
全
体
の
構
成
も
さ
る
こ
と



な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
師
と
弟
子
の
微
妙
な
立
場
の
違
い
ま
で
を
巧
み
に
描
き

ぽ
街
一
た
い
へ
ん
似
通
っ
た

一
話
と
し
て
仕
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ

こ
う
し
た
両
話
に
お
い
て
、
往
生
に
関
す
る
叙
述
と
い
う
点
か
ら
比
較
す
る

と
、
『撰
集
抄
」
が
そ
れ
に
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
「発
心
集
」
は

四
角
で
囲
ん
だ
よ
う
に
、
最
後
に
命
終
を
語
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気

付
く
。
『発
心
集
』
の
該
当
部
分
を
あ
げ
る
と
、

既
に
聖
衆
の
迎
ひ
を
見
て
、
悦
ん
で
歌
を
よ
む
。

み
づ
は
さ
す
八
十
あ
ま
り
の
老
い
の
浪

ぐ
ら
げ
の
骨
に
あ
ひ
に
け
る
か
な

と
よ
み
て
、
を
は
り
に
け
り
。

と
な
る
。
臨
終
間
際
に
聖
衆
の
来
迎
を
み
る
と
い
う
往
生
確
認
の
ひ
と
つ
の
型

で
あ
り
、
こ
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
「発
心
集
』
に
お
け
る
僧
賀
の
往
生
は
保
証

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

『撰
集
抄
』
が
僧
賀
の
往
生
に

関
す
る
叙
述
を
全
く
欠
い
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ

て
く
る
。
「本
朝
法
華
験
記
」

。
「続
本
朝
往
生
伝
』

。
「今
昔
物
語
集
』

。

『多
武
峯
略
記
』
等
、
僧
賀
を
語
る
先
行
文
献
が
そ
の
臨
終
を
綴
っ
て
い
る
こ

と
も
、
そ
の
感
を
強
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
、
「閑
居
友
」
と
の
類
話
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「撰
集

抄
』
巻
三
第
三
話

「播
磨
国
竹
の
岡
の
遊
女
の
尼
の
事
」
と
、
「
閑
居
友
』
下
巻
第

編
絶
″頭一Ｍ
Ｌ
菫
轟
神
籍
麓
ぷ
許
獅鋳
膨輔

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

播
磨
国
竹
の
岡
に
庵
結
ぶ
尼

↑

元
は
室
の
遊
女
で
、
中
納
言
顕
基
に
愛

さ
れ
、
都

へ
上
っ
た
が
、
後
に
室
に
戻

さ
れ
る

一

以
後
、
遊
女
の
振
舞
は
し
な
か
っ
た

中
納
言
の
内
の
者
で
船
で
西
国
か
ら
上

る
も
の
に
、
髪
を
切
り
歌
を
添
え
て
託

す

一

冒
頭
に
記
す

「播
磨
国
竹
の
岡
」
の
庵

で
心
を
澄
ま
す

一

中
納
言
顕
基
は
室
の
遊
人
を
愛
し
た
が

後
に
も
と
の
室
の
泊
へ
帰
し
た

一

母
に
遊
女
の
振
舞
を
し
な
い
こ
と
を
語

り
、
心
を
す
ま
し
て
念
仏
に
い
そ
し
む

一

母
　
の
　
死

一

中
納
言
の
も
と
に
下
ざ
ま
に
使
わ
れ
る

者
が
都
へ
上
る
船
に
乗
っ
て
、
遊
女
の

振
舞
に
よ
っ
て
母
の
四
十
九
日
の
供
養

の
金
を
手
に
入
れ
、
髪
を
切
っ
て
船
に

置
い
て
去
る
。

一

仏
事
を
す
ま
せ
た
後
、
出
家
し
て

「
静

な
る
所
」
で
い
み
じ
く
行
う

一



室
の
遊
女
の
母
に
関
す
る
言
及
の
有
無
な
ど
に
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
い
わ

ゆ
る
説
話
評
論
部
に
は
同
文
的
一
致
が
み
ら
れ
、
全
体
の
構
成
も
類
似
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
中
で
、
『撰
集
抄
』
が
尼
の
往
生
を
語
り
、
『閑
居
友
」
が
そ
れ

を
欠
く
の
は
、
説
話
構
成
の
上
で
異
同
を
き
た
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
『撰

集
抄
』
が

『閑
居
友
』
の
同
話
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら

の
こ
と
、
尼
の
往
生
は

『撰
集
抄
』
編
者
が
、
意
識
的
に
こ
の
説
話
に
取
り
込

障
は
緩
蘇
繊
¨
¨
あ
］
ド
に
胸
翻
蹴
妙
嗜
能
を
比
較
す
る
上
で
無
視
で
き
な
い

『
撰
集
抄
』
が
尼
の
往
生
を
記
す
部
分
を
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

此
尼
は
、
只
わ
く
方
な
く
朝
暮
念
仏
し
侍
り
け
る
が
、
終
に
本
意
の
ご
と

く
往
生
し
て
、
来
た
り
を
が
む
人
多
く
侍
り
け
り
。

其
庵
の
跡
と
て
、
今
の
代
ま
で
朽
ち
た
る
ま
ろ
木
の
見
え
侍
り
し
は
、

柱
な
ど
に
こ
そ
。
只
、
す
こ
し
す
ぐ
な
る
様
し
た
る
木
の
、
節
な
ど
も
さ

な
が
ら
い
ぶ
せ
く
て
侍
り
し
、
見
侍
り
し
に
こ
そ
、
す
ぞ
ろ
に
昔
ゆ
か
し

く
思
ひ
や
ら
れ
て
侍
り
。

傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
往
生
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
の
説
話
に

お
い
て
は
尼
の
往
生
が
保
証
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
続
い
て
記
さ
れ
る
仮

託
西
行
に
よ
る
遺
跡
の
確
認
、
ま
た
先
の

『
閑
居
友
」
と
の
対
照
表
の
説
話
評

論
部
に
お
け
る
傍
点

「
此
中
納
言
も
」
と

「
此
中
納
言
は
」
の
異
同
、
さ
ら
に

は

『
閑
居
友
』
に
は
な
く

『撰
集
抄
』
が
独
自
に
記
す
末
尾
の
傍
線
部
か
ら
し

て
、
尼
の
往
生
は

「撰
集
抄
』
巻
三
第
二
話
に
お
い
て
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要

素
で
あ
り
、　
一
話
と
し
て
の
機
能
を
支
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
「撰
集
抄
』
説
話
と

『発
心
集
』

・
『
閑
居
友
」
の
類
話
と
の
比
較

を
試
み
、
そ
こ
に
現
れ
る
往
生
叙
述
の
有
無
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
二
例
の
結

果
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

ａ　一日一中疇つ一一一一一赫　̈一［̈一̈］一　　僧賀説話　　３．

中
納
言
、
歌
を
み
て
泣
き
こ
が
れ
る

一

・
さ
や
う
の
あ
そ
び
人
な
ど
に
成
ぬ
れ

ば
、
人
に
す
さ
め
ら
る
ゝ
は
な
む
ど

お
も
ひ
た
く
思
ひ
取
る
ま
で
は
な
か

ら
ん
な
る
物
を
…
…

・
此
中
納
言
も
、
い
み
じ
き
往
生
人
に

て
い
ま
そ
か
り
け
り
と
、
伝
に
は
載
せ

て
侍
れ
ば
、
さ
や
う
の
事
に
て
や
い
ま

そ
か
り
け
ん
。
つ
れ
も
な
き
心
の
思
ひ

お
ど
ろ
き
て
、
世
を
秋
風
の
吹
き
に
け

る
に
こ
そ
。
今
は
又
、
む
つ
ま
し
き
新

生
の
菩
薩
ど
も
に
て
こ
そ
い
ま
そ
か
る

ら
め
と
思
は
れ
て
、
其
の
事
と
な
く

中
納
言
、
事
情
を
聞
い
て
涙
ぐ
む

説

話

評

論

ｏ
さ
や
う
の
あ
そ
び
人
と
な
り
ぬ
れ
ば
、

さ
る
べ
き
さ
き
の
世
の
事
に
て
、
い

か
な
れ
ど
も
恥
は
み
て
こ
そ
侍
る
を

ｏ
中
納
言
は
、
い
み
じ
き
往
生
人
に
て

お
は
じ
け
る
と
、
往
生
伝
に
も
侍
め
れ

ば
、
さ
る
べ
き
事
に
て
、
お
ど
ろ
か
れ

ぬ
た
も
と
に
も
し
め
か
し
と
て
、
秋
風

も
ふ
き
そ
め
け
る
や
ら
ん
と
ま
で
お
ぼ

ゆ
。

説

話

評

論

れ
に
も
侍
る
な
り
。
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こ
の
二
例
を
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、
「
発
心
集
」
に
あ
る
往
生
叙
述
が
な
か

っ
た
り
、
逆
に

『
閑
居
友
』
に
は
な
い
往
生
叙
述
を
取
り
込
ん
だ
り
と
、
「撰

集
抄
」
の
往
生
叙
述
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
「撰
集
抄
』
の
往
生
叙

述
に
は
、
集
と
し
て
の
何
ら
か
の
法
則
性
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
例
の
結
果
を
な
が
め
る
と
、
両
話
に
お
い
て
対
照
的
な
要
素
と
し
て
、
説

話
主
人
公
、
つ
ま
り
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
る
人
物

（主
体
）
が
、
僧
賀
と
室
の

遊
女
と
い
う
、
少
々
乱
暴
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
往
生
に
最
も
近
い
者
と
遠
い

者
と
も
い
う
べ
き
違
い
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
ひ
と
つ
の
仮
説
を
立
て
て
、
そ
の
検
証
に
入
り
た
い
。
す
な
わ
ち
、

「撰
集
抄
」
に
お
け
る
往
生
叙
述
の
有
無
は
、
そ
れ
が
記
さ
れ
る
べ
き
説
話
中

の
人
物
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

三

往
生
伝
の
定
型
を
小
林
保
治
氏
は
、

Ａ
、
（往
生
者
の
僧
俗
の
別
）。
僧
位
ま
た
は
官
職
名
、
法
名
ま
た
は
俗
名
。

Ｂ
、
出
身
地

・
居
住
地
。
出
自

・
出
生
。

Ｃ
、
性
向

・
少
年
時
の
こ
と
。

Ｄ
、
経
歴
　
ａ
出
家
の
機
縁

・
契
機
。
ｂ
行
業
の
内
容
。
ｃ
存
在
時
の
奇

瑞
。

Ｅ
、
歿
年
時

。
享
年

（
こ
れ
は

［
Ｈ
］
の
後
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
）。

Ｆ
、
往
生
の
予
知

・
予
言
。

Ｇ
、
臨
終
時
の
行
儀

・
奇
瑞
。

と
卜

鍔

澤

糞

麒

量

蓋

‥

‥

ま

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
典
型
的
な
例
を
は
じ
め
と
し
て
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
往
生
に
ふ
れ
た
も
の
ま
で
を
含
め
て
、
「撰
集
抄
』
の
往

生
叙
述
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

巻

一
の
各
話
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
巻

一
の
八
話
に
つ
い
て
、
往
生

叙
述
の
有
無
と
い
う
点
か
ら
分
類
を
試
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

◎
往
生
叙
述
の
み
ら
れ
る
も
の

第
二
話

「親
の
処
分
被
る

一一押
し
取
ら

一
事
」

。
第
三
話

「乞
食
法
師
帷
を

返
す
事
」

。
第
四
話

「
伊
勢
の
長
歌
の
事
」

。
第
五
話

「
坐
禅
‥
僧
の
事
」

◎
往
生
叙
述
の
み
ら
れ
な
い
も
の

第

一
話

「
僧
賀
聖
人
の
事
」

。
第
六
話

「
越
後
国
の
市
の
老
者
の
事
」

第
七
話

「新
院
の
御
墓
白
峯
の
事
」

・
第
八
話

「
行
賀
僧
都
耳
を
切
る
事
」

ま
ず
、
第
八
話
は
山
階
寺

（興
福
寺
）
の
僧
行
賀
僧
都
が
、
悪
塘
に
悩
む
者

の
た
め
耳
を
切
っ
て
与
え
て
、
そ
の
後
寺
を
離
れ
三
輪
に
遁
世
し
、
後
に
十

一

面
観
音
が
慈
悲
の
深
さ
を
試
し
た
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
叡
山
か
ら
の
再
出
家
を
は
た
し
た
第

一
話
の
僧
賀
の
説
話
と
同
じ
く
、
高

僧
の
寺
院
か
ら
の
再
出
家
を
扱
っ
た
こ
れ
ら
二
話
に
は
往
生
叙
述
は
み
ら
れ
な

い
。
第
六
話
、
第
七
話
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
越
後
国
し
た
の
上
村
」
と
白
峯
の

「
新
院
の
御
墓
所
」
で
の
仮
託
西
行
の
見
聞
と
感
懐
で
あ
り
、　
一
話
の
う
ち
に

特
定
の
人
物
の
出
家
遁
世
話
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
れ
ら

二
話
に
も
、
往
生
叙
述
は
見
出
せ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
巻

一
に
お
け
る
往
生
叙
述
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
と
認

定
し
た
叙
述
を
、
そ
の
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
た
人
物
お
よ
び
説
話
内
容
と
と
も

に
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。



◎
第
二
話

人
物

内
容

往
生
叙
述

◎
第
三
話

人
物

内
容

往
生
叙
述

◎
第
四
話

人
物

内
容

形
ば
か
り
な
る
い
は
り
む
す
び
て
、
深
く
後
世
の
い
と
な
み

す
る
人

祗
園
の
託
宣
に
よ
っ
て
出
家
遁
世
。
親
の
処
分
を
押
さ
え
取

っ
た
人
物
も
後
を
追
う
。

か
く
て
二
と
せ
と
申
し
け
る
二
月
十
四
日
の
暁
に
、
先
に
世

を
遁
れ
給
ひ
し
人
は
、
西
に
む
き
座
し
、
後
に
家
を
出
で
給

ひ
し
聖
は
、
か
の
座
せ
る
上
人
の
ひ
ざ
を
枕
に
て
、
眠
れ
る

ご
と
く
し
て
終
り
を
と
り
給
へ
り
。
明
け
に
し
か
ば
、
人
雲

霞
の
ご
と
く
走
り
集
ま
り
て
、
往
生
人
と
て
結
縁
を
ぞ
し
侍

り
け
る
。
其
形
を
う
つ
し
と
ゞ
め
て
、
今
に
侍
る
と
か
や
。

い
づ
く
の
者
と
も
し
ら
れ
で
、
さ
そ
ら
へ
あ
り
く
僧

与
え
ら
れ
た
帷
を
無
用
と
し
、
法
文
を
問
う
印
西
に
対
し
て
、

そ
れ
を

「
見
る
や
い
か
に
あ
だ
に
も
咲
け
る
あ
さ
が
ほ
の
花

に
さ
き
だ
つ
け
さ
の
し
ら
露
」
の
歌
に
託
し
て
詠
み
、
行
方

知
れ
ず
に
な
る
。

此
事
、
江
帥
の
往
生
伝
に
注
し
載
せ
給
へ
り
。
見
す
て
が
た

さ
に
、
た
く
み
の
こ
と
葉
を
い
や
し
げ
に
引
き
な
し
侍
る
也
。

見
及
ば
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
彼
記
に
は
、
「
平
の
京
東
山
霊

山
の
ほ
と
り
に
て
往
生
の
素
懐
を
と
げ
ぬ
」
と
侍
る
を
み
る

に
、
す
ゞ
ろ
に
涙
お
ち
て
侍
り
き
。

国
行
の
三
位

七
条
の
皇
后
崩
御
の
後
、
伊
勢
の
詠
ん
だ
長
歌
に
嘆
き
が
募

往
生
叙
述

り
、
出
家
遁
世
。

判

樹

到

細

劉

引

鋼

引

引

劇

悧

劇

剰

劇

引

け
め
と
、
貴
く
覚
え
侍
り
。
さ
て
も
往
生
の
素
懐
を
と
げ
給

ひ
な
ば
、
最
初
引
接
の
人
に
て
は
、
伊
勢
の
み
に
て
こ
そ
侍

ら
め
と
、
す
ヾ
ろ
に
あ
は
れ
に
侍
り
。

日
か
げ
も
も
ら
ぬ
木
の
本
に
、
形
の
ご
と
く
な
る
い
ほ
り
む

す
び
て
、
坐
禅
せ
る
僧

（武
勇
の
家
の
生
ま
れ
）

内
容

　
　
　

「生
死
の
無
常
の
お
そ
ろ
し
く
覚
え
て
」
出
家
。
そ
の
後
更

に
宇
津
の
山
辺
に
遁
世
。

往
生
叙
述
　
　
さ
て
も
、
い
ま
又
い
か
な
る
浄
土
に
か
お
は
す
ら
ん
と
、

返
々
も
う
ら
や
ま
し
く
侍
り
。

第
二
話
に
お
い
て
、
「
西
に
む
き
座
し
」
、
「
眠
れ
る
ご
と
く
」
終
わ
る
の
は
、

中
渉
『
協
鈍
暉
珂
錆
し
議
は
聟
晨
メ
一
脚
〆
『

さ 生
湖
櫛
コ
脚
餃
″
縁
は
Ｃ
（
猜

。

第
三
話
の

「
江
帥
の
往
生
伝
」
が
匡
房
の

『続
本
朝
往
生
伝
』
を
指
す
と
す
れ

ば
、
現
在
の
同
書
に
は
見
当
た
ら
ず
、
何
ら
か
の
錯
誤
あ
る
い
は
意
図
的
改
変

と
し
て
お
く
し
か
あ
る
ま
い
が
、
評
論
部
に
お
い
て
編
者
が
言
う

「
た
く
み
の

こ
と
葉
を
い
や
し
げ
に
引
き
な
」
す
説
話
叙
述
の
中
で
、
説
話
末
尾
を

「
其
後

は
い
づ
ち
へ
か
さ
そ
ら
へ
ゆ
き
に
け
ん
、
ふ
つ
と
み
え
給
は
ず
と
な
む
」
と
締

め
括
り
、
「
さ
れ
ば
、
い
か
な
る
智
者
の
心
を
発
せ
る
に
て
お
は
じ
け
る
や
ら

ん
。
返
々
も
ゆ
か
し
く
侍
り
」
と
し
て
、
往
生
叙
述
に
至
ら
な
い
点
を
も
考
慮

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
話
に
お
い
て
編
者
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
「
道
心
」

と

「往
生
」
の
二
段
階
を
想
定
し
た
語
り
方
を
し
て
お
り
、
「
往
生
の
素
懐
を

と
げ
給
ひ
な
ば
」
と

「往
生
」
が
仮
定
条
件
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
国
行
の

◎
第
五
話

人
物



三
位
の
出
家
遁
世

（道
心
）
が
、
そ
の
ま
ま
往
生
に
必
然
的
に
結
び
付
く
も
の

で
は
な
い
と
い
う
認
識
の
下
に
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
第
五
話

に
お
い
て
は
、
編
者
は
評
論
部
で
僧
の
往
生
に
思
い
を
致
し
て
い
る
。

巻

一
に
お
け
る
往
生
叙
述
は
、
往
生
伝
の
よ
う
に
奇
瑞
を
並
べ
た
て
る
と
い

う
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
も
、
説
話
中
に
往
生
の
事
実
が
示
さ
れ

る
も
の

（第
二
話
）
か
ら
、
評
論
部
に
説
話
中
の
人
物
の
往
生
に
関
心
を
示
す

一
節
を
付
す
も
の
ま
で
、
必
ず
し
も

一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
往
生

叙
述
が
な
さ
れ
る
人
物
は
、
「形
ば
か
り
な
る
い
ほ
り
む
す
」
ぶ
僧

（第
二

話

・
第
五
話
）
や
、
「
い
づ
く
の
者
と
も
し
ら
れ
で
、
さ
そ
ら
へ
あ
り
く
僧
」

（第
三
話
）、
俗
人
と
し
て
の
位
や
武
士
を
捨
て
た
者

（第
四
話

。
第
五
話
）
と
、

い
づ
れ
に
し
て
も
教
理
教
文
な
ど
と
は
無
縁
に
出
家
遁
世
し
た
人
々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
出
家
の
様
は
、
「
は
や
、
手
づ
か
ら
本
鳥
を
切
り
て
、
妻
子

に
も
、
か
く
と
も
い
は
ず
し
て
」
（第
二
話
）、
「
い
よ
／
ヽ
な
げ
き
の
か
さ
な

り
給
ひ
て
、
手
づ
か
ら
本
鳥
押
し
切
り
、
た
ち
ま
ち
に
妻
子
を
ふ
り
す
て
ゝ
」

（第
四
話
）、
「と
し
ご
ろ
の
女
な
ん
身
ま
か
り
に
し
か
ば
、
い
よ
／
ヽ
心
も

と
ゞ
ま
ら
で
、
本
鳥
切
り
て
」
（第
五
話
）
と
、
定
型
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、

ど
れ
も
切
迫
感
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
妻
子
を
ふ
り
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

◎

「撰
集
抄
」
に
お
け
る
往
生
叙
述

よ
う
な
立
場
の
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で

「道
心
」
を
起
こ
し
た

人
々
に
対
す
る
編
者
の
認
識
は
、
そ
れ
が
い
つ
何
時
醒
め
る
と
も
し
れ
な
い
も

の
で
あ
っ
て
第
四
話
の
評
論
部
に
象
徴
的
に
語
ら
れ
る
ご
と
く
、
「道
心
」
＝

「往
生
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
往
生
は
仮
定
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、

何
ら
か
の
形
で
往
生
に
関
す
る
叙
述
が
必
要
と
さ
れ
る
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
往
生
を
約
束
さ
れ
な
い
人
々
と
対
極
的
な
存
在
と
し

て
、
第

一
話
の
僧
賀
聖
人
、
第
八
話
の
行
賀
僧
都
の
よ
う
な
、
再
出
家
を
は
た

し
た
高
僧
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
編
者
が

一
話
の
中
に
敢

え
て
往
生
叙
述
を
必
要
と
し
な
い
彼
ら
は
、
寺
院
か
ら
の
再
出
家
を
は
た
し
た

時
点
で
、
す
で
に
往
生
を
約
束
さ
れ
た
人
々
な
の
で
あ
っ
た
。

四

巻

一
に
み
ら
れ
る
往
生
叙
述
の
性
格
は
、
「撰
集
抄
』
全
編
に
わ
た
っ
て
現

わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「撰
集
抄
』
か
ら
往
生
叙
述
を
ひ
ろ
っ
た
表
を
も

と
に
考
え
て
み
た
い
。
表
中
、
「往
生
叙
述
」
の
項
の
末
尾
に
付
し
た
、

（説
）

。
（評
）
の
記
号
は
、
そ
の
叙
述
が
説
話
中
、
評
論
部
い
ず
れ
に
あ
る

も
の
か
を
示
し
て
い
る
。

1
番
号

Ｔ

１

２

巻
　
話

形
ば
か
り
な
る
い
ほ
り
む
す
び
て
、

深
く
後
世
の
い
と
な
み
す
る
人

人

物

か
く
て
二
と
せ
と
申
し
け
る
二
月
十
四
日
の
暁
に
、
先
に
世
を
遁
れ
給
ひ
し
人
は
、
西
に
む
き
座

し
、
後
に
家
を
出
で
給
ひ
し
聖
は
、
か
の
座
せ
る
上
人
の
ひ
ざ
を
枕
に
て
、
眠
れ
る
ご
と
く
し
て

終
り
を
と
り
給
へ
り
。
明
け
に
し
か
ば
、
人
雲
霞
の
ご
と
く
走
り
集
ま
り
て
、
往
生
人
と
て
結
縁

を
ぞ
し
侍
り
け
る
。
其
形
を
う
つ
し
と
ゞ
め
て
、
今
に
侍
る
と
か
や
。
（説
）

往

生

叙

述
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一
下
１
６

二
１
５

二
１
３

一
〒
１

２

一

‐
１

５

一
‐
１

４

一
１

３

猛
将
の
む
す
め

い
と
い
た
う
ま
ず
し
か
ら
ず
住
み
け

る
男

海
に
む
か
ひ
て
、
か
た
ば
か
り
な
る

い
は
り
む
す
び
て
行
ふ
法
師

山
の
中
に
、
い
づ
く
の
者
と
も
な
く

て
す
み
わ
た
る
僧

（青
蓮
院
法
眼
真

誉
）

日
か
げ
も
も
ら
ぬ
木
の
本
に
、
形
の

ご
と
く
な
る
い
は
り
む
す
び
て
、
坐

禅
せ
る
僧

（武
勇
の
家
の
生
ま
れ
）

国
行
の
三
位

い
づ

く

の
者
と

も

し
ら

れ

で
、

さ
そ

ら

へ
あ

り
く
僧

さ
て
、
こ
の
女
は
尼
に
な
り
て
、
こ
の
山
の
中
に
い
ほ
り
む
す
び
て
、
お
も
ひ
澄
ま
し
て
侍
り
し

が
、
此
廿
余
年
の
さ
き
に
往
生
し
て
侍
る
な
り
。
そ
の
い
ほ
り
の
か
た
ち
今
に
あ
り
。
見
よ
」
と

申
し
侍
り
し
か
ば
、
彼
の
人
と
と
も
な
ひ
て
、
山
の
お
く
に
入
り
侍
り
て
見
る
に
、
日
三
間
な
る

屋
の
伸
さ
び
て
、
か
た
ば
か
り
の
こ
り
し
、
み
侍
り
し
か
ば
、
か
き
く
ら
さ
る
ヽ
心
ち
し
て
、
い

ま
さ
ら
物
も
お
ぼ
え
ず
侍
り
き
。
（説
）

人
々
ま
か
り
て
見
侍
り
け
れ
ば
、
西
に
向
か
ひ
て
手
を
あ
は
せ
て
な
む
、息
た
え
に
け
り
。
あ
さ

ま
し
く
か
な
し
く
お
ぼ
え
て
、
い
そ
ぎ
人
に
ふ
れ
な
ど
し
て
、来
を
が
み
侍
り
け
る
と
な
ん
。
（説
）

「
お
の
れ
は
、
暁
往
生
し
侍
る
べ
け
れ
ば
、
い
ま
を
限
り
の
対
面
も
あ
ら
ま
ほ
し
く
て
、
出
で
侍

る
な
り
」

↑

言
ひ
し
ご
と
く
、
暁
い
き
た
え
て
け
り
。
あ
や
し
き
雲
そ
ら
に
そ
び
き
、
つ
ね
な
ら
ぬ
香
い
ほ
に

み
ち
て
、
ね
ぶ
れ
る
が
ご
と
く
し
て
、
西
に
む
き
、
手
を
あ
わ
せ
て
侍
り
け
り
。
（説
）

さ
て
も
猶
、
御
い
の
ち
の
き
え
や
ら
で
、
あ
め
の
下
に
な
が
ら
へ
て
い
ま
そ
か
り
も
や
す
ら
ん
、

い
ま
は
又
、
浄
土
に
も
や
生
れ
給
ひ
に
け
む
。
（評
）

さ
て
も
、
い
ま
又
い
か
な
る
浄
土
に
か
お
は
す
ら
ん
と
、
返
々
も
う
ら
や
ま
し
く
侍
り
。
（評
）

道
心
の
さ
め
給
は
ざ
り
け
れ
ば
こ
そ
、
又
も
見
え
給
は
ざ
り
け
め
と
、
貴
く
覚
え
侍
り
。
さ
て
も
、

往
生
の
素
懐
を
と
げ
給
ひ
な
ば
、
最
初
引
接
の
人
に
て
は
、
伊
勢
の
み
に
て
こ
そ
侍
ら
め
と
、

す
ゞ
ろ
に
あ
は
れ
に
侍
り
。
（評
）

此
事
、
江
帥
の
往
生
伝
に
注
し
載
せ
給
へ
り
。
見
す
て
が
た
さ
に
、
た
く
み
の
こ
と
葉
を
い
や
し

げ
に
引
き
な
し
侍
る
也
。
見
及
ば
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
彼
記
に
は
、
「平
の
京
東
山
霊
山
の
ほ
と

り
に
て
往
生
の
素
懐
を
と
げ
ぬ
」
と
侍
る
を
み
る
に
、
す
ゞ
ろ
に
涙
お
ち
て
侍
り
き
。
（評
）



四
１

４

四
１

１

一
千

１

８

三

‐
１

４

一
千

１

３

一千
１
３

範

円
聖
人

（
吉

田

の
帥

の
中
納

言
経

光

）
平
三
郎
真
近
と
い
ふ
弓
取

あ
や
し
の
僧

（正
直
房
）

観
釈
聖

（な
ま
公
達
）

庵
結
び
て
行
ふ
尼

（室
遊
女
）

醍
醐
の
中
納
言
顕
基

か

ヽ
る
所
に
身
を

一
つ
か
く
す
べ
き
庵
引
き
む
す
び
、
左
の
板
の
月
輪
よ
り
、
香
煙
ほ
そ
く
そ
び

き
て
、
空
に
紫
雲
の
種
を
ま
き
、
念
仏
の
声
し
づ
か
に
て
、
西
に
聖
衆
の
迎
へ
を
待
ち
て
お
は
じ

ま
し
け
る
が
、
天
承
の
比
、
う
せ
給
ひ
に
け
り
。
ま
こ
と
に
い
み
じ
き
往
生
し
給
ひ
け
る
と
な
ん
。

さ
て
も
今
は
何
の
浄
土
に
か
い
ま
そ
か
る
ら
ん
、
返
々
ゆ
か
し
く
侍
り
。
（評
）

保
延
二
年
二
月
十
五
日
、
も

ヽ
す
ぢ
り
ゆ
が
み
房
、
ま
が
る
な
が
ら
往
生
し
ぬ
と
目
出
度
き
手
に

て
か
け
り
、
あ
ま
り
に
悲
し
う
貴
み
て
、
其
の
国
の
人
々
、
皆
々
力
を
あ
は
せ
て
、
い
か
ゞ
し
て

柳
も
た
が
へ
ず
、
形
代
を
な
ん
う
つ
し
留
め
て
置
き
奉
り
侍
り
。
（説
）

今
日
み
ま
か
り
侍
る
べ
し
。
如
何
な
ら
む
山
中
に
て
も
這
ひ
隠
れ
侍
ら
ん
と
思
ひ
侍
り
つ
れ
ど
も
、

往
生
を
な
ん
遂
げ
侍
る
べ
き
に
て
侍
れ
ば
、
誰
々
に
て
も
縁
を
ひ
ろ
く
結
び
置
か
ん
と
給
ふ
れ
ば
、

此
殿
の
傍
に
て
と
思
ひ
て
侍
り
。

一

実
に
面
白
き
所
に
、
石
の
上
に
西
向
き
に
な
ん
手
を
合
は
せ
て
い
ま
そ
か
り
け
る
が
、
げ
に
其
ま

ま
で
、
や
が
て
息
絶
え
て
け
り
。
紫
の
雲
上
に
お
ほ
ひ
、
妙
な
る
香
御
所
に
満
ち
て
ぞ
侍
り
け
る
。

人
々
集
ま
り
て
し
拝
み
け
る
な
り
。
其
形
代
を
う
つ
し
留
め
て
、
同
じ
石
に
す
ゑ
給
へ
り
け
る
、

今
に
侍
り
。
（説
）

此
尼
は
、
只
わ
く
方
な
く
朝
暮
念
仏
し
侍
り
け
る
が
、
終
に
本
意
の
ご
と
く
往
生
し
て
、
来
た
り

を
が
む
人
多
く
侍
り
け
り
。
其
庵
の
跡
と
て
、
今
の
代
ま
で
朽
ち
た
る
ま
ろ
木
の
見
え
侍
り
し
は
、

柱
な
ど
に
こ
そ
。
（説
）

此
中
納
言
も
、
い
み
じ
き
往
生
人
に
て
い
ま
そ
か
り
け
り
と
、
伝
に
は
載
せ
て
侍
れ
ば
、
さ
や
う

の
事
に
て
や
い
ま
そ
か
り
け
ん
。
（中
略
）
今
は
又
、
む
つ
ま
し
き
新
生
の
菩
薩
ど
も
に
て
こ
そ

い
ま
そ
か
る
ら
め
と
思
は
れ
て
、
其
の
事
と
な
く
哀
れ
に
も
侍
る
な
り
。
（評
）

一

い
ま
は
い
づ
れ
の
浄
土
に
か
生
れ
ぬ
ら
ん
と
、
返
々
ゆ
か
し
く
お
も
ひ
や
ら
れ
て
侍
る
ぞ
や
。（評

）



五
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Ｈ

五

１

１０

五
１

９

五
１

６

五
１

３

五

１

２

五

１

１

四
１

５

（江
口
柱
本
遊
女
）

男

（近
江
国
）

真
範
僧
正

（山
階
寺
）

中
納
言
の
局

内
記
入
道
保
胤

大
瀬
の
三
郎
近
宗

永
昭
大
僧
都

（山
階
寺
）

中
納
言
顕
基

彼
遊
女
の
中
に
、
多
く
往
生
を
と
げ
、
浦
人
の
物
の
命
を
た
つ
も
の

こ
は
、
さ
れ
ば
い
か
な
る
事
ぞ
や
。
前
世
の
戒
行
に
よ
る
べ
く
は
、

た
て
き
ふ
る
ま
ひ
を
す
べ
き
や
。
此
世
の
つ
と
め
に
よ
る
べ
く
は
、

こ
れ
を
も
て
静
か
に
思
ふ
に
、
た
ゞ
心
に
よ
る
べ
き
に
や
。
（評
）

ゝ
中
に
、
終
い
み
じ
き
侍
り
。

何
と
て
か
今
生
に
か
ゝ
る
う

あ
に
彼
等
往
生
を
と
げ
ん
や
。

か
く
て
、
は
る
か
に
本
国
を
は
な
れ
て
、

せ
て
往
生
し
侍
り
け
り
。
（説
）

讃
岐
国
志
度
と
い
ふ
所
に
て
、
西
に
む
か
ひ
掌
を
合
は

さ
て
も
、
此
真
範
は
、
つ
た
な
げ
な
る
姿
に
や
つ
れ
、
又
大
和
国
に
帰
り
て
、
三
輪
山
の
ふ
も
と

に
東
に
向
ひ
て
、
南
無
春
日
大
明
神
と
て
、
ね
む
る
ご
と
く
し
て
を
は
り
を
と
り
給
へ
り
と
、
伝

に
は
の
せ
侍
り
。
（説
）

西
に
む
き
掌
を
合
わ
せ
、
威
儀
を
乱
ら
ず
し
て
を
は
り
に
け
り
。
憂
喜
の
心
に
忘
ら
れ
た
り
と
侍

り
し
は
、
実
に
て
侍
り
け
り
と
思
ひ
定
め
て
、
な
く
／
ヽ
帰
り
に
き
。
（説
）

此
心
ば
せ
の
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
出
家
し
て
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
給
へ
り
け
る
な
り
。

（説
）

「今
日
よ
り
五
日
は
さ
し
な
入
り
給
ひ
そ
。
ち
と
つ
ヽ
ま
し
き
事
侍
り
」
と
い
ふ
。
「
さ
ら
な
り
」

と
こ
と
う
け
し
て
、
約
束
の
ま

ゝ
に
五
日
さ
し
も
入
り
侍
ら
ず
。
か
く
て
、
五
日
す
ぐ
る
や
お
そ

し
と
、
六
日
の
朝
、
彼
所
へ
行
き
て
見
け
れ
ば
、
西
に
む
か
ひ
て
を
は
り
に
け
り
。
其
姿
い
き
た

る
人
の
ご
と
し
。
（説
）

此
僧
都
、
最
後
臨
終
の
あ
り
さ
ま
い
か
ゞ
侍
り
け
む
。
返
々
ゆ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
も
、
そ
の
を

は
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
。
い
ま
は
何
の
浄
土
に
か
い
ま
そ
か
る
ら
む
。
こ
と
に
し
の
ば
し
く
こ
そ

お
ぼ
え
侍
れ
。
（評
）

さ
て
、
中
納
言
入
道
は
、
草
の
戸
ざ
し
閑
に
し
て
、
い
ひ
し
ら
ず
目
出
た
く
往
生
を
し
給
へ
り
と
、

遊
心
集
に
の
せ
ら
れ
て
侍
り
し
を
見
侍
り
し
に
，
其
事
と
な
く
涙
の
落
ち
て
、
あ
や
し
き
ま
で
に

侍
り
き
。
（評
）

（説
）
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六
１
１０

工′
―、１
９

上↑
１
８

ユ↑
１
５

工
′
―
、

１

２

如
″
形
ノ
の
い
は
り
む
す
び
て
を
れ

時
朝
の
大
納
言
の
若
君

（仲
太
小
三

郎
、
の
ち
の
性
空
の
罪
を
か
ぶ
る
）

恵
遠
法
師
と
そ
の
父
母

信
濃
の
国
の
禅
僧

（同
行
と
二
人
）

西
住
聖
人

（後
冷
泉
院

・
女
院

。
後
三
条
院
・

宇
治
大
相
国
。
大
三
条
殿
。
赤
染
衛

門
。
大
江
挙
周
）
の
死
か
ら

過
ぎ
に
し
延
久
の
比
、
か
の
い
ほ
り
に
て
、
三
月
廿
五
日
の
暁
に
、
を
は
り
を
と
り
給
へ
り
。
音

さ
れ
ば
、
か
の
若
君
の
得
脱
は
、
よ
も
さ
は
り
侍
ら
じ
と
覚
え
侍
り
。
最
初
発
心
の
時
よ
り
、
久

修
堅
固
の
い
ま

ゝ
で
、
お
こ
た
り
な
く
行
ひ
給
へ
ば
、
今
は
彼
若
公
は
霊
山
浄
土
に
や
生
れ
て
い

ま
そ
か
る
ら
ん
。
（評
）

恵
遠

は
都

率

の
内

院

に
生

れ
、

父
母

は
西
方

の
往

生
を
と
げ

け
り
と

、
漢

の
明
記

に

の
せ
た
り

。

（
評

）

う
る
は
し
く
座
し
て
、
眠
る
様
に
て
息
絶
え
給
へ
る
人
な
り
。
木
の
枝
に
紙
に
て
札
を
付
け
給
へ
り
。

紫
の
雲
待
つ
身
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
　
す
め
る
月
を
ぞ
い
つ
ま
で
も
み
る

（中
略
）

ま
よ
ひ
つ
る
心
の
間
を
て
ら
し
こ
し
　
月
も
あ
ゃ
な
く
雲
隠
れ
け
り

と
書
き
を
は
り
て
、
筆
を
も
ち
な
が
ら
眠
る
や
う
に
し
て
終
ら
れ
ぬ
。

一

さ
て
も
、
最
後
臨
終
も
あ
ひ
、
け
ぶ
り
と
も
な
し
奉
り
、
骨
を
ひ
ろ
ひ
て
高
野
に
も
よ
ぢ
の
ぼ
り
、

彼
聖
た
ち
の
ふ
で
の
跡
を
も
と
り
と
ゞ
め
、
歌
を
も
詠
じ
侍
れ
ば
、
さ
だ
め
て
彼
二
所
の
ち
か
ら

に
て
、
我
も
浄
土
へ
み
ち
び
か
れ
奉
ら
ん
と
覚
え
て
、
う
れ
し
く
侍
り
。
（説

・
評
）

そ
の
あ
か
つ
き
、
西
に
む
か
ひ
て
念
仏
し
て
を
は
り
を
と
り
侍
り
き
。

↑

か
く
て
高
野
へ
帰
り
て
、
夢
見
る
や
う
、
あ
り
し
聖
人
来
り
て
、
我
は
都
率
の
外
院
に
生
れ
ぬ
と

見
て
、
夢
覚
め
に
き
。
か
く
き

ゝ
し
後
は
、
内
院
に
あ
ら
ざ
る
事
の
う
ら
め
し
さ
よ
と
お
も
ふ
か

た
も
侍
れ
ど
も
、
外
院
も
ま
た
貴
く
ぞ
侍
る
。
も
し
昔
の
ご
と
く
在
俗
に
て
朝
に
宮
仕
せ
し
か
ば
、

あ
に
外
院
の
往
生
を
と
げ
ま
し
や
。
（説

・
評
）

此
理
を
心
に
か
け
て
、
つ
ね
に
仏
の
御
名
を
唱
へ
奉
り
給
は
ゞ
、
往
生
の
大
事
は
、
よ
も
と
げ
は

づ
し
侍
ら
じ
。
大
方
は
、
妻
子
を
す
て
ヽ
、
よ
ろ
づ
を
閣
き
て
懃
め
ん
こ
そ
は
、
い
み
じ
き
事
に

て
侍
る
べ
け
れ
ど
も
、
（評
）



八

１

３‐

八
１

３０

八

１

２８

八
１

２

七
１
１５

七
１

８

七
１
７

七
１

６

紀
四
郎
奉
成
と
い
ふ
農
夫

恵
心
の
僧
都

平
等
院
行
尊
僧
正

都
良
香

或
山
中
に
柴
の
庵
結
び
て
、
尼
の
や

せ
お
と
ろ
へ
て
、
か
ほ
よ
り
始
め
て

手
足
ま
こ
と
に
き
た
な
き
あ
ま

覚
銭
聖
人

か
く
の
ご
と
く
の
庵
む
す
び
て
、
あ

か
し
く
ら
せ
る
僧

（無
相
房
）
と
結

縁
し
た
里
人

（恵
心
僧
都

。
内
記
入
道
保
胤
）

る
僧

あ
は
れ
貴
く
ぞ
侍
る
。
現
世
の
徳
益
あ
ら
た
な
り
。
後
世
あ
に
う
た
が
は
ん
や
。
恵
心
僧
都
の
蓮

七
旬
か
た
ぶ
き
給
ひ
て
後

か
た
じ
け
な
く
ぞ
侍
る
。

、
横
川
に
て
御
身
ま
か
り
け
る
に
、
胸
の
間
に
青
蓮
華
三
本
侍
り
け
り
。

（説
）

ぬ
し
は
今
は
い
づ
れ
の
浄
土
に
か
居
ま
す
ら
む
に
、
手
跡
は
ひ
と
り
率
都
婆
の
面
に
の
こ
り
け
る

こ
そ
、
思
ひ
入
れ
侍
れ
ば
、
あ
は
れ
に
か
な
し
み
て
、
涙
も
所
せ
き
ま
で
に
覚
え
侍
れ
。（説

・
評
）

さ
て
も
、
都
良
香
は
、
十
二
因
縁
心
裏
空
と
い
ふ
御
詩
を
日
に
三
度
唱
へ
て
、
後
世
の
つ
と
に
向

け
け
る
に
、
は
た
し
て
此
意
を
さ
と
り
て
を
は
り
を
と
り
け
る
も
、
有
が
た
く
貴
く
ぞ
侍
る
。（説

）

四
日
ま
で
は
念
仏
の
き
こ
え
け
れ
ど
、
五
日
の
暁
よ
り

み
て
行
き
て
見
る
に
、
西
に
向
き
て
手
を
あ
は
せ
て
、

く
、
実
の
往
生
を
と
げ
に
け
り
。
（説
）

↑

何
と
て
か
、
此
尼
の
往
生
を
と
げ
ざ
る
べ
き
。
（評
）

、
念
仏
の
声
た
え
け
れ
ば
、
人
々
あ
や
し

ひ
き
い
り
に
け
り
。
日
比
の
は
い
の
ご
と

紀
伊
国
根
来
と
い
ふ
所
に
、
庵
を
結
び
て
お
は
し
け
る
が
、
七
十
一

往
生
の
素
懐
を
と
げ
給
へ
り
。
空
に
楽
き
こ
え
、
地
に
花
ふ
り
て
、

を
と
り
給
へ
り
と
な
ん
。
（説
）

一と
い
ひ
け
る
二
月
三
日
な
ん
、

ま
こ
と
に
め
で
た
く
て
終
り

な

に
と

も
あ

れ
、

そ

の
里

の
人

は
往
生

た

の
も

し
く

ぞ
侍

る
め

る
。

（
評

）

（
無

相
房

は
水

に
ぬ
れ
な

い
奇
瑞
あ

り
。

さ

ら

に
、
「
観
音

な

ん
ど

の
化

し

て
、
衆

生
を
す

く

ひ
給

ひ
け

る

こ
と

や
ら

ん
」
と

さ
れ

る
。
）

或
時
、
内
記
入
道
保
胤
、
往
生
の
雑
談
せ
ま
ほ
し
く
て
、

住
み
給
ふ
所
を
あ
け
て
見
給
ふ
に
、
（説
）

恵
心
僧
都
の
室
に
お
は
し
て
、
つ
ね
に

楽
空
に
き
こ
え
、
異
香
室
に
み
ち
て
、
往
生
し
給
へ
り
と
、
伝
に
は
の
せ
て
侍
り
。
（説
）

此
人
の
あ
り
さ
ま
、
拾
遺
伝
に
の
せ
た
り
し
を
披
見
せ
し
に

（評
）



九
１
１１

九
１
８

九
１
３

権
少
僧
都
覚
英

江
回
の
遊
女

安
養
の
尼

そ
ば
な
る
松
の
木
を
け
づ
り
の
け
て
、
か
く
か
き
た
り
。

昔
は
応
理
円
実
の
学
徒
と
し
て
、
公
家
の
梵
筵
に
つ
ら
な
れ
り
。
い
ま
は
諸
国
流
浪
の
乞
食
と

し
て
、
を
は
り
を
く
づ
の
ま
つ
ば
ら
に
と
る
。

世
の
中
の
人
に
は
く
づ
の
松
原
と
　
よ
ば
る
ゝ
名
こ
そ
う
れ
し
か
り
け
れ

干
時
、
保
元
二
年
二
月
十
七
日
、
権
少
僧
都
覚
英
、
生
年
四
十

一
、
申
剋
に
を
は
り
ぬ

（説
）

彼
遊
女
の
最
後
の
あ
り
さ
ま
、
な
に
と
か
侍
る
べ
き
と
、
返
々
ゆ
か
し
く
侍
り
。
（評
）

其
後
は
、
い
よ
／
ヽ
心
を
発
し
て
、
む
ら
な
く
懃
め
行
ひ
給
ひ
け
る
じ
る
し
あ
り
て
、
最
後
臨
終

の
夕
べ
に
、
ま
さ
し
く
紫
雲
空
に
そ
び
き
、
天
花
交
は
り
下
り
て
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
給
へ
り

け
る
、
返
々
も
い
み
じ
く
侍
り
。
（中
略
）

其
後
、
六
と
せ
を
経
て
、
思
ひ
の
ご
と
く
僧
都
の
教
化
に
あ
づ
か
り
て
、
本
意
の
ま

ゝ
に
往
生

し
給
ひ
て
け
り
。
（説
）

は
生
ひ
ん
事
、
希
奇
に
侍
ら
じ
。
こ
れ
は
た
と
へ
な
き
事
に
は
あ
ら
ず
や
。
（中
略
）

さ
て
も
、
こ
の
奉
成
は
い
づ
れ
の
所
に
か
生
じ
て
、
観
音
の
御
あ
は
れ
み
を
深
く
蒙
ら
む
と
、

返
々
も
ゆ
か
し
く
侍
り
。
（評
）

こ
れ
ら
を
叙
述
の
内
容
の
面
か
ら
、
小
林
保
治
氏
の
往
生
伝
の
叙
述
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
６

・
■

・
１２

・
・７

・
３９
な
ど
は

「往
生
の
予
知

・
予

言
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
１

・
７

・
１１

・
１７
・
・９

。
２０

。
２‐

．
２４
・

２５
。
３２
は

「
臨
終
時
の
行
儀
」
の
要
素
を
、
６

・
Ｈ

ｏ
ｌ４

・
‐７
・
２８

・
３‐
．

３５
・
３７
は

「
臨
終
時
の
奇
瑞
」
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
「
死
後
の
奇
瑞

・
往

生
の
確
認
」
に
は
２４
が
該
当
し
よ
う
か
。
小
林
氏
の
分
類
の
Ｈ
に

「
数
年

時

・
享
年
」
が
あ
る
が
、
「撰
集
抄
』
の
場
合
、

１２
や
３９
の
よ
う
に
往
生
す
る

人
物
自
身
が
何
か
に
書
き
付
け
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
往
生
伝

に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
に

「往
生
の
予
知

・
予

言
」
に
分
類
し
て
お
い
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
「撰
集
抄
』
の
往
生
叙
述
の

お
よ
そ
半
数
は
、
往
生
伝
に
お
け
る
叙
述
の
範
時
に
入
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
定
型
か
ら
外
れ
る
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
ま
ず
第

一
に
、
最
も
直
接
的
に

「往
生
」
の
語
の
み
を
も
っ
て
そ
の
人
物
の
往
生
を
記

す
も
の
で
あ
る
。
２
・
８

・
９

ｏ
ｌＯ

・
１５
・
・８

・
２６
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は

「
其
庵
の
跡
と
て
、
今
の
代
ま
で
朽
ち
た
る
ま
ろ
本
の
見
え
侍
り
し
は
、

柱
な
ど
に
こ
そ
、
」
（
９
）
の
よ
う
に
そ
の
遺
跡
を
伴
う
も
の
や
、
「恵
遠
は
都

率
の
内
院
に
生
れ
、
父
母
は
西
方
の
往
生
を
と
げ
け
り
と
、
漢
の
明
記
に
の
せ



た
り
」
（
２６
）
の
ご
と
く
出
典
と
す
る
も
の
の
内
容
を
要
約
し
て
受
け
継
い
だ

も
の
な
ど
が
目
立
つ
。
次
に
、
評
論
部
に
お
い
て
、
説
話
中
の
人
物
の
往
生
に

思
い
を
致
す

一
節
が
記
さ
れ
る
と
い
う

一
群
が
あ
る
。
４

・
５
・
８

・
９

・

・０

・
・３

・
・６

・
２７

・
３０

．
３４
。
３６

・
３８
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
さ
て
も
、
い
ま
又

い
か
な
る
浄
土
に
か
お
は
す
ら
ん
」
（
４
）
と
い
っ
た
ほ
と
ん
ど
定
型
化
し
た

一
節
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
３

・
２２

・
２３
の
よ
う
に
、
往
生
に
関
し

て

一
種
の
理
論
化
を
計
っ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
分
類
し
得
ず
残
っ

た
も
の
は
、

２９
の
よ
う
に
、　
一
話
の
主
眼
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
な
が
ら
、
保

胤
が

「往
生
の
雑
談
せ
ま
ほ
し
く
て
」
恵
心
僧
都
を
訪
れ
た
と
い
う
も
の
と
、

囃
継
ゆ
断
い
一
”
は
か
し
赫
懇
望
し
て
往
生
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
３３

叙
述
の
内
容
の
上
か
ら
の
一
応
の
分
類
を
終
え
た
が
、
こ
れ
ら
を
説
話
中
の

人
物
に
着
目
し
て
み
る
と
き
、
い
か
な
る
結
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
撲
集
抄
」
説
話
中
、
何
ら
か
の
往
生
叙
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
「
い
づ
く

の
者
と
も
し
ら
れ
で
、
さ
そ
ら
へ
あ
り
く
僧
」
（
２
）
や

「如
″
形
ノ
の
い
ほ

り
む
す
び
て
を
れ
る
僧
」
（
２８
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
名
も
無
い
法
師
や
、

「
形
ば
か
り
な
る
い
ほ
り
む
す
び
て
、
深
く
後
世
の
い
と
な
み
す
る
人
」
（
１
）

に
類
す
る
よ
う
な
元
々
在
俗
で
あ
っ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
在
俗
の
娘
、
尼
、
遊

女
等
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
お
り
、
巻

一
で
み
た
の
と
性
格
を

一
に
し
て
い
る
。

例
外
的
に
高
僧
を
扱
っ
た
も
の
も
、
例
え
ば
５
は
往
生
の
可
否
で
は
な
く
、

未
だ
生
存
し
て
い
る
か
既
に
往
生
を
遂
げ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
、

１６

に
も
そ
れ
は
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
３４
も
行
尊
僧
正
の
往
生
を
前
提

と
し
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
最
も
典
型
的
な
往
生
叙

述
と
し
て
、
「
臨
終
時
の
奇
瑞
」
の
要
素
を
持
つ
も
の
を
み
て
も
、

３５
は
再
出

家
話
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
往
生
そ
の
も
の
で
は
な
く
恵
心
往
生
の
際
に
生
え
た

青
蓮
華
の
沙
汰
に
専
ら
関
心
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
論
旨
の
上
か
ら
問

題
が
あ
る
の
は
３．
の
覚
錢
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他

「
ね
む
る
ご
と
く
し
て
を
は

り
を
と
り
給
へ
り
と
、
伝
に
は
の
せ
侍
り
。
」
と
す
る
２０
と
、
往
生
の
予
知
の

叙
述
と
も
い
え
る
没
時
を
書
き
残
し
て
逝
っ
た
３９
の
例
を
含
め
て
、
計
三
例
ほ

ど
問
題
が
あ
る
も
の
を
残
す
事
に
な
る
が
、
「撰
集
抄
』
中
に
は
、
高
僧
を
扱

っ
た
説
話
が
三
十
話
近
く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
に
往
生
叙
述
が
見
出
せ

な
い
点
に
、
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

や
は
り
、
「撰
集
抄
』
に
お
け
る
往
生
叙
述
の
有
無
は
、
そ
れ
が
記
さ
れ
る

べ
き
説
話
中
の
人
物
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
第

一
に
、
往
生
伝
と
の
異
質
性
を
物
語
る
。
高
僧
に
始
ま
り
在

俗
の
者
に
至
る
、
そ
の
全
て
に
往
生
の
奇
瑞

・
確
認
を
記
す
往
生
伝
に
対
し
て
、

『
撰
集
抄
』
で
往
生
の
際
の
奇
瑞
が
記
さ
れ
る
の
は
、

３‐
を
除
け
ば
在
俗
か
ら

出
家
遁
世
し
た
も
の
や
尼
な
ど
で
、
こ
れ
ら
が

「撰
集
抄
』
が
記
す
往
生
の
奇

瑞
の
実
態
で
あ
る
こ
と
は
、
互
い
の
集
と
し
て
の
方
法
が
異
な
る
事
を
示
し
て

お
り
、
こ
れ
を

『撰
集
抄
』
に
お
け
る
往
生
伝
の
継
承
と
展
開
の

一
様
相
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
往
生
伝
が
往
生
の
確
認
に
よ
っ
て
、　
一
話
と
し
て
の

完
結
性
を
持
つ
の
に
対
し
、
「撰
集
抄
』
は
往
生
の
確
認
を
必
要
と
す
る
説
話

と
、
敢
え
て
必
要
と
し
な
い
説
話
と
が
併
存
し
つ
つ
、
集
と
し
て
の
往
生
叙
述

の
論
理
の
下
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

『
撰
集
抄
」
に
お
け
る
往
生
叙
述
の
論
理
を
、
さ
ら
に
探
っ
て
み
た
い
。
ま

ず
、
往
生
叙
述
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
し
た
人
物
を
扱
う
説
話
の
中
に
、
そ
れ

が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

巻
二
第
八
話
は
侍
従
大
納
言
成
通
卿
に
仕
え
た

「
い
づ
く
の
者
と
も
し
ら
ぬ



法
師
」、
巻
三
第
八
話
は
里
を
廻
っ
て
人
に
仕
え
る

「あ
や
し
の
僧
」
、
巻
七
第

九
話
は

一
条
次
郎
義
景
な
る
武
士
の
も
と
に
仕
え
た

「
つ
た
な
げ
な
る
僧
」
に

つ
い
て
語
る
も
の
で
、
玄
賓
像
を
付
与
さ
れ
た
正
直
房
型
説
話
と
も
い
う
べ
き

一
群
の
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
説
話
で
あ

る
が
、
巻
三
第
八
話
に
は
そ
れ
が
あ
る
の
に
対
し
て

（前
節
の
表
１２
）、
他
の

二
つ
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
は
何
故
か
。

巻
二
第
八
話
と
巻
七
第
九
話
が
、
敢
え
て
往
生
叙
述
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、

説
話
中
の
傍
線
部
の
要
素
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

◎
巻
二
第
八
話

或
日
の
く
れ
に
、
あ
り
し
僧
来
た
り
て
、
「
君
の
煩
ひ
給
へ
る
歌
、
思
ひ

よ
り
て
こ
め
侍
れ
」
と
て
、

列

悧

劇

コ

刊

ヨ

ヨ

到

綱

引

「

引

剰

Ｊ

劉

引

劉

う
ら
む
な
よ
か
げ
み
え
方
の
夕
づ
く
よ
　
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
雲
間
待

つ
身
を

と
よ
み
て
、
に
げ
さ
り
給
ひ
け
る
を
、
袖
を
引
き
と
め
て
、
「
誰
人
に
て

か
お
は
す
ら
ん
、
此
日
比
の
情
に
、
た
し
か
に
の
た
ま
は
せ
よ
」
と
侍
り

け
れ
ば
、
「泊
瀬
山
の
迎
西
」
と
て
な
ん
、
ふ
り
ほ
ど
き
出
で
給
ひ
に
け

◎
巻
七
第
九
話

さ
て
、
住
み
つ
る
所
を
開
け
て
み
れ
ば
、
ま
こ
と
に
、
日
出
手
跡
に
て
―

日
々
記
を
し
侍
り
。
何
事
ぞ
と
て
み
れ
ば
、
い
く
／
ヽ
か
の
日
は
頭
燃
を

は
ら
ふ
お
も
ひ
を
な
し
て
、
念
仏
三
百
反
申
し
、
又
そ
の
日
は
成
の
半
ま

で
座
禅
し
、
又
次
の
日
は
不
浄
観
、
或
時
は
唯
識
観
を
修
す
な
ん
ど
い
ふ
、

一
筋
に
観
法
懃
の
日
記
に
て
ぞ
侍
り
け
り
。

前
者
で
は
引
用
部
分
以
前
に
、
施
行
を
し
て
い
る
こ
と
が
人
々
の
知
る
と
こ

ろ
と
な
っ
て
、
「
よ
し
あ
る
人
に
こ
そ
」
と
思
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
詠
歌
に
よ

っ
て

「誰
人
に
て
か
お
は
す
ら
ん
」
と
、
名
を
尋
ね
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

後
者
は
こ
こ
で
、
種
々
の
行
い
や
観
法
を
こ
ら
し
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
て
、

「
誰
と
い
ふ
智
者
の
徳
を
か
く
し
、
つ
ぶ
ね
と
な
さ
れ
け
る
や
ら
ん
」
と
評
論

部
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
巻
三
第
八
話
に
も
、
「如
何
な
る
．智
者
の
、

一
挙
万
里
に
よ
ぢ
て
徳
を
か
く
し
て
、
五
と
せ
の
程
、
心
安
き
つ
ぶ
ね
と
成
り

て
い
ま
そ
か
り
け
む
」
と
記
す
が
、
そ
れ
も
往
生
の
事
実
を
語
っ
て
は
じ
め
て

綴
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
巻
三
第
八
話
の
正
直
房
に
は
詠
歌
や
観
法
と
い
っ
た
隠

徳
の
僧
で
あ
る
事
を
証
す
よ
う
な
説
話
要
素
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

詠
歌
や
観
法
と
い
っ
た
か
た
ち
で
隠
徳
の
僧
た
る
こ
と
が
露
見
し
た
彼
ら
は
、

も
は
や

「
い
づ
く
の
者
と
も
し
ら
ぬ
法
師
」
で
も

「
つ
た
な
げ
な
る
僧
」
で
も

な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
隠
徳
の
高
僧
、
す
な
わ
ち
往
生
し
て
然
る
べ
き
人
物

と
し
た
設
定
が
、
こ
れ
ら
の
説
話
に
往
生
叙
述
を
必
要
な
か
ら
し
め
た
と
思
わ

れ
る
。
い
わ
ゆ
る
正
直
房
型
説
話
に
も

一
話
と
し
て
の
方
法
に
違
い
が
み
て
と

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
理
由
か
ら
、
往
生
叙
述
の
な
さ
れ
な
い
一
群
の
説
話
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。　
一
、
三
例
あ
げ
る
と
、
巻
七
第
二
話
で
帥
大
納
言
経
信
卿
等
が
遭

遇
し
た
、
「
帷

一
つ
を
な
ん
き
た
る
僧
」
の
説
話
に
は
、

「

ｌ

ヽ
「

割

ｏ
「

ヽ

ば
か
り
い
ひ
け
れ
ば
、
（中
略
）

俊
頼
朝
臣
か
く
、

:|



な
き
て
ぞ
帰
る
春
の
あ
け
ぼ
の

と
の
た
ま
ひ
た
る
に
、
此
僧
や
が
て
、

又
も
こ
む
秋
を
た
の
む
の
雁
だ
に
も

と
つ
け
た
る
に
、
い
よ
／
ヽ
お
も
ひ
ま
し
て
帰

‐り
き

と
あ
り
、
巻
五
第
五
話
の

「
い
づ
く
の
物
と
行
く
へ
も
知
ら
れ
ぬ
僧
」
に
は
、

や
ヽ
も
の
話
り
き
こ
え
て
後
、
「
さ
て
も
実
の
法
文

一
言
承
ら
ん
」
と
問

え
け
る
に
、
此
乞
食
僧
う
ち
わ
ら
ひ
て
、
か
く
、

な
る
こ
を
ば
お
の
が
羽
風
に
ゆ
る
が
し
て
　
心
と
さ
わ
ぐ
む
ら
雀
か

な
と
よ
み
捨
て
ヽ
、
か
く
れ
去
り
ぬ
。

と
あ
っ
て
、
法
文
を
強
引
に
問
わ
れ
止
む
を
え
ず
答
え
て
去
る
と
い
う
、
隠
徳

の
僧
で
あ
る
こ
と
が
露
見
す
る
パ
タ
ー
ン
の
説
話
で
あ
る
。
同
類
の
も
の
と
し

て
、
巻
二
第
七
話

・
巻
三
第

一
話

・
巻
五
第
七
話

・
巻
五
第

一
三
話

・
巻
六
第

四
話

・
巻
七
第

一
〇
話

・
巻
九
第
七
話
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
全
て

に
往
生
叙
述
が
見
出
せ
な
い
こ
と
も
、
先
と
同
じ
理
由
と
し
て
説
明
で
き
る
と

考
え
る
。

ひ
と
つ
注
意
す
べ
き
は
、
法
文
を
問
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
歌
に
託
し
て
答

え
る
も
の
が
多
い
点
で
、
そ
う
し
て
答
え
る
事
が
法
文
と
同
じ
機
能
を
有
す
る

こ
と
は
、
数
寄
往
生
の
問
題
と
も
関
わ
り
、
ま
た
巻
八
の
説
話
群
を
考
え
る
ひ

と
つ
の
手
だ
て
と
も
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
「撰
集
抄
』
に
お
け
る
往
生
叙
述
は
か
な
り
組
織

的
で
、
各
話
の
往
生
叙
述
の
有
無
に
は
、
集
と
し
て
の
論
理
が
作
用
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
の
問
題
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
先
に
巻

一
第
四
話

（表
３
）
を
例
に

一
時

の
道
心
が
そ
の
ま
ま
往
生
に
結
び
付
く
の
で
は
な
く
、
往
生
が
仮
定
条
件
と
さ

れ
る
人
物
に
つ
い
て
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
る
と
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
如
何

な
る
論
理
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
撰
集
抄
』
の
表
現
レ
ベ
ル
か
ら
お
さ
え

て
い
き
た
い
。

巻
八
第
三

一
話

（表
３６
）
の
評
論
部
で
は
、
農
夫
の
奉
成
に
対
し
て
後
世
の

往
生
の
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
前
話
の
恵
心
僧
都
の
往
生
の
際

の
奇
瑞
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
な

一
節
が
付
さ
れ
る
。

恵
心
僧
都
の
蓮
は
生
ひ
ん
事
、
希
奇
に
は
べ
ら
じ
。
こ
れ
は
た
と
へ
な
き

事
に
は
あ
ら
ず
や
。

「
こ
れ
」
は
、
奉
成
が
現
世
に
お
い
て
粉
河
の
観
音
か
ら
、
薬
と
し
て
蓮
の
実

を
賜
っ
た
奇
瑞
を
指
し
て
い
る
。
恵
心
と
奉
成
を
対
比
さ
せ
、
恵
心
に
対
し
て

は
そ
の
奇
瑞
を
然
る
べ
き
事
と
し
、
奉
成
に
対
し
て
は
こ
の
上
も
な
い
こ
と
と

す
る
根
拠
は
、
恵
心
僧
都
と
農
夫
の
奉
成
と
い
う
人
物

（説
話
の
主
体
）
の
差

以
外
に
求
め
よ
う
が
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
奉
成
は
こ
の
奇
瑞
に
よ
っ
て
、
「
後

世
あ
に
う
た
が
は
ん
や
。
」
と
往
生
の
保
証
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

類
似
の
構
図
は
巻
九
第
三
話

（表
３７
）
の
、
同
じ
く
恵
心
僧
都
と
安
養
の
尼

と
の
関
係
に
も
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
思
ひ
の
ご
と
く
僧
都
の
教
化
に
あ

づ
か
り
て
、
本
意
の
ま

ヽ
に
往
生
」
し
た
と
さ
れ
る
安
養
の
尼
の
説
話
の
後
に
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

誰
も
さ
る
ほ
ど
の
い
み
じ
き
人
を
親
し
き
方
に
も
ち
た
ら
ば
、
な
に
し
に

か
、
の
ち
の
世
を
も
し
そ
ら
す
べ
き
と
お
ぼ
え
侍
れ
ど
も
、
更
に
か
ひ
な

し

。

安
養
の
尼
は
、
往
生
し
て
然
る
べ
き
恵
心
僧
都
を

「親
し
き
方
」
に
持
ち
、
そ

の
教
化
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
の
保
証
を
得
た
の
で
あ
る
。

恵
心
は

「
い
み
じ
き
人
」
な
の
で
あ
り
、
往
生
の
叙
述
、
言
い
換
え
れ
ば

一

話
の
中
で
の
往
生
の
確
認
が
何
ら
か
の
形
で
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ

の
対
極
に
置
か
れ
た
、
往
生
す
る
こ
と
が
必
然
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
、
奉



成
の
よ
う
な

「
下
れ
る
き
は
の
物
」
（
３６
説
話
部
）
な
の
で
あ
る
。
そ
の
往
生

叙
述
を
引
き
出
す
の
は
、

下
れ
る
人
は
、
い
か
に
も
情
の
す
く
な
く
て
、
た
だ
さ
し
あ
た
り
た
る
事

の
み
を
思
ひ
て
、
の
ち
の
よ
の
罪
を
ば
、
さ
し
は
な
ち
て
思
は
ざ
る
め
る

（
７
評
論
部
）

か
様
の
き
は
の
人
は
、
後
世
の
事
心
に
か
く
る
事
は
侍
ら
ぬ（

３２
評
論
部
）

と
い
う

「
き
は
」
の
意
識
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
奉
成
の
人
物
設
定
を
、

下
れ
る
き
は
の
物
は
、
さ
し
あ
た
れ
る
朝
夕
の
煙
り
を
た

ゝ
す
る
は
か
ら

ひ
の
み
に
て
、
後
世
の
事
、
露
心
に
か
け
ざ
む
め
る
を
、
奉
成
、
可
”

伏
つ
先
世
の
宿
善
や
、
日
を
へ
て
熟
し
侍
り
け
ん
、
粉
河
の
観
音
を
深
く

信
じ
奉
り
て
、

と
し
て
説
話
が
語
ら
れ
る
の
も
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な

「き
は
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
遊
女
が
考
え
ら
れ
、
編
者
自
身
、

表
２２
に
あ
げ
る
よ
う
な
理
論
化
を
図
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
の
叙
述
も
、
「
遊
女
」
や

「浦
人
の
物
の
命
を
た
つ
も
の
」
の
往
生
の

事
実
を
ふ
ま
え
て
は
じ
め
て
、
「
た
ゞ
心
に
よ
る
べ
き
に
や
」
と
い
う
結
論
に

達
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
中
に
お
け
る
そ
の
具
体

例
の
ひ
と
つ
が
ま
さ
に
巻
三
第
三
話
の
室
の
遊
女
の
往
生
話
で
あ
り
、
「
閑
居

友
」
に
み
ら
れ
な
い
往
生
叙
述
を

『撰
集
抄
』
が
付
け
加
え
た
の
は
、
集
と
し

て
の
往
生
叙
述
の
論
理
に
支
え
ら
れ
た
、
集
中
の

一
話
と
し
て
の
機
能
を
果
た

さ
せ
る
た
め
の
、
編
者
の
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「発
心
集
』
に
み
え
る
僧
賀
往
生
の
叙
述
を

『撰
集
抄
」
が
記
さ
な
い
の
は
、

同
じ
論
理
の
裏
返
し
の
結
果
と
考
え
る
事
が
で
き
よ
う
。
「撰
集
抄
』
編
者
に

と
っ
て
僧
賀
往
生
の
要
素
は
、
集
中
の

一
話
と
し
て
是
非
と
も
必
要
な
要
素
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

六

『撰
集
抄
」
に
み
ら
れ
る
、
集
と
し
て
の
往
生
叙
述
の
論
理
は
、
「発
心

集
一　
・
『閑
居
友
』
に
も
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
発
心
集
」
に
は
、
「撰
集
抄
」
と
同
じ
基
準
で
、
四
十
九
例
ほ
ど
往
生
叙

述
が
確
認
で
き
る
が
、
僧
賀
の
他
に
、
巻

一
第
四
話
の
千
観
内
供

・
巻
四
第
四

話
の
叡
実
阿
間
梨

・
巻
七
第
二
話
の
空
也
上
人
な
ど
に
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
る

一
方
で
、
「撰
集
抄
」
に
お
い
て
往
生
叙
述
が
必
要
と
さ
れ
た
よ
う
な
人
物
に

も
等
し
く
な
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
説
話
中
の
人
物
が
呼
び
出
す
説
話
要

素
と
し
て
の
往
生
叙
述
と
い
う
性
格
は
み
て
と
れ
な
い
。
往
生
叙
述
を
記
さ
な

い
説
話
の
面
か
ら
み
て
も
、
「発
心
集
」
は
夢
告
や
奇
瑞
と
い
っ
た
典
型
的
な

往
生
叙
述
を
、
「伝
に
有
り
」
と
し
て
往
生
伝
に
譲
る
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る

説
話
の
人
物
を
あ
げ
る
と
、

千
観
内
供

（巻

一
第
四
話
）

。
南
つ
く
し

（巻

一
第
六
話
）

・
幸
仙

（巻

一
第
八
話
）

・
伊
予
入
道

［伊
予
守
源
頼
吉
］
（巻
三
第
二
話
）

。
義
叡

（巻
四
第

一
話
）

・
叡
実
阿
聞
梨

（巻
四
第
四
話
）

。
肥
後
の
僧

（巻
四

第
五
話
）
・
空
也
上
人

（巻
七
第
二
話
）

・
賀
茂
女

（巻
七
第
四
話
）

・

源
親
元

（巻
七
第

一
一
話
）

と
、
有
名
無
名
の
僧
、
さ
ら
に
在
俗
の
男
女
の
別
な
く
夢
告
や
奇
瑞
と
い
っ
た

往
生
叙
述
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、
往
生
す
る
人
物
と
往
生
叙
述
と
に
因
果
関
係

は
見
出
せ
な
い
。

「
往
生
伝
』
に
お
い
て
は
圧
倒
的
多
数
を
も
っ
て
占
め
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ

唯
れ袈
築
動
ゴ
誡
畔
紅
」稀勢鈍駐背鏡



よ
う
に
、
往
生
に
至
る
行
の
多
様
性
に
長
明
の
関
心
は
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
誰
が
と
い
う
主
体
に
関
す
る
意
識
が
往
生
叙
述
と
直
接
結
び
付
く
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

『発
心
集
」
と

『撰
集
抄
』
に
お
け
る
往
生
叙
述

の
方
法
の
違
い
を
確
認
で
き
た
と
考
え
る
。

次
に
、
「
閑
居
友
』
に
は
十
八
例
ほ
ど
の
往
生
叙
述
を
確
認
し
た
が
、
そ
の

中
で
上
巻
第
二
話
の
如
幻
僧
都
の
往
生
を
、

日
ご
ろ
す
ぎ
て
、
庵
の
ほ
ど
に
い
ひ
し
ら
ぬ
に
は
ひ
の
侍
け
れ
ば
、
あ
や

し
く
て
み
け
れ
ば
、
手
を
あ
は
せ
て
西
に
む
か
ひ
て
、
命
つ
き
給
ひ
に
け

る
な
る
べ
し
。
そ
の
年
は
六
十
二
。
こ
ろ
は
十
二
月
二
日
に
て
ぞ
侍
け
る
。

と
奇
瑞
を
伴
っ
て
記
し
、
他
に
善
殊
僧
正

（上
巻
第
三
話
）
な
ど
に
も
往
生
叙

述
が
み
ら
れ
る

一
方
で
、
妻
に
責
め
ら
れ
て
発
心
し
た

「
い
ふ
か
ひ
な
き
あ
や

し
の
男
」
（上
巻
第

一
四
話
）
の
説
話
は
、

つ
ひ
に
は
い
か
ゞ
な
り
侍
に
け
ん
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な
く
こ
そ
。

と
結
ば
れ
て
お
り
、
義
朝
の
郎
等
の
四
郎
入
道

（上
巻
第

一
六
話
）
の
説
話
な

ど
と
共
に
往
生
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
や
は
り

『撰
集
抄
」
と
は

方
法
を
異
に
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

「
閑
居
友
』
全
体
の
構
成
は

「高
僧
↓
凡
僧
↓
俗
男
↓
女
性
」
と
往
生
伝
の

配
列
に
倣
い
な
が
ら
も
、
上
巻
か
ら
下
巻
に
至
る
ま
で
往
生
叙
述
が
見
出
せ
る

事
は
、
配
列
に
お
い
て
説
話
の
人
物

（主
体
）
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が

集
と
し
て
の
論
理
に
ま
で
結
び
付
く
事
は
終
に
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ

う
し
た
意
味
か
ら
は
、
廣
田
氏
が

『
発
心
集
」
と
往
生
伝
の
中
間
的
性
格
と
し

て

一
括
さ
れ
た
、
『
閑
居
友
』

・
『
撰
集
抄
』
の
往
生
諄
も
、
往
生
叙
述
の
論

理
に
お
い
て

一
線
を
劃
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
あ
げ
た

「撰
集
抄
』
が

「き
は
」
の
意
識
を
綴
っ
た
７
と

３２
の
評
論
部
は
、
「閑
居
友
』
の
最
終
話
下
巻
第

一
一
話
の
、
「あ
や
し
の
げ
す

女
」
が
不
断
の
念
仏
に
よ
っ
て
生
前
に
来
迎
の
期
を
知
り
、
そ
の
通
り
に
往
生

を
遂
げ
る
説
話
の
評
論
部
の
影
響
下
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

さ
や
う
の
際
の
も
の
は
、
後
の
世
の
事
を
ば
、
か
け
ふ
れ
思
ひ
も
よ
ら
ず
、

た
ゞ
さ
し
あ
た
り
た
る
事
を
の
み
こ
そ
、
な
げ
き
も
悦
も
す
る
事
に
て
侍

め
る
に
、

「
閑
居
友
』
は
臨
終
を
予
め
知
る
奇
瑞
と
と
も
に

「
あ
や
し
の
げ
す
女
」
の
往

生
叙
述
を
し
て
お
り
、
当
話
の
構
造
は

『撰
集
抄
』
の
往
生
叙
述
の
論
理
と
合

】
リレ す

』
畠
¨
“
』

『 る
漿
穀

抄 ‐こ
「
ぃ
鰐
け
れ
中
婦
響
輝
だ

」
癬
耐
「

『 ‐ま
貯
鰤
鰤
「

の
集
全
体
に
働
く
論
理
も
、
「
閑
居
友
』
の
影
響
か
ら
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
閑
居
友
』
が
こ
れ
を
集
の
中
で
の
各
話
の
往

生
叙
述
の
方
法
に
ま
で
構
築
し
え
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
「撰
集
抄
』
は

『
閑
居
友
』
を
享
受
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
集
と
し
て
の
叙
述
の
方
法
に
ま
で
推

し
進
め
た
の
で
あ
っ
た
。

「発
心
集
』

・
『閑
居
友
』

・
『撰
集
抄
」
と
い
っ
た
中
世
仏
教
説
話
集
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
往
生
伝
を
継
承
し
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
跡
が
窺
わ
れ
る
。

往
生
伝
か
ら
の
本
質
的
な
脱
却
を
最
も
明
確
に
意
識
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り

『
発
心
集
』
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
廣
田
氏
の
言
う

「発
心
集
」
と
往

生
伝
と
の
中
間
的
な
性
格
の
内
実
は
、
「
閑
居
友
』
が
集
の
配
列
と
い
う
枠
組

み
の
上
で
往
生
伝
を
利
用
し
つ
つ
も
、
個
々
の
説
話
に
お
い
て
そ
れ
と
は
違
う

も
の
を
目
指
し
た
の
に
対
し
て
、
「撰
集
抄
』
は
隠
遁

。
遁
世
の
文
学
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
最
も
往
生
伝
の
往
生
叙
述
を
継
承

・
展
開
さ
せ
、
説
話
集
と
し
て

の
往
生
叙
述
の
論
理
に
ま
で
到
達
さ
せ
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
意
味
に
お
い
て
、
「撰
集
抄
」
は
往
生
の
集
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。



注
（
１
）
拙
稿

「『撰
集
抄
』
の
方
法
―
仮
託
説
話

・
非
仮
託
説
話
併
存
の
意
味
に
向
け
て
Ｆ
」

翁
詞
林
」
第
二
号
　
昭
６３
・
５
）。

（２
）
美
濃
部
重
克
校
注

『閑
居
友
責
中
世
の
文
学
・
三
弥
井
書
店
　
昭
５７
・
５
）の
解
説
参
照
。

（
３
）
「文
学
史
研
究
」

一
七
。
一
人
号

（昭
５３
・
４
）。
「中
世
仏
教
説
話
の
研
究
」
（勉
誠
社

昭
６２
・
５
）
に
再
録
。

（
４
）
「論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
」
３
中
世

（角
川
書
店
　
昭
５３
・
６
）
所
収
。

（５
）
「
閑
居
友
」
序
説

（
二
ご

（「早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
」
第

一
七
　
昭
４３
・
・２
）０

（
６
）
「語
文
」
第
三
十
一
輯

（昭
４８
・
７
）。

（
７
）
「同
朋
国
文
」
第
１３
号

（昭
５‐
．
３
）。
引
用
文
中
に
あ
る
、
氏
の
作
成
さ
れ
た
別
表
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（８
）
「仏
教
文
化
研
究
」
三

（昭
２８
・
８
）。
「
日
本
仏
教
思
想
史
研
究
　
浄
土
教
」
（平

楽
寺
書
店
　
昭
３４
・
ｎ
）
に
再
録
。

（
９
）
「仏
教
文
学
研
究
」
第
五
集

（昭
４２
・
５
）。
「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
説
話
文

学
」
（有
精
堂
　
昭
４７
・
・１
）
そ
の
他
に
再
録
。

（
１０
）
そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
本
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
小
島
孝
之
・
浅
見
和
彦
編

「撰
集
抄
」
（桜
楓
社
　
昭
６０
．
４
）。
三
木
紀
人
校
注

「方
丈
記
　
発
心
集
」
（新
潮

日
本
古
典
集
成
　
昭
５．
．
１。
）。
「閑
居
友
」
は
注

（
２
）
前
掲
書
を
用
い
る
。

（
ｎ
）
諸
書
に
み
ら
れ
る
増
賀
説
話
に
つ
い
て
は
、
安
田
孝
子
氏

「増
賀
聖
人
説
話

一
覧

―

「撰
集
抄
」
注
釈
余
滴
―
」
翁
椙
山
国
文
学
」
六
　
昭
５７
・
３
）
に
詳
し
い
。

（
・２
）
三
木
紀
人
氏
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成

「方
丈
記
　
発
心
集
」
の
頭
注
に
お
い
て
、

「師
の
世
俗
と
の
妥
協
を
撃
つ
増
賀
の
奇
行
。
そ
の
奥
に
あ
る
悲
し
み
。
叡
山
復
興

の
た
め
に
あ
え
て
名
利
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
良
源
。
純
粋
な
弟
子
と
才

覚
十
分
の
師
と
の
不
幸
な
関
係
を
語
る
説
話
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
似

た
構
図
が

「撰
集
抄
」
に
も
み
て
と
れ
る
と
考
え
る
。

（
・３
）
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
注

（２
）
前
掲
書
の
補
注
９３
に
詳
し
い
。
「閑
居
友
」
と

『撰
集
抄
」
が
影
響
関
係
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
定
説
化
し
て
い
る
と
考
え
る

が
、
こ
の
二
話
に
直
接
関
係
が
有
る
か
否
か
は
、
論
点
を
根
本
的
に
左
右
す
る
も
の

で
は
な
い
。

（
‐４
）
最
近
、
渡
邊
信
和
氏
が

「「撰
集
抄
」
編
者
の
女
性
観
」
翁
説
話
文
学
研
究
」
第
二

十
四
号
　
平
元
・
６
）
で
、
「女
性
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
説
話
」
と
い
う
立
場

か
ら
こ
の
説
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
「撰
集
抄
』
末
尾
の
表
現
に
つ
い
て
、
コ
一人

の
転
生
を
考
え
て
い
る
の
は
、
同
行
と
し
て
の
女
性
を
考
え
る
意
味
で
示
唆
的
で
あ

ろ
う
」
と
す
る
見
解
に
は
、
首
肯
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
但
し
、
こ
の
一
話
に
お
い

て
は

「同
行
と
し
て
」
で
は
な
く
尼
の
往
生
そ
の
も
の
に
主
題
が
あ
る
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。

（
‐５
）
「往
生
の
文
学
―

「
日
本
往
生
極
楽
記
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
３
日
本
文
学
」

一
四
巻

〓

百
τ
　
昭
４０
．
１２
）０
古
典
遺
産
の
会
編

『往
生
伝
の
研
究
」
（新
読
書
社
　
昭

４３
・
５
）
に
改
稿
し
て
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
。

（
‐６
）
今
成
元
昭
氏
が

「説
話
と
軍
記
―
往
生
話
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（注

（
１５
）
前
掲
書
所

収
）
の
中
で
、
「今
音
物
語
集
」
か
ら

「死
ニ
ケ
ル
時
ノ
作
法
現
二
極
楽
二
参
リ
ヌ

ト
見
エ
ケ
リ
」
（十
九
３６
）
や

「浄
キ
衣
ヲ
着
テ
西
二
向
ヒ
テ
端
坐
シ
テ
掌
ヲ
合
セ

テ
、
念
仏
ヲ
唱
ヘ
テ
失
セ
ニ
ケ
リ
」
（十
五
１７
）
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
「臨
終
時
の

作
法
に
よ
っ
て
往
生
成
否
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第

一
は
、
至
心
に
極
楽

を
願
う
と
い
う
正
念
を
失
わ
ず

（心
ヲ
不
乱
・
心
ヲ
不
違
）
し
て
弥
陀
の
念
仏
を
唱

え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
西
向
・
端
坐
・
合
掌
な
ど
の
姿
態
を
と
る
の
が
普

通
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
‐７
）
「十
訓
抄
」
巻
十
、
「古
今
著
問
集
』
巻
四
所
収
の
類
話
等
は
、
往
生
に
つ
い
て
語

っ
て
い
な
い
。

（
‐８
）
注

（
４
）
前
掲
田
村
氏
論
考
。

（・９
）
拙
稿

「「撰
集
抄
』
成
立
に
関
す
る
試
論
１
巻
末
意
識
と
そ
の
性
質
―
」
「
中
世
文
学
」

第
三
十
三
号
　
昭
６３
・
６
）参
照
。

―
―
大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
―

往生の証一学一

往

生

諄

発
心
諄

通
世
・隠
徳
諄

総
話
数

説
話
集

（
テ
キ
ス
ト
）

２

一
２

（
一
〇
〇
％
）

一
話
（Ｏ
・九
％
）

一
話
（〇

九
％
）

一
一
六

霊
異
記

（大
系
本
）

３７

一
“

（
八

四

・
九

）

一
工公

一
一
〓
四

一
一（
一
・六

一
二
九

法
華
験
記

（続
群
類
）

７９

一
爛

（
七
二

・
四
）

五
九
二

四

七
）

一
〓

バ
五

■
Ｃ

四
０

一

今
昔

・
本
朝
仏

法
部（大

系
本
）

２４

一
４６

（
五

二

・
二

）

一
四
（
〓
一〓
二
）

一 九

〇 七

四 九

一
〇
六

発
心
集

（鴨
長
明
全
集
）

４

一
Ю

（
四

〇

　

〇

）

八
含
一五

〇

一
反
三
四

四
）

五
〓

五
ｉ
Ｃ

開
居
友

（古
典
文
庫
）

８

一
お

（
三

四

・
八

）

一公
五
・
Ｏ
）

一五

〓

一０

・
七

）

一
員

一
七

四

）

撲
集
抄

（岩
波
文
章
）


