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い
わ
ゆ
る
説
話
文
学

の
文
学
的
価
値

井

手

恒

雄

わ
れ
わ
れ
は
、
た
と

え
ば
発

心
集

の
よ
う

な
も

の
を
説
話
文
学
と
よ

び
、

日

本
文

学
史
上

の
作
品

の

一
っ
に
数

え
る
こ
と

に
馴
れ
て

い
る
。

し
か
し
、

こ
う

い
う

こ
と
に
も
疑

間

を
持
と
う
と
思
え
ば
、

持

て
る
。

一

体
、
発

心
集
は
文
学

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
ど

の
よ
う
な
わ
け
で
文

学
史

上
の
作
品

の

一
つ
に
数

え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
れ
は
初
歩
的

な
、
そ

し
て
素
利

な
疑
問

で
あ
る
。

し
か
も
初
歩
的

で
あ
る

か
ら

と

い
っ
て
、
軽
視

し
て
よ

い
問
題

で
は
な

い
。

そ
れ
は
、
考

え
よ
う

に
よ

っ
て
は
、
文
学
と

い
う
も

の
の
本
質

に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
か
も
し

れ
な

い
。

わ

た
し
は
、
日
本
文
学
と
仏
教
と

の
交
渉

に
興
味
を
持

っ
て

い
る
。

こ
の
両

者

の
関
係

の
真
実

の
と

こ
ろ
は
ど
う
か
と

い
う

こ
と
を
、
文

学
史
上

の
作

品

の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
見

て
み
た

い
と
思

っ
て
い
る
。

そ
の
見
地
か
ら

こ
の
問
題

を
眺

め
て
み
た

い
と
思
う
。

こ
こ
に

い
わ
ゆ
る
説
話
交
学

の

一
つ
と

し
て
あ
げ

た
発

心
集

は
、
普
通

に
同
じ
仲
間
で
あ
る
撰
集
抄

や
沙
石
集
が
そ
う
で
あ
る
よ

う

に
、
そ

の
性
格
が
仏
教
的
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
、
仏
教
的
と

い
う

こ
と

は
、
実
際

は
ど
う

い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
発
心
集
そ

の
も

の
が
真
実
文
学
作
品

で
あ
る
か
ど
う
か
が
問

題

に
な
る
と
き
、
ど

の
よ
う
な
意

味

を
持

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

発

心
集
か
ら

一
ご
二
の
説
話

を
抜

き
出

し
て
、

な
る

べ
く
具

体
的

に
論

じ
て
み

た

い
。



そ

の

一
つ
は

「
陽
範
阿
閣
梨
切

二
梅
木

一
事
」

で
あ
る
。

徒
然
草

の
古

い
註
釈
書

に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
有
名

な
話

で
あ
る
が
、

こ
う

い
う
も

の
を
ど
う
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
か
。

又
、
横
川

に
尊
勝

の
阿

閣
梨
陽
範
と
云
ひ
け

る
人
、
目
出
た
き
紅
梅
を
植

ゑ

て
、
又
無
き
物

に
し
て
、
華
ざ
か
り

に
は
、
偏

に
此
を
け
う
じ

つ
ゝ
、
自

ら
人

の
を
る
を
も

こ
と
に
惜

み
さ

い
な

み
け
る
程

に
、

い
か

ゞ
思
ひ
け
ん
、

弟
子
な
ん
ど
も
外

へ
行

き
て
人
も
無

か
り

け
る

ひ
ま

に
、
心
も

な
き
小

法
師

の
独

り
有
り
け

る
を
よ
び
て
、

「
よ
き

や
有
る
。
も

て
こ
。
」
と
云
ひ
て
、

此
の
梅

の
木
を
土
き

は
よ
り
切

っ
て
、
上

に
砂
打
散
ら

し
て
、
跡
形

な
く
て

居

た
り
。
弟
子
帰
り

て
、
驚
き
惟

み
て
、
故

を
問
ひ
け
れ

ば
、
唯

「
由
し
無

け
れ
ば
。
」
と
そ
答

へ
け

る
。
簗
墜

雄
賃
校
註
「鴨
長
明
全
集
」
下
に
ょ
る
。
以
下
同
じ
。

も
し
発
心
集
が
普
通

に
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
説
話
文

学
で
あ
る

な
ら
ば
、

こ

の
話
も

そ
の
中

の

一
つ
と
し
て
、

一
箇

の
文
学

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は

果
た
し

て
文
学

の
名

に
値
す
る
も

の
で
あ
ら
う
か
。

わ
た
し
が
思
う

に
、

こ
の
よ
う
な
も

の
が
文

学
と
し
て
取
扱

わ
れ
る
の
は
ど

う

い
う
わ
け
か
と

い
う

に
、
そ
れ
は
こ
れ
が

一
つ
の
興
味

の
あ
る
話
だ
か
ら
で

あ
る
。
陽

範
と
呼
ば
れ
る

一
人
の
僧
侶

は
、
自
分

の
最
も
愛
す
る
梅

の
木
を

、

弟
子
た
ち
の

い
な

い
時

分
を
見

は
か
ら

っ
て
、

土
ぎ
わ
か
ら
切
り
す
て

て
し
ま

っ
た
。
な
ぜ
そ

ん
な
こ
と
を

し
た
か
と
問

わ
れ

て
、
彼
は

「
つ
ま
ら

な
い
か
ら

だ
。
」
と
言

う
だ
け
だ

っ
た
と

い
う
。

な
る
ほ
ど
興
味

の
あ
る
話
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
で
、
こ
れ
を
文
学

と
呼

ぶ
こ
と

が
で
き
る

で
あ
ら
う
か
。

こ
の
場
合

、

陽
範

は
な
ぜ
梅

の

木
を
切
り
す

て
な
け
れ

ば

な
ら

な
か

っ
た

か
。

こ
れ
は
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題

で
あ
る
。
彼
は
弟

子
の
問

い

に
答
え

て
た
だ
、

「
つ
ま
ら
な

い
か
ら
だ
。
」
と
言
う
だ
け
だ

っ
た
が
、
そ
れ

を
補

っ
て
言
え
は

彼

は
世

俗
的

な
も

の

に
執
着
す
る

こ

と
を
恐
れ

た
の
で
あ

る
。

こ

の
陽

範

の
話

は

「小

田
原
教

壊
上
人
打

二
破
水
瓶

一事

」
の
付

け

た

り
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る
が

、
発

心
集

の
撰
者
は

こ
の
二
つ
の
話

を
並

べ
た

あ
と
で

「此
等

は
皆
執
心

の
と
ま
ら
ん
事
を
恐
れ
け
る
也
。
」
と

い
い
、
陽
範

の
や
り
方

に
賛
成

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
話
は
、
あ
ら

ゆ
る

世

俗

的

な

も

の

へ
の
執
着

を
断

つ
て
仏
道
修
行

に
専
念
す

べ
き
立
場

に
あ
る

一
僧
侶
が
、

断
乎

と
し
て
、
最
愛

の
花

の
樹

を
切
り
す

て
た
と

い
う
話

で
、
主
人
公

の
気
持

か
ら

い
う
と
、
梅
な
ど

に
気
を
と
ら
れ
る
の
は
、

つ
ま
ら

な
い
と

い
う

の
で
あ

る
。
教
壊
上
人

の
話
は
ど
う
か
と

い
う
に
、
こ
れ
は
殊

に
愛
着
し
て

い
た
水

瓶

を
打
ち
割

っ
た
と

い
う
話
で
あ
る
。
教

壊
上
人

は
高
野

に
住

ん
で

い
た
が
、
奥

の
院

へ
詣

で
て

一
心
に
念
論

な
ど
し
て

い
る
う
ち

に
、
ふ
と
水
瓶

の
こ
と
が
頭

に
浮

か
ん
だ
。
自
分

の
留
守
中
人

に
で
も
盗
ら

れ
は
し
な

い
か
と
思

う
と
気
が

気

で
な
く
、
仏
前

に
あ
り
な
が
ら
気

も
そ
ぞ
ろ
で
あ

る
。

ふ
と
思

い
直

し
て
家

に
帰
り
、
自
分
を
執
着
さ
せ
た
水
瓶
を
打
ち
く
だ

い
た
。
陽
範
の
場
合
と
同
じ

よ
う

に
、
激
し

い
求
道

の
気
持

の
う
か
が

え
る
話
で
あ
り

、
考

え
よ
う

に
よ

つ

て
は
気
違

い
じ
み
た
話

で
あ

る
。

わ
た
し
が

こ
こ
で
考
え

て
み
た

い
と
思
う
の
は
、
こ
の
よ
う

な
激

し
い
求
道

の
気
持

な
り
気
違

い
じ

み
た
気
持
な
り
が
、
発

心
集

の
よ
う
な
作
品

、
さ
ら

に

い
え
ば

一
般

に
中
世
の
説
話
文
学

と
呼
ば
れ

る
作
品
を
、
真
実
文

学
作

品
と
呼

ば

せ
る
に
足
り
る
要
因
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
し
や
逆

に
そ
れ

ら
が
文
学
作
品
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
妨
げ

る
も

の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で

あ
る

。
こ
こ
で
、
任
意

に
梅

の
花
の
歌

を
選
ん
で
掲
げ

て
み
た

い
。

き

み
な
ら
で
誰
に
か
見

せ
む
梅

の
花



色

を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知

る

紀

友
則

暮

る
と
明

く
と
目
離

れ
ぬ
も
の
を
梅

の
花

い
つ
の
人
間

に
移
ろ
ひ
ぬ
ら
む

紀

貫
之

こ
れ
ら
を
文
学
作
品
と
考

え
る
こ
と
に
、
異
議
は
あ
る
ま

い
。

こ
れ
ら

は
梅

の
花

に
托

し
て
他

の
あ
る
気
持

を
歌

っ
た
も
の
だ
と

い
う
見
方

を
す
る
人
が
あ

る

か
も

し
れ
な

い
が
、
し
ば
ら
く
単
純

に
梅

の
花

の
歌
と
見

て
置

こ
う
。
梅
を

愛
す
る
気
持
が

こ
こ
で
文

学
を
形
成

し
て

い
る
。

こ
う
い
う
も

の
と
対
比
し

て

考

え

て
み
た

い
の
は
、
梅
を
愛
す
る
気
持

と
並

ん
で
、
梅

へ
の
愛
を
自
ら
否
定

す
る
気
持
も
ま
た
文
学
を
形
成
し
得
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

わ
た
し
が
言

い
た

い
の
は
、
自
然
美

へ
の
愛

を
否

定
す
る
精
神
は
そ

の
ま
ま

文
学

を
否
定
す

る
精
神

に
連
な
る
も

の
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
求

道

に
熱
心

な
、
あ
る
意
味
で
は
気
違

い
じ
み
た
僧
侶
が
自
然
美

に
対
し
て
心
の

眼
を
閉
じ
た
話
は
、
そ
れ
自
体
が
文
学

と
見

な
さ

れ
る
よ
り
も
、
逆

に
非
文
学

的

な
も

の
と
考

え
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
今
こ

こ
に
任
意

に
選

ん
で
掲
げ
た
、
古
人

の
無

心
に
自
然
美
を
愛
す

る

歌

と

は
、

う
ら

は
ら

の
も

の
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
然
美

へ
の
愛
を
否
定
す
る
話

と
し
て
、
同

じ
発

心
集

に
別

に
次

の
よ
う
な

も

の
が

あ
る
。

そ
れ

は
、

「
佐
国
愛

レ
華
成

レ
蝶
事

」
と
題
さ

れ
る
も

の
で
あ
る
が
　

或
人
円
宗
寺

の
八
講

と
云

ふ
事

に
参
り
た
り
け
る

に
、
時
ま

つ
程

や
ゝ
久

し

か
り
け
れ
ば
、
其

の
あ
た
り
近
き
人

の
家

を
か
り

て
、
且
く
立
入
り
た
り

け

る
が
、
か
く
て
其
家
を
み
れ
ば
、

つ
く
れ
る
家

の
い
と
広
く

も

非

ぬ

庭

に
、
前
栽
を
え
も

い
は
ず
木
共

う
ゑ
て
、
う

へ
に
仮
屋

の
か
ま

へ
を
し

つ
ゝ
、

聯
か
水
を
か
け
た
り
け
り

。
色

々
の
花
か
ず

を

つ
く
し
て
錦
を
打
ち

お
ほ

へ

る
が
如
く
見
え
た
り
。

殊

に
さ
ま

ん
＼

な
る
蝶

い

く
ら
と
も
な
く
遊
び
あ

へ
り
。
事

ざ
ま
の
有
難

く
覚

え
て
、
わ
ざ
と
あ
る
じ
を
よ
び
出
で
て
、
此

の

事
を
問

へ
り
。
あ
る
じ

の
云

ふ
様

、

「
是
は

な
ほ
ぎ
り

の
事
に
も
非
ず
。
思

ふ
心
あ
り
て
う
ゑ
て
侍
り

。
お
の
れ
は
、
佐
国
と
申
し
て
人
に
知

ら
れ
た
る

博
士

の
子

に
て
侍
り
。
彼

の
父

世

に
侍
り

し
時
、

ふ
か
く
花

を
興
じ
て
、
折

に
つ
け
て
是

を
翫

び
侍
り
き

。
且

は
其

の
心
ざ
し
を
詩

に
も
作
れ
り

。

『
六

十
余
国

(イ
歳
)
見

れ
ど
も
未
だ

あ
か
ず
。
他
生

に
も
定
め
て
花
を
愛
す

る
人

た
ら
む
。
』
な
む
ど
作
り
置

き
て
侍
り

っ
れ
ば
、
自

ら
生

死
の
会

執
に
も
や

罷

り
成
り

け
む
と
、
疑

は
し
く
侍
り

し
程

に
、
あ
る
者

の
夢

に
、
蝶

に
成

っ

て
侍
る
　
見

た
る
由
を
語
り
侍

れ
ば

、
罪
深
く
覚
え
て
、
然
ら
ば
若

と

れ

ら
に
も

や
ま
よ
ひ
侍

る
ら
む
と

て
、
心

の
及

ぶ
程
う
ゑ
て
侍

る
也

。
其

に
と

り

て
、
唯
花

ば
か
り
は
猶

あ
か
ず

侍
れ

ば
、
あ
ま
づ
ら
蜜

な
む
ど

を
朝

ご
と

に
そ

ゝ
ぎ
侍

る
。
」

と
そ
語
り
け
る
。

こ
れ
も

ま
た
文
学

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
前
掲

の
陽
範
の
梅

の
花

の
話
以
上

に
、
文
学

と
考
え
ら
れ

そ
う

な

一

面
を
持

っ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
佐
国
と

い
う
博
士
は

一
生
涯
花

を
愛

し
て
蝶

に

生
ま
れ
変

っ
た
。

そ
の
子
は
庭

一
ぽ

い
に
花
を
植

え
て
そ

れ
に
蜜
を
そ
そ

い

で
、
蝶
を
も
て
な
し
た
。
ま

こ
と

に
美
し
く
、
哀

れ
な
話
で
あ
る
。
ど

こ
か
夢

幻
的
な
感
じ
さ
え
す
る
話

で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
話

を
書
き
と
ど

め
た
人

の
気

持
は
ど
う
か
と
考

え
て
行
く
と
、
そ
う
も
言

え
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
話

に
は

付
け
た
り
と
し
て
、

「
六
波
羅
寺
幸
仙
愛

二
橘
木

一事
」

と

い
う
話
が
添
え
ら

れ
て
い
る
。
六
波
羅
寺

の
幸
仙
と

い
う
僧

は
平
素

か
ら
道
心
が
深
か

っ
た
が
、

橘
を
愛

し
て
そ
れ
が
執
心
と
な
り
、
蛇
に
生

ま
れ
変

っ
て

そ
の
橘

の
根

も
と
に

住

ん
で

い
た
と

い
う

の
で
あ
る
。

そ

し
て
佐
国

の
話
と

こ

れ
と
を
受
け
て
、



「
す

べ
て
念

々
の
妄
執

一
々
に
悪
身
を
受

く
る
事
は
、
は
た
し
て
疑

な
し
。
実

に
恐
れ
て
も

お
そ

る
べ
き
事
な
り
。
」
と

い
わ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

の
話
は
自
然
美
を
愛
す
る
気
持

の
切
実
さ
を
綴

る
と

い
う
よ
う
な
も

の
で
は
な

い
。
ど

こ
ま

で
も
自
然
美

へ
の
愛

を
否

定
す
る
気

持
が
主
な

の
で
あ
る
。
陽
範

の
梅
を
切
る
話

と

い
い
、
佐

国

の
蝶

に
生

ま
れ
変
る
話

と

い
い
、

い
ず
れ
も
、

「
か
く
て
ぞ
花

を
め
で
、
鳥
を
う
ら

や
み
、
霞
を
あ
は
れ

み
、
露

を

か

な

し

む
心
こ
と
ば
多

く
、
さ

ま
ざ

ま
に
な
り

に
け
る
。
」

(古
今
集序
)
と

い
う
精
神
と

は
程

遠

い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
知
ら
ね

ば
な
ら
な

い
と
思

う
。
程
遠

い
と
い
う

よ
り
も
そ

の
逆
を
行

く
も

の
で
あ
る
と

い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
い
ず

れ
に
せ

よ
そ

の
ま
ま
日
本
文
学

の
伝
統

の
わ
く
内

に
お
さ
ま
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ

の
種

の
説
話
を
支

え
る
も

の
は
、
激

し
い
求
道

の
精
神

と

い
う
よ
り

も

一
種

の
宗
教

的
狂
気
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
そ

の
説
話
を
文
学

た

ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
逆

に
そ
れ
が
文
学
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ

る

も

の

で
あ

る
と

い

わ
な
け
れ

ば
な

ら
な

い

の
で

は
な

い
か

と
思

う
の
で
あ

る
。こ

れ
ほ
ど
ま
で

に
自
然
美

へ
の
愛
着
を
断

と
う
と
す
る
求
道
者

の
気
持

は
、

現
代
人

の
想
像
力

の

限
界
を
越

え
て
い
る
。

そ

れ
は
ま
ず

陽
範

の
弟

子
た
ち

に
、
不
審

の
眼
を
見

は
ら

せ
た

の
で
あ

る
。

し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
、
と

も
か
く

も
そ

の
よ
う

な
精
神

の
存
在
し
た

こ
と
を
認

め
ぎ
る
を
得

な
い
。
わ
れ

わ
れ

は

そ

の
う

え
で
、
そ

の
よ
う
な
精
神
が
文

学
と
ど
う
関
係
す
る
か
を
考
え
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
と
思
う

の
で
あ
る
。
わ

た
し
は
、
そ
の
よ
う

な
狂
気

の
物
語
は
、

文
学
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ

に
非
文
学

で
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る
が
。

わ
た
し
は
、
前
記

の
説
話

が
自
然
美

に
愛
着
す
る
気
持

の
切
実
さ
を
描
く
と

い
う
も

の
で
は
な

い
と
言

っ
た
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
作
品

の
あ
る
こ
と

を
考

え

て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。

花

を
待

つ
心
こ
そ
な

ほ
昔
な
れ

-

春

に
は
う
と
く
な
り

に
し
も
の
を

西

行

散
る
を
見
で
帰
る
心
や
さ
く
ら
花

む

か
し
に
か

は
る
し
る
し
な
る
ら
ん

同

も

は
や
春

な
ど
と

い
う
も

の
と
は
縁

を
切

っ
た

は
ず

の
自
分
な

の
に
花

を
待

つ
心

は
昔

の
ま
ま

に
の
こ

っ
て

い
る
こ
と
よ
、
と

い
い
、
花
見
に
出

か
け
て
も

散

る
ま

で
は
見
ず

に
帰

っ
て
来
る
気
持
が
昔

と
変

っ
た
と

い
え

は
い
え
る
も
の

で
あ

ろ
う
、
と

い
う
西

行
は
、
中

世

の
仏
教
徒
ら
し
く
自
然
美

へ
の
耽
美

を
自

ら
強
く
戒

め
な
が
ら
心

の
中
に
は
な
お
惹

か
れ
る
も

の
が
あ
る
、
そ
れ
が
彼

の

文
学
を
形
づ
く

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
花
を
め
で
鳥
を
う
ら
や
」
む
と

い
う
日
本

の
文

学
伝
統
が
、
中

世

の

禁

欲

主
義
的

仏
教

の
世
界

に
住

む
人

々
の
心
に
生
き

つ
づ

け
る
と
す
る

な
ら
、

こ
う

い
う
形
を
と
ら
ざ

る
を

得

な
か

っ
た
ろ
う

と

い
う
と
こ
ろ
を

見

せ
て
い
る
の

が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
西
行

の
歌
で
あ
る
。

こ
の

二
首

の
和
歌
は
確
か
に
文
学

の

名

に
値
す

る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
言
葉

の
表
面

の
意
味

に
か
か
わ
ら
ず

人
間
本
来

の
美
し

い
気

持
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
。
そ

れ
に
比

べ
る
と
、
わ

れ

わ
れ

の
当
面

の
対
象
で
あ
る
い
わ

ゆ
る
説
話
文
学

の
類
は
、
実

は
文
学

の
名

に

値
し
な

い
、
よ
り
低
次

の
も

の
で
あ
る
と

い
う
感
が
深

い
。
そ

れ
ら

の
も

の
に

お

い
て
は
自
然
感
情

は
教
義

に
抑
え
ら
れ
、
あ
ま
り

に
も
偏
狭
な
禁
欲
主
義
が

巾

を
利
か
せ
て
い
る
と
し
か
思
え
な

い
の
で
あ
る
。



い
わ
ゆ
る
説
話
文
学

は
、
普
通

に
仏
教

的
な
文
学

で
あ

る
と
考

え
ら
れ
て

い

る

。
仏
教
的
と
文

学
と
、

こ
の
二
っ
の
概

念
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易

に
結
び

つ
け

ら

れ
て
よ

い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
的

と
は
何

か
と

い
う
こ
と
を
も
う

一
度
考

え
直

し
て

み

る

必
要
が
あ
る

と
思
う
。
中
世

の
日
本
人

の
在
り
方
と

し
て
、
仏
教
的

と
い
う

の
が
ど
う

い
う

こ
と
を
意
味
し
た
か
、
実

際
に

つ
い
て
見

て
み
た
い
。

こ
う

い
う
話

が
あ
る

。

「
伊
家
並
妾
頓

死
往
生
事
」

と
題
す

る
話

で
あ
る

が
、
男

に
捨

て
ら
れ
た
女

が
あ

っ
た
。
あ
る
日
何

か
の

つ
い
で
に
男
が
女

の
家

の
前

を
通
り
過
ぎ

て
行

っ
た
。
そ

の
こ
と

を
聞

い
た
女
は
人
を
遣
し
て
男

を
呼

び

と
め
た
。
男

は
荒

れ
果
て
た
家

の
様
子
を
見

て
、
自
分

の
無
情
を
心
恥
ず

か

し
く
思

っ
た
。
女

は
し
か
し
落
ち

つ
い
て
い
た
。
日

ご
ろ
か
ら
そ
う
で
あ

っ
た

と
想
像

さ
れ

る
の
だ

っ
た
が
、
女
は
脇
息

に
よ
り
か
か

っ
て
静
か

に
読
経

す
る

の
だ

っ
た
。
女

は
面
痩

せ
し
て
い
た
が
、
清
楚

で
可
愛
ら
し
く
、
顔

に
こ
ぼ
れ

か
か

っ
た
髪

の
様
子

も
美

し
く
、
以
前
逢

っ
た
女
と
は
思
わ
れ
な

い
ほ
ど
魅
力

的

で
あ
る

。
こ
の
人
を
見
捨

て
て
長

い
間
辛

い
物
思

い
を
さ
せ
た
こ
と
が
心
苦

し

く
思

わ
れ
て
、
男
は
哀
れ
を
催

し
、

い
ろ

い
ろ
と
女

に
話

し
か
け

る
。
女
も

物

を
言

い
た
げ

に
見
え
な
が
ら
、

ご
言

の
返
事
も
し
な
い
。
読
経

を
終

っ
て
か

ら
と
思

っ
て
い
る
の
か
と
察
し
て
、

男
が
待

ち
遠
し
が

っ
て

い
る
と
、
女

は
法

華
経

の

「
於
此
命
終
即
往
安
楽
世
界
阿
弥
陀
仏
」
と

い
う
と

こ
ろ
を

二
度

.∴
度

繰
り
返

し
読

ん
で
、
そ

の
ま
ま
姿
勢
を
く
ず

さ
ず

、
眠
る
よ
う
に
し
て
死
ん
で

行

っ
た
　

、

こ
こ
で
撰
者

は
言

う
。

女

と

い
う
も

の
は
、
男

を
慕

う
あ
ま
り
望
夫

石
と

い
う
よ
う

な
も

の
に
な

っ

て
後
世

に
名
を
と
ど
め
た
り

、
甚

だ
し
い
場
合

は
悪
霊

と
な

っ
て
人
を
苦
し
め

た
り
す
る
も

の
で
あ
る
。

い
か
に
も
罪
深

い
所
業

ば
か
り
が
多

い
の
に
、

こ
の

女
が
夫

に
見
捨

て
ら
れ
た

の
を
往
生

の
機
縁
と

し
て
、
自
分

の
思
う
通
り
の
死

に
方
を
し
た
の
は
、
見

上
げ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
を
手
本
と

し
て
世
間

の
女

た
ち
が

極
楽
往
生

を
願
う
こ
と

に
な
れ
ば
、

ど
ん
な

に
か

よ

い
こ
と
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
互
に
愛
し
合

っ
て
い
て
も
そ

の
愛
情
が
無
常

の
世

の
中

に
い

つ
ま

で
も

つ
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ん
や
自
分

を
愛
し
て
く
れ
ぬ
男
を
慕
う
た

と
て
何

に
な
ろ
う
ー

。

思
ひ
あ
ま
り

ぬ
る
時

、

富
士

の
ね
を

0
き
か
け
、

海
士

の
袖

と
か

こ
ち

て
、

念
比

に
心
の
底

を
あ
ら

は
せ
ど
、
何

の
か
ひ
か
は
あ
る
。
独
り
む
ね
を

こ
が
し
、
袖

を
し
ぼ
る
程
は
、

い
み
じ
く
あ
ぢ
き

な
く
な
む
侍
り
。
何

に
況

や
、
此
の
世

び
と

つ
に
て
や
む

べ
き
事

に
て
も
非
ず
。
其

の
む
く

ひ
空
し
か

ら
ね

ぱ
、
来
世

に
は
又
人

の
心
を

つ
く
さ

す
べ
し
。
此

の
如
く
世

々
生

々
た

が

ひ
に
き
は
ま
り
無
く

し
て
、
生
死

の
き

つ
な
と

な
ら
ん
事

の
い
と
罪

深
く

侍
る

な
り

。
此

の
度

思
ひ
き
り

て
極
楽

に
生

れ
な
ば
、
う
き
も

つ
ら
き
も
ね

ぬ
る
夜

の
夢

に
こ
と
な
ら
じ
。
立

帰
り
善
知
識

と
さ
と
り

て
、
か
れ
を
道
引

か
ん
事

こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍

れ
。
若

し
浄
土

に
て
猶

つ
き
が
た
き
程
め

う

ら

み
な
ら
ば
、
其
の
時

い
ひ
む
か

へ
を
も

せ
よ
か
し
。

こ
こ
で
い
ち
ぢ
る
し

い
こ
と
は
、
女

の
男

へ
の
愛
情
が

「
罪
深

き
習

」
と

し

て
完
全

に
否
定

さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
撰
者
が
そ

の
よ
う
な
愛
情

の
全
面
的
否
定

の
上

に
立

っ
て
、

こ
の
話

の
女
主
入
公
を
礼
讃
し
て

い
る
こ
と

で
あ
る
。
夫
に
捨
て
ら

れ
た
彼
女

が
、
そ
れ
を
恨
む

こ
と
も
な
く
、
そ
れ
を
機

縁
と
し
て

極
楽

征
生

を
と
げ
た

こ
と
を
ほ
め
、

人

々
か
こ
れ
に
見
習

う
こ
と

を
、
撰
者

は
願

っ
て

い
る
。
人
間

の
仏
教
的
な
在
り
方

を
撰
者
が
説

き
、
そ
れ

を
人

に
す
す
め
て
い
る
こ
と

に
ま
ち
が

い
な

い
と
し
て
、
そ
の
仏
教
的
な
あ
り



方

な
る
も

の
は
、
真
実
何
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

も

し
愛
情

の
全
面
的
否
定
が
、
人
間

の
仏
教
的
な
在
り
万
と
し
て
の
当
然

の

要
請

で
あ

っ
た
と
す

る
な
ら
、

こ
と
が
ら
は
重
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
的

な

在

り
万

な
る
も

の
が
、
人
間

の
他

の
在
り
方
と
し
て
の
文

学
的

な
在
り
方
と
相

容

れ
な
い
も

の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
人
間

の
文
学
的

な
在
り
方
が
、

人
間
自
然

の

愛
情

の
肯
定
を
第

一
の
要
件

と
す

る
も

の
と

し

て

。こ
こ
で
、

「
思
ひ
あ
ま
り

ぬ
る
時

、
富

士
の
ね
を

ひ
き
か
け
、
海
士

の
袖
と

か

こ
ち

て
、
念
比

に
心
の
底
を
あ
ら

は
せ
ど
云

々
。
」
と
い
う
の
は
、
次

の
よ

う
な
古
歌
を

ふ
ま
え

て
の

こ
と
で
あ
る
。

(簗
瀬
一雄
氏
「鴨
長
明
全
集
」
下
の
註
に
ょ

る

。

恋
を

の
み
常

に
駿

河

の
山
な
れ

は

富
士

の
ね
に
の
み
泣
か

ぬ
日
は
な
し

よ
み
人
知
ら
ず

鈴
鹿

山
伊
勢

を
の
海

士
の
す
て
衣

汐
馴
れ
た
り
と
人
や
見
る
ら
む

伊
雰

朝
臣

い
ず

れ
も
後
撰

集
に
見

え
る
も

の
で
あ

る
が
、
撰
者
は
そ
う
い
う
愛
情

を
空

し

い
も

の
と

し
て

い
る
。

い

っ
て
み
れ
は
古
今

集

・
後
撰

集
以
来

の
詩
情

は
こ

こ
で
否

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ち

ょ

っ
と
見

る
と
、

こ
の

「
思
ひ
あ
ま
り
ぬ
る
時

云
々
」
は
古
歌

の
語
句
を

か
り

て
あ
や
な
し
た
文

学
的
表
現
で
あ
る
か

の
よ
う
に
見

え
る
。
そ
れ
は
た
と

え

は
古
今
序

の

「
富
士

の
け
ぶ
り

に
よ
そ

へ
て
人

を
恋

び
、
松
虫

の
音
に
友

を

し
の
び
云

々
」
を
思
わ
せ
る
美

し
い
表
現

で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
美

し

い
表

現

で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
あ

っ
て
、
そ

の
奥

に
あ
る
も

の
は
極
め
て
非
文

学
的

な
も

の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
話

の
、
女
が
静

か
に
死
ん
で
行
く
あ
た
り
は
、

一
箇
の
文

学
で
あ
る
と

い
う
見
方
が
成
り
立

つ
か
も
し
れ
な

い
。
男
は
女

の
返
答
を
待

っ
て

い
る
が

、

女
は

一
言
も
答

え
な

い
。
法
華
経

の

一
句
を

二
度

三
度

と
く
り
返

し
て
、
そ
の

ま
ま
息
を
引
き
と
る
と

こ
ろ
な
ど
、

た
し
か
に

一
つ
の
物
語

の
場
面

を
成
し
て

い
る
。
わ
た
し
は
し
か
し
、

こ
う

い
う
も

の
が
文
学

で
あ
る
か
否

か
を
決
定
す

る

の
は
、
第

一
に
そ
れ
を
書

い
た
人

の
物

の
見
方
考

え
方

で
あ
る
と
思
う
。
撰

者

に
よ

っ
て
こ
の
話

は
決

し
て
切
実

な
愛
情

の
物
語
と
し
て
語

ら
れ
て
は

い
な

い
。
何
と
な
く
小
説

に
な
り

そ
う
な

一
シ
ー
ン
も
、
撰
者

の
偏

見

に
わ
ざ

わ

い

さ
れ

て
そ

の
ま
ま
で
終
り
、
最
後

の
説

教
を
呼
び
起

こ
す
手
段

に
す

ぎ
な
い
も

の
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

撰
者

は
、
女
が
男
を
慕
う
あ
ま
り

に
望
夫
石

に
な

っ
た
り
悪
霊

に
な

っ
た
り

し
た
話

を
持
ち
出

し
て
人

々

へ
の
戒
め
と
し
て

い
る
が
、
文

学
の
伝
統
か
ら

い

え
ば
た
と
え

は
か

の
松

浦
佐
用
姫

に
し
て
も

六
条
御
息
所

に
し
て
も
、
教
誠

の

且
ハと
し
て
語
り
伝

え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。

そ
れ
ほ
ど

に
切
な

い
人
間

の
真

情

の
悲
話

と
し
て
、
心
あ
る
人

々
の
同

情
と
支
持

と
を
得

、
高

く
買
わ
れ

つ
つ

文
学

の
歴
史

に
の
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は

た
し
か

に
文
学
と

し
て
愛

さ

れ
る

に
足
り
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
排
斥
す

る
撰
者

の
立
場
が
仏
教
的
と

呼
ば
れ
る

べ
き
も

の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
仏
教
的
と

い
う

の
は
非
文

学
的
な
、

あ
ま
り

に
も
非
文
学
的

な
人
聞

の
在
り
方

で
あ

る
。

仏
教

的
な
在

り
方

に

つ
い
て
、

他

の
例

に
つ

い
て
見
て

み
た

い
。

そ
れ
は

「
玄
賓
係

二
念
亜
相
室

一
事
」
と
題
さ
れ
る
話
で
あ
る
が

、
要
約
す
る
と
　

玄
賓
僧
都
は

、
高
僧
と

し
て
人
か
ら
仏

の
如
く
仰
が

れ
た
人

で
あ
る
が

、
こ

の
人
が
あ
る
時
何

と
い
う
こ
と
は
な

い
病

に
か
か

っ
て
日
数

が
経

っ
た
。

か
ね

て
僧

都
を
尊

崇
す
る
某
大
納
言
が
自

ら
出
向

い
て
見
舞

い
、
病
床

の
僧

都
か
ら



意

外
な
告
白
を
聞

か
さ

れ
る
の
だ

っ
た
。
僧
都
は

一
日
大
納
言

の
邸

を
訪

れ
て

大

納

言
の
奥
方
を

一
目
見
、
た
ち
ま
ち
恋
慕

し
て
今

日
ま
で
懊

悩
を
重
ね
て
い

る
。
僧
都
は
信
頼
す
る
大
納
言
だ
か
ら
、
心
中
を
包
み
か
く
さ
ず
告

白
す
る
と

い
う
。
人

の
よ

い

(と
は
書
い
て
な
い
が
)
大
納

言
は
、

僧
都

の
望

み
ど

お

り

妻

に

会
わ

せ
、
速
か

に
そ

の
悩

み
を

や
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
。
や
が

て
そ
の
日
、
僧

都

は
法
服
を

つ
け
威
儀
を
正
し
て
や

っ
て
来

た
。
大
納
言
は
怪

し
く
不
似
合

に

思

っ
た
が
、
几
帳
な
ど
を
立
て
て
僧

都
を
妻

の
部

屋

に
入
れ
た
。
僧
都
は
奥
方

が
美
し
く
と
り

つ
く
ろ

っ
て
い
る
姿

を

一
時

ば
か
り

つ
く
づ
く

と
見
守

っ
て
、

弾
指

を
た
び
た
び
し
て
、
そ
の
ま
ま
奥
方

の
身
体

に
触

れ
る
こ
と
も

な
く
帰

っ

て
行

っ
た
　

。

撰
者
は

こ
こ
で

「
不
浄
を
観
じ
て
そ

の
執
を

ひ
る
が

へ
し
け
る
な
る
べ
し
。
」

と

い
い
、
次

い
で
長

々
と
い
わ

ゆ
る
不
浄
観

に

つ
い
て
述

べ
立

て
る
。

っ
ま
り

玄
賓
僧
都
は
奥
方

の
顔
を
見
守
り

な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
不
浄
観
を
行
な

っ
た
の

だ

と
い
う
。
不
浄
観
と

い
う
の
は
、
人

の
身

の
檬

ら
わ
し

い
こ
と
を
思

い
見

る

こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
美

し
い
女
で
も
、
皮
膚

の
下
は
骸

骨
で
あ
る
。

五
臓

六

騎

の
あ
り
さ

ま
は
、
毒
蛇

の
わ
だ
か
ま

っ
た
様
子
を
思
わ
せ
る
。
海
山

の
珍
味

も

か
ら

だ
の
中

で

一
夜
を
経
れ
ぼ
、
不
浄
物

と
な
る
。

た
だ
表
面

の
美

し
さ
が

そ

の
諸

々
の
不
浄
を
か
く
し
て

い
る

の
に
す
ぎ

な

い
。

そ
の
上
も

し
女
が
死
ね

ば
、
死
骸

は
塚

の
ほ
と
り

に
捨
て
ら
れ
、
ふ
く

れ
寓
り
乱

れ
て
、
や
が
て
、
白

骨

と
な
る
。

そ

の
あ
り

さ
ま
を
観
ず

れ
は
、

い
か
な
る
愛
着
も
た
ち
ま
ち
消
散

す
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も

ま
た

仏
教

徒

の
立
場

か
ら
の
人
間
的
愛
情

の
全
面
的
否

定
が
見

ら

れ

る
。
前

に
、
自
分
を
見
捨
て
た
男

を
恨

む

こ
と
も
な
く
読

経
し

つ
つ
死

ん
で
行

っ
た
女
の
話

の
あ
と
で
、
夫

婦
の
愛

情
を
罪
深

き
も
の
と
し
て
叙
述

し
た
撰
者

は
、

こ
こ
で
高
僧

と
仰
が

れ
る
人
が
、
人
妻

に
対
す

る
罪
深

い
愛
欲
を
ど

の
よ

う

に
し
て
退
治
し
た
か
と

い
う
こ
と
を
、

心
を

こ
め
て
細
か

に
物

語
る
。
こ

こ

で
は
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
は
ず

の
愛
情
が
、
た
だ
空
し

い
も
の
と
さ

れ
て

い
る
。
高
僧
が
女

の
顔

を
見
守
り

な
が

ら
い
わ
ゆ
る
不
浄
観
を
行

な
う
と

い
う
あ

た
り
は
、
仏
教
的
と

い
え

ば
こ
れ
以

上
に
仏
教
的

な
も

の
は
な

い
と
思

わ
れ
る
、
人
間

の
異
常

な
在
り
方

で
あ

る
。
こ
の
異
常
な
在
り
方

を
異
常

な
在
り

方
と
し

て
正
当

に
認
識

す
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
と
思
う
。
こ

の
話

が
ま
た

一

箇

の
文
学

で
あ
り
得

る
か

と
い
う
問
題

に
つ
い
て

い
え

は
、
わ
た
し
は
こ
れ
も

ま
た
厳
密
な
意
味

で
は
交

学
と
は

い
え

な
い
性
質

の
も

の
で
あ
る
と
考
え

る
。

前

の
話

の
場
合

と
同
じ
よ
う

に
、
高
僧
が
入
妻
を
恋
慕
し
そ
れ
を
当
の
夫

に
告

白
し
、
や
が
て
愛
す
る
女

の
室

に
い
ざ
な
わ
れ
る
と

い
う
あ

た
り

は
、
現
代

の

作
家

も
思

い
及

ば
ぬ
文
学

で
は
な
い
か
と
い
う
人
が
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は

こ
う

い
う
も
の
を
題
材

に
し
て
書
け
ば

お
も
し
ろ

い
も
の
が
で
き
る
と
い
う
だ
け

の

こ
と
で
は
あ
る
ま

い
か
。
何

よ
り
も
高
僧

の
異
常

な
在
り
方
自
体
が
、

こ
の
話

が
文
学

に
ま
で
高
め
ら
れ
る

こ
と
を
妨

げ
て

い
る
の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

高
僧
と
人
妻

と
い
え
ば
、
例

の
志
賀
寺
の
上
人
の
話
が
あ

る
。

「
行
学
薫
修

の
聖
才
」
で

「
速
か

に
か

の
三
界

の
火
宅
を
出

で
て
永
く
九
品
の

浄
刹

に
生

ま
れ
ん
と

願

ひ
し
か
ば
、

富
貴

の
人
を
見
て

も
夢
中

の
快

楽
と
笑

ひ
、
容

色

の
妙
な
る

に
逢
ひ
て
も
迷
ひ
の
前

の
着
相
を
哀
れ
む
」
と

い
う
境
地

に
あ

っ
た
志
賀
寺

の
上
人
が
、

一
度

京
極

の
御
息
所

に
愛
着
を
感
じ
る
と
た
ち

ま
ち
我
を
忘
れ
、

「
今
生

の
妄
念
遂

に
離

れ
ず

ば
後
生

の
障
り
と
成
り

ぬ
べ
け

れ
ば
、

我
が
思

ひ
の
深
き
色

を
御
息
所

に

一
端
申

し
て
心
安
く
も
臨
終
を
も
せ

ば

や
。
」
と
思

い
、
泣

く
泣
く
御
息
所

の
御
所

に
出
か
け
る
。
御
息
所

の
差

し

出
す

「
雪

の
如
く
な
る
御
手
」

に
取
り

つ
い
て
、
上
人
が

O



初

春

の
初
ね

の
今
日

の
玉
箒

手

に
と
る
か
ら

に
ゆ
ら
ぐ
玉

の
緒

と

詠
む
と
、
御
息
所

は

極
楽

の
玉

の
台
の
蓮
葉

に

わ
れ
を

い
ざ

な

へ
ゆ
ら

ぐ
玉

の
緒

と

こ
た
え
て
、
そ

の
心

を
慰
め

る
の
で
あ

っ
た
。

人
志
賀
寺
上
人
專

太
牛
調
巻
第

三
十
七
身
了
茜
聞

一
角
仙

こ
れ
も
中
世

の
社
会

に
お

い
て
は
、
道

心
堅
固

の
聖
人
も
煩
悩

の
絆
を
離
れ

る
こ
と
が
困

難
な

こ
と
を
一小
す
教
訓
と

し
て
語
り
伝
え
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た

が
、
読
者

は
そ

の
よ

う
な
意
図

を
越

え
て
高
僧

の
哀
れ
に
も
切
な
い
愛
欲

の
物

語

と
し
て
、
こ
れ
を
享

受
し
た
と
忠
わ
れ

る
ふ
し
が

あ
る
。
本
居

宣
長
も

「
あ

し
わ
け
小

舟
」

の
中
で
、

「
老
僧

の
京
極

の
御

息
所

の
御
手
を
と
り
て

「
ゆ
ら

ぐ
玉

の
緒
』
と
吟
じ
た
る

い
に
し

へ
、
あ
は
れ

に
や
さ
し
き

こ
と
な
り

し
。
」

と

い
い
、

こ
れ
を
あ
わ
れ
に
や
さ
し

い
も

の
と
し
て
受
け
と

っ
て

い
る
。

こ
れ
な
ど
に
比

べ
て
玄
賓
僧
都

の
話

は
、

あ
ま
り

に
も
仏
教

的
な
る
が

ゆ
え

に
文

学
と
し
て
の
資
格

を
欠

く
と
い
う

べ
き
も

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

仏
教

的
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
　

。

こ
れ
は
実

に
日
本
文
学
研
究
上

の
重
大
問
題

で
あ
る
。

わ

た
し
は
、
中

世
の
説
話

(そ
れ
は
不
用
意
に
説
話
文
学
と
呼
ぶ
べ
ぎ
で
は
な
い
と
思
う。
)
の

中

の
、
僧
侶

た
ち
が
人
間
的
愛
欲
を
無

理
に
否
定

し
、
甚

だ
し
い
場
合

は
自
然

美
を
も
執
着

と
し
て
斥
け
た
話

を
引

用
し
、
そ

れ
ら

に
見
ら
れ
る
仏
教
徒

ら
し

い
行
き
方
を

、
仏
教
的

と
規
定

し
て
み
た
。
そ

う
い
う
行
き
方

は
人
間
の
自

然

に
反
す

る
も

の
で

あ
り

、
そ

う

い
う
行

き
方
が

支
配
的

で
あ
る
環
境

で
は
人

々

の
問
に
お
け

る
ヒ

ユ
ー

マ
ニ
ス
テ

ィ
ッ
カ
な
物

の
考
え
方

の
発
達
が
長

い
間

阻

止
さ

れ
た
に
ち
が

い
な

い
と
考
え
た
。
そ
う

い
う
仏
教

的
な
説
話

は
表
面

は
文

学
ら

し
く
見
え

て
も
、
実
際
は
文
学
で
は
な

い
と
考
え
、
何

よ
り

も
そ
の
仏
教

的

と

い
う

こ
と
自
体
が
そ

の
よ
う

な
説
話

を
文

学
た
ら
し
め
得
な

い
要
因
で
あ

る
と
見

た
。

こ
れ

に
は
も
ち

ろ
ん
異
論
が
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
は
、
仏
教
的
と

い
う

こ
と
を
そ

の
よ
う
な
宗
教

的
偏

見

の
場
合

に
か
ぎ
る
の
は
よ
く
な
い
と
い

う
意
見

で
あ
る
。
仏
教
乃
至
仏
教
的
と

い
う

こ
と
を
そ
の
よ
う

に
仏
教
と
敵
対

的

な
も

の
と
は
考

え
ず

、
む
し
ろ
文
学

を
文
学

た
ら
し
め
る
好

ま
し
い
要
因
と

考

え
る

こ
と
が
望
ま
し

い
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解

は
ど
ち
ら
か
と

い
え

ば
今

日
の
常
識

に
近

い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

一
体
説
話

の
場
合
、
愛
欲
を
否
定

し
た
り
自
然
美
を
斥
け
た
り
す
る

こ
と
以

外

に
、

何
か
仏
教

的

と
呼
ば
れ
る

好

ま
し

い
こ
と
が
ら

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
あ

る
い
は
ま
た
、
愛
欲
を
否
定
し
た
り
自
然
美
を
斥
け
た
り
す
る
こ
と
は

真

実
の
意
味

で
仏
教
的
と
は

い
え
な

い
と
、
積

極
的

に
否
定
し
得

る
何

も
の
か

が

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
案

外

に
も
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

単

に

二
三
の
説
話
を
引
用
し
た
上
で
の
素

描
で
は
、
十
分

に
意

を
尽
く

せ
な

い

が

、

い
わ
ゆ
る
説
話
文
学
が
真
実
文
学
の
名

に
値
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

を
き

め
る
場
合
、
説
話
そ
の
も

の
か
ら

帰
納

し
な
い
、
仏
教
的

な
も

の
の
想
定

ほ
ど
危
険

な
も

の
は
な

い
と
、
わ
た
し
は
思

う
の
ぐ
あ
る

。(
一
九

五
九
・
七
・
六
)

　
福
岡
女
子
大
学
教
授
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