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御
伝
鈔

巻
下

第
一
段

師
資
遷
謫

し
し
せ
ん
ち
ゃ
く

浄
土
宗
興
行
に
よ
つ
て
、
聖
道
門
廃
退
す
。

浄
土
宗
が
世
に
広
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
聖
道
門
の
諸
宗
が
衰
え
て
い

じ
ょ
う
ど
し
ゅ
う

よ

ひ
ろ

し
ょ
う
ど
う
も
ん

し
ょ
し
ゅ
う

お
と
ろ

っ
た
。

こ
れ
空
師
（
源
空
）
の
所
為
な
り
と
て
、

奈
良
の
興
福
寺
や
比
叡
山
延
暦
寺
の
高
位
の
学
僧
た
ち
は
、
こ
れ
は
源
空
聖

こ
う
ぶ
く
じ

ひ
え
い
ざ
ん
え
ん
り
ゃ
く
じ

げ
ん
く
う

人
の
せ
い
で
あ
る
と
し
、

た
ち
ま
ち
に
罪
科
せ
ら
る
べ
き
よ
し
、
南
北
の
碩
才
憤
り
ま
う
し
け
り
。

す
み
や
か
に
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
怒
り
を
込
め
て
訴
え
出
た
。

『
顕
化
身
土
文
類
』
の
六
に
の
た
ま
は
く
、

『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
の
第
六
巻
「
化
身
土
文
類
」
に
は
、
親
鸞

け
ん
じ
ょ
う
ど
し
ん
じ
つ
き
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
ょ
う
も
ん
る
い

け
し
ん
ど
も
ん
る
い

し
ん
ら
ん

聖
人
が
次
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
。

「
ひ
そ
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は

「
わ
た
し
な
り
に
考
え
て
み
る
と
、
聖
道
門
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
は
、

行
証
ひ
さ
し
く
廃
れ
、

行
を
修
め
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
す
た
れ
て
久
し
く
、

浄
土
の
真
宗
は
証
道
い
ま
盛
ん
な
り
。

浄
土
真
宗
の
教
え
は
、
さ
と
り
を
開
く
道
と
し
て
今
盛
ん
で
あ
る
。

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う

し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏
く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、

し
か
し
、
諸
寺
の
僧
侶
た
ち
は
、
教
え
に
暗
く
、
何
が
真
実
で
何
が
方
便
で

ほ
う
べ
ん

あ
る
か
を
知
ら
な
い
。

洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
つ
て
邪
正
の
道
路
を
弁
ふ
る
こ
と
な
し
。

朝
廷
に
仕
え
て
い
る
学
者
た
ち
も
、
行
の
見
分
け
が
つ
か
ず
、
よ
こ
し
ま
な

教
え
と
正
し
い
教
え
の
区
別
を
わ
き
ま
え
な
い
。

こ
こ
を
も
つ
て
興
福
寺
の
学
徒
、
太
上
天
皇
［
諱
尊
成
、
後
鳥
羽
院
と
号
す
］

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
興
福
寺
の
学
僧
た
ち
は
、
後
鳥
羽
上
皇
・

ご

と

ば
じ
ょ
う
こ
う

今
上
［
諱
為
仁
、
土
御
門
院
と
号
す
］
聖
暦
、
承
元
丁
卯
歳
、

土
御
門
天
皇
の
時
代
、
承
元
元
年
二
月
上
旬
、

つ
ち
み
か
ど
て
ん
の
う

じ
だ
い

じ
ょ
う
げ
ん

仲
春
上
旬
の
候
に
奏
達
す
。

朝
廷
に
専
修
念
仏
の
禁
止
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

主
上
臣
下
法
に
背
き
義
に
違
し
、
忿
り
を
な
し
怨
を
結
ぶ
。

天
皇
も
臣
下
の
も
の
も
、
法
に
背
き
道
理
に
外
れ
、
怒
り
と
怨
み
の
心
を
い

だ
い
た
。

聖
道
門
…
こ
の
世
で
悟
り
を

開
い
て
仏
に
な
ろ
う
と
す
る

自
力
修
行
の
道
。

顕
化
身
土
文
類
…
親
鸞
聖

人
の
主
著
『
教
行
信
証
』
の

第
六
巻
の
こ
と
。

洛
都
の
儒
林
…
京
都
の
儒

学
者

後
鳥
羽
院
…
一
一
八
〇-

一
二
三
九
。

土
御
門
院
…
一
一
九
五
ー

一
二
三
一

承
元
丁
卯
歳
…
一
二
〇
七
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こ
れ
に
よ
り
て
真
宗
興
隆
の
大
祖
源
空
法
師
な
ら
び
に
門
徒
数
輩
、

そ
こ
で
浄
土
真
宗
を
興
さ
れ
た
祖
師
源
空
聖
人
を
は
じ
め
、
そ
の
門
下
の
数

人
に
つ
い
て
、

罪
科
を
考
へ
ず
、
み
だ
り
が
は
し
く
死
罪
に
坐
す
。

罪
の
内
容
を
問
う
こ
と
な
く
、
不
当
に
も
死
罪
に
処
し
、

あ
る
い
は
僧
の
儀
を
改
め
、
姓
名
を
賜
っ
て
遠
流
に
処
す
。

る
い
は
僧
侶
の
身
分
を
奪
っ
て
俗
名
を
与
え
、
遠
く
離
れ
た
土
地
に
流
罪
に

る
ざ
い

処
し
た
。

予
は
そ
の
一
つ
な
り
。
し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
あ
ら
ず
、
俗
に
あ
ら
ず
。

あ
わ
た
し
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
は
や
僧
侶
で
も
な
く
俗
人
で

も
な
い
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
禿
の
字
を
も
つ
て
姓
と
す
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、《
禿
》
の
字
を
も
っ
て
自
ら
の
姓
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
く

空
師
な
ら
び
に
弟
子
等
、
諸
方
の
辺
州
に
坐
し
て

源
空
聖
人
と
そ
の
門
弟
た
ち
は
、
遠
く
離
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
へ

五
年
の
居
諸
を
経
た
り
」
と
云
々
。

流
罪
と
な
っ
て
五
年
の
歳
月
を
経
た
」

空
聖
人
罪
名
藤
井
元
彦
、
配
所
土
佐
国
［
幡
多
］

源
空
聖
人
は
罪
人
と
し
て
の
名
を
藤
井
元
彦
、
土
佐
の
国
の
幡
多
に
流
罪
と

ふ
じ
い
の
も
と
ひ
こ

さ
れ
、

鸞
聖
人
（
親
鸞
）
罪
名
藤
井
善
信
、
配
所
越
後
国
［
国
府
］

親
鸞
聖
人
は
罪
人
と
し
て
の
名
を
藤
井
善
信
、
越
後
の
国
の
国
府
に
流
罪
と

さ
れ
た
。

こ
の
ほ
か
門
徒
、
死
罪
流
罪
み
な
こ
れ
を
略
す
。

こ
の
他
に
死
罪
や
流
罪
と
さ
れ
た
門
弟
た
ち
も
い
た
が
、
今
は
略
す
る
。

皇
帝
［
諱
守
成
、
佐
渡
院
と
号
す
］
聖
代
、
建
暦
辛
未
歳
、
子
月
中
旬

第
七
日
、

そ
し
て
順
徳
天
皇
の
時
代
、
建
暦
元
年
十
一
月
十
七
日
、

じ
ゅ
ん
と
く
て
ん
の
う

け
ん
り
ゃ
く

岡
崎
中
納
言
範
光
卿
を
も
つ
て
勅
免
。

岡
崎
中
納
言
範
光
卿
よ
り
赦
免
の
勅
命
が
下
さ
れ
た
。

お
か
ざ
き
の
ち
ゅ
う
な
ご
ん
の
の
り
み
つ
の
き
ょ
う

こ
の
と
き
聖
人
右
の
ご
と
く
禿
の
字
を
書
き
て
奏
聞
し
た
ま
ふ
に
、

そ
の
と
き
、
親
鸞
聖
人
が
前
述
の
通
り
「
禿
」
の
字
を
自
ら
の
姓
と
す
る
よ

う
朝
廷
に
申
し
出
ら
れ
た
と
こ
ろ
、

陛
下
叡
感
を
く
だ
し
、
侍
臣
お
ほ
き
に
褒
美
す
。

天
皇
は
深
く
感
心
し
て
お
ほ
め
に
な
り
、
臣
下
た
ち
も
大
い
に
ほ
め
た
た
え

た
の
で
あ
る
。

勅
免
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
か
し
こ
に
化
を
施
さ
ん
が
た
め
に
、

赦
免
の
勅
命
を
受
け
た
後
も
、
聖
人
は
そ
の
地
の
人
々
を
教
え
導
く
た
め
、

僧
に
あ
ら
ず
、
俗
に
あ
ら
ず

…
非
僧
非
俗
。
親
鸞
聖
人

自
身
の
立
場
の
表
明
。

禿
の
字
…
親
鸞
聖
人
は
自

身
を
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名

乗
ら
れ
た
。

居
諸
…
年
月
。

佐
渡
院
…
順
徳
天
皇
（
一

一
九
七
ー
一
二
四
二
）
。

建
暦
辛
未
…
一
二
一
一

年
。
親
鸞
聖
人
三
九
歳
。

岡
崎
中
納
言
範
光
…
式
部

少
輔
三
位
範
兼
の
子
息
。
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な
ほ
し
ば
ら
く
在
国
し
た
ま
ひ
け
り
。

も
う
し
ば
ら
く
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
た
。

【
概
要
】

念
仏
を
批
判
す
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
法
然
聖
人
と
親
鸞
聖
人
は
流
罪
に
処
せ
ら
れ
る
。

・
専
修
念
仏
を
批
判
し
た
主
な
勢
力
…
比
叡
山
（
天
台
宗
）
や
興
福
寺
（
法
相
宗
）
の
学
僧
。

度
重
な
る
専
修
念
仏
禁
止
の
訴
え
の
末
、
念
仏
宗
は
罰
せ
ら
れ
、
四
名
の
死
刑
・
八
名
の
流
罪
が
言

い
渡
さ
れ
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
の
中
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
教
団
の
中
で
も
有
力
な

門
弟
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

［
死
刑
］

①
西
意
善
綽
房

②
性
願
房

③
住
蓮
房

④
安
楽
房

［
流
罪
］

①
法
然
…
俗
名
藤
井
元
彦
、
土
佐
国
（
実
際
は
讃
岐
国
塩
）

②
親
鸞
…
俗
名
藤
井
善
信
、
越
後
国

③
浄
聞
房
…

備
後
国

④
澄
西
禅
光
房
…

伯
耆
国
（
鳥
取
県
）

⑤
好
覚
房
…

伊
豆
国

⑥
行
空
法
本
房
…

佐
渡
国
（
新
潟
県
佐
渡
市
）

⑦
幸
西
成
覚
房
…

※
遠
流
と
な
る
も
無
動
寺
善
題
の
預
か
り
と
な
る

⑧
善
恵
房
證
空
…

※
遠
流
と
な
る
も
無
動
寺
善
題
の
預
か
り
と
な
る
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第
二
段

稲
田
興
法

聖
人
（
親
鸞
）
越
後
国
よ
り
常
陸
国
に
越
え
て
、

親
鸞
聖
人
は
、
越
後
の
国
か
ら
常
陸
の
国
に
移
ら
れ
、

ひ
た
ち

笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
隠
居
し
た
ま
ふ
。

笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
う
地
に
隠
居
さ
れ
た
。

か
さ
ま
ぐ
ん
い
な
だ
ご
う

幽
棲
を
占
む
と
い
へ
ど
も
道
俗
あ
と
を
た
づ
ね
、

静
か
に
住
ま
わ
れ
て
い
た
が
、出
家
の
も
の
も
在
家
の
も
の
も
次
々
と
訪
れ
、

蓬
戸
を
閉
づ
と
い
へ
ど
も
貴
賤
ち
ま
た
に
あ
ふ
る
。

門
戸
を
閉
ざ
し
て
い
て
も
、
辺
り
は
身
分
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
で
あ
ふ
れ

た
。

仏
法
弘
通
の
本
懐
こ
こ
に
成
就
し
、

仏
法
を
世
に
広
め
る
と
い
う
本
意
が
こ
こ
に
か
な
い
、

衆
生
利
益
の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
。

人
々
を
救
う
と
い
う
長
年
の
思
い
が
す
み
や
か
に
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
聖
人
仰
せ
ら
れ
て
の
た
ま
は
く
、「
救
世
菩
薩
の
告
命
を
受
け
し

こ
の
と
き
聖
人
は
、「
か
つ
て
救
世
観
音
菩
薩
か
ら
受
け
た

く

せ
か
ん
の
ん

い
に
し
へ
の
夢
、
す
で
に
い
ま
符
合
せ
り
」
と
。

夢
の
お
告
げ
が
、
今
ま
さ
に
そ
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
」
と
仰
せ
に
な
っ
た

【
概
要
】

流
罪
が
許
さ
れ
た
親
鸞
聖
人
が
、
越
後
国
国
府
か
ら
関
東
に
移
り
、
稲
田
と
い
う
と
こ
ろ
を
拠
点

に
、
仏
法
を
お
伝
え
に
な
ら
れ
た
。
関
東
で
の
ご
教
化
は
二
〇
年
に
も
の
ぼ
る
。

※
夢
の
お
告
げ

行
者
宿
報
設
女
犯

《
も
し
行
者
が
過
去
か
ら
の
因
縁
に
よ
り
女
犯
の
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
な
ら
、

ぎ
よ
う
じ
や

か

こ

い
ん
ね
ん

に
よ
ぼ
ん

つ
み

お
か

我
成
玉
女
身
被
犯

わ
た
し
が
美
し
い
女
の
身
と
な
り
そ
の
も
の
の
相
手
と
な
ろ
う
。

う
つ
く

お
ん
な

み

あ
い
て

一
生
之
間
能
荘
厳

そ
し
て
一
生
の
間
よ
く
そ
の
も
の
を
支
え
、

い
つ
し
よ
う

あ
い
だ

さ
さ

臨
終
引
導
生
極
楽
」
と
い
へ
り
。

臨
終
に
は
導
い
て
極
楽
に
往
生
さ
せ
よ
う
》

り
ん
じ
ゆ
う

み
ち
び

ご
く
ら
く

お
う
じ
よ
う

常
陸
国
笠
間
郡
稲
田
郷
…

現
在
の
茨
城
県
笠
間
市
稲

田
町
。

幽
棲
を
占
む
…
ひ
っ
そ
り
か

く
れ
住
む
。

蓬
戸
を
閉
じ
る
…
戸
を
閉

じ
る
。
す
な
わ
ち
人
と
の
関

わ
り
を
絶
つ
。

救

世

菩

薩
の
告

命

…

上

巻
、
第
三
段
に
出
て
き
た
夢

の
お
告
げ
を
指
す
。
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第
三
段

弁
円
済
度

聖
人
（
親
鸞
）
常
陸
国
に
し
て
専
修
念
仏
の
義
を
ひ
ろ
め
た
ま
ふ
に
、

親
鸞
聖
人
が
、
常
陸
の
国
で
専
修
念
仏
の
教
え
を
説
き
広
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、

お
ほ
よ
そ
疑
謗
の
輩
は
少
な
く
、
信
順
の
族
は
お
ほ
し
。

疑
い
謗
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
信
じ
し
た
が
う
も
の
が
多
か
っ
た
。

し
か
る
に
一
人
の
僧
［
山
臥
と
云
々
］
あ
り
て
、

し
か
し
、
修
験
道
を
修
め
る
一
人
の
山
伏
が
お
り
、

し
ゅ
げ
ん
ど
う

や
や
も
す
れ
ば
仏
法
に
怨
を
な
し
つ
つ
、

何
か
に
つ
け
て
念
仏
の
教
え
に
敵
意
を
い
だ
き
、

結
句
害
心
を
さ
し
は
さ
み
て
、
聖
人
を
よ
り
よ
り
う
か
が
ひ
た
て
ま
つ

る
。

つ
い
に
は
聖
人
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
、
折
に
触
れ
そ
の
動
向
を
う
か
が
っ

て
い
た
。

聖
人
板
敷
山
と
い
ふ
深
山
を
つ
ね
に
往
反
し
た
ま
ひ
け
る
に
、

聖
人
が
板
敷
山
と
い
う
奥
深
い
山
を
常
に
行
き
来
し
て
お
ら
れ
た
の
で

か
の
山
に
し
て
度
々
あ
ひ
ま
つ
と
い
へ
ど
も
、

そ
の
山
で
た
び
た
び
待
ち
構
え
て
い
た
が
、

さ
ら
に
そ
の
節
を
と
げ
ず
。

行
き
違
い
で
な
か
な
か
そ
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
で
い
た
。

つ
ら
つ
ら
こ
と
の
参
差
を
案
ず
る
に
、
す
こ
ぶ
る
奇
特
の
お
も
ひ
あ
り
。

そ
の
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
何
と
も
不
思
議
に
思
え
て
な
ら
な

い
。

よ
つ
て
聖
人
に
謁
せ
ん
と
お
も
ふ
こ
こ
ろ
つ
き
て
、

そ
こ
で
、
聖
人
に
直
接
会
お
う
と
思
い
立
ち
、

禅
室
に
ゆ
き
て
尋
ね
ま
う
す
に
、
聖
人
左
右
な
く
出
で
あ
ひ
た
ま
ひ
け
り
。

住
坊
を
訪
ね
る
と
聖
人
は
た
め
ら
い
も
な
く
出
て
こ
ら
れ
た
。

す
な
は
ち
尊
顔
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、

そ
の
と
き
、
聖
人
の
お
顔
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
と
、

害
心
た
ち
ま
ち
に
消
滅
し
て
、

危
害
を
加
え
よ
う
と
い
う
思
い
は
た
ち
ま
ち
消
え
失
せ
、

あ
ま
つ
さ
へ
後
悔
の
涙
禁
じ
が
た
し
。
や
や
し
ば
ら
く
あ
り
て
、

そ
れ
ば
か
り
か
後
悔
の
涙
が
と
め
ど
な
く
あ
ふ
れ
出
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、

あ
り
の
ま
ま
に
日
ご
ろ
の
宿
鬱
を
述
す
と
い
へ
ど
も
、

こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
て
き
た
思
い
を
あ
り
の
ま
ま
に
打
ち
明
け
た
が
、

聖
人
ま
た
お
ど
ろ
け
る
色
な
し
。

聖
人
は
少
し
も
驚
か
れ
た
様
子
は
な
か
っ
た
。

山
臥
…
山
伏
の
こ
と
。

板
敷
山
…
茨
城
県
筑
波
山

地
に
あ
る
山
。

参
差
…
行
き
違
い
。

禅
室
…
仏
道
修
行
を
す
る

室
。
住
持
の
住
居
。
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た
ち
ど
こ
ろ
に
弓
箭
を
き
り
、
刀
杖
を
す
て
、

そ
の
山
伏
は
、
そ
の
場
で
弓
矢
を
折
り
、
刀
や
杖
の
武
具
を
捨
て
、

頭
巾
を
と
り
、
柿
の
衣
を
あ
ら
た
め
て
、
仏
教
に
帰
し
つ
つ
、

修
験
道
で
身
に
着
け
る
頭
巾
や
柿
色
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
仏
教
に
帰
依
し
て

僧
と
な
り
、

つ
ひ
に
素
懐
を
と
げ
き
。
不
思
議
な
り
し
こ
と
な
り
。

つ
い
に
は
浄
土
往
生
の
思
い
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ

と
で
あ
る
。

す
な
は
ち
明
法
房
こ
れ
な
り
。
聖
人
（
親
鸞
）
こ
れ
を
つ
け
た
ま
ひ
き
。

こ
の
僧
と
は
明
法
房
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
名
は
聖
人
が
お
つ
け
に
な
っ
た

み
ょ
う
ほ
う
ぼ
う

も
の
で
あ
る
。

【
概
要
】

山
伏
弁
円
は
親
鸞
聖
人
を
殺
害
し
よ
う
と
企
む
が
、
聖
人
の
顔
を
見
た
途
端
に
改
心
し
、
弟
子
と

な
っ
た
。

・
こ
の
一
段
で
は
、
親
鸞
聖
人
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
の
は
「
一
人
の
僧

山
伏
」
と
あ
る
の
み
で
、

「
弁
円
」
と
い
う
名
前
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
弁
円
」
と
い
う
通
称
は
、
江
戸
時
代
以
降
の

伝
承
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

柿
の
衣
…
柿
渋
で
染
め
た

衣
。
山
伏
が
よ
く
着
た
。

明
法
房
…
弁
円
の
こ
と
。
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第
四
段

箱
根
霊
告

聖
人
（
親
鸞
）
東
関
の
堺
を
出
で
て
、
華
城
の
路
に
お
も
む
き
ま
し
ま
し
け
り
。

親
鸞
聖
人
は
、
関
東
の
地
を
出
発
し
、
京
都
へ
の
旅
路
に
お
つ
き
に
な
っ
た
。

あ
る
日
晩
陰
に
お
よ
ん
で
箱
根
の
嶮
阻
に
か
か
り
つ
つ
、

あ
る
日
、
日
暮
に
な
っ
て
箱
根
の
険
し
い
山
に
さ
し
か
か
り
、

は
る
か
に
行
客
の
蹤
を
送
つ
て
、
や
う
や
く
人
屋
の
枢
に
ち
か
づ
く
に
、

人
の
歩
い
た
跡
を
頼
り
に
道
を
進
み
、
よ
う
や
く
人
家
が
見
え
て
き
た
の
は
、

夜
も
す
で
に
暁
更
に
お
よ
ん
で
、
月
も
は
や
孤
嶺
に
か
た
ぶ
き
ぬ
。

す
で
に
明
け
方
近
く
、
月
も
傾
き
山
に
隠
れ
よ
う
と
す
る
頃
だ
っ
た
。

と
き
に
聖
人
歩
み
寄
り
つ
つ
案
内
し
た
ま
ふ
に
、

そ
こ
で
、
聖
人
が
そ
の
人
家
を
訪
れ
て
案
内
を
請
う
た
と
こ
ろ
、

ま
こ
と
に
齢
傾
き
た
る
翁
の
う
る
は
し
く
装
束
し
た
る
が
、

立
派
な
装
束
を
身
に
着
け
た
か
な
り
高
齢
の
老
人
が
、

し
ょ
う
ぞ
く

い
と
こ
と
と
な
く
出
で
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
い
ふ
や
う
、

す
ぐ
さ
ま
出
て
き
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。

「
社
廟
ち
か
き
所
の
な
ら
ひ
、
巫
ど
も
の

「
お
社
近
く
の
な
ら
わ
し
と
し
て
、
権
現
さ
ま
に
お
仕
え
す
る
も
の
た
ち
は
、

ご
ん
げ
ん

終
夜
あ
そ
び
し
は
ん
べ
る
に
、
翁
も
ま
じ
は
り
つ
る
が
、

夜
通
し
神
楽
を
勤
め
ま
す
。
わ
た
し
も
そ
こ
に
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

か
ぐ
ら

い
ま
な
ん
い
さ
さ
か
仮
寝
は
ん
べ
る
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、

今
し
が
た
う
と
う
と
眠
っ
た
ら
し
く

夢
に
も
あ
ら
ず
、
う
つ
つ
に
も
あ
ら
で
、
権
現
仰
せ
ら
れ
て
い
は
く
、

夢
か
う
つ
つ
か
定
か
で
な
い
中
に
、
権
現
さ
ま
が

〈
た
だ
い
ま
わ
れ
尊
敬
を
い
た
す
べ
き
客
人

《
わ
た
し
が
敬
っ
て
い
る
客
人
が
、

こ
の
路
を
過
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
、

い
ま
こ
の
道
を
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
。

か
な
ら
ず
慇
懃
の
忠
節
を
抽
ん
で
、

必
ず
き
ち
ん
と
礼
節
を
尽
く
し
、

こ
と
に
丁
寧
の
饗
応
を
ま
う
く
べ
し
〉
と
云
々
。

特
に
心
を
込
め
て
も
て
な
す
が
よ
い
》
と
お
告
げ
に
な
っ
た
の
で
す
。

示
現
い
ま
だ
覚
め
を
は
ら
ざ
る
に
、

そ
の
お
告
げ
か
ら
、
ま
だ
覚
め
終
ら
な
い
う
ち
に
、

貴
僧
忽
爾
と
し
て
影
向
し
た
ま
へ
り
。

に
わ
か
に
あ
な
た
が
お
姿
を
現
さ
れ
ま
し
た
。

な
ん
ぞ
た
だ
人
に
ま
し
ま
さ
ん
。

ど
う
し
て
た
だ
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。

華
城
…
花
の
都
。
京
都
。

嶮
岨
…
道
が
険
し
い
さ
ま
。

枢
…
と
び
ら
。

社
廟
…
（
箱
根
権
現
の
）
や

し
ろ
。

権
現
…
箱
根
権
現
。
箱
根

神
社
の
神
。
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神
勅
こ
れ
炳
焉
な
り
、
感
応
も
つ
と
も
恭
敬
す
べ
し
」
と
い
ひ
て
、

権
現
さ
ま
の
お
告
げ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
仰
せ
の
通
り
あ
つ
く
敬
わ
ね
ば

な

り
ま
せ
ん
」

尊
重
屈
請
し
た
て
ま
つ
り
て
、

そ
し
て
、
丁
重
に
聖
人
を
招
き
入
れ
、

さ
ま
ざ
ま
に
飯
食
を
粧
ひ
、
い
ろ
い
ろ
に
珍
味
を
調
へ
け
り
。

さ
ま
ざ
ま
な
素
晴
ら
し
い
食
べ
物
を
色
々
と
あ
つ
ら
え
て
も
て
な
し
た
の

で

あ
っ
た
。

【
概
略
】

親
鸞
聖
人
が
関
東
か
ら
京
都
へ
帰
る
途
中
、
箱
根
権
現
の
神
官
の
館
で
歓
迎
を
受
け
た
。

※
ご
絵
伝
に
描
か
れ
る
親
鸞
聖
人
の
お
弟
子
は
、
顕
智
上
人
・
専
信
房
・
西
念
房
・
平
太
郎
な
ど
の

諸
説
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
有
力
な
関
東
の
ご
門
弟
が
た
で
す
。

箱
根
権
現
社
は
、
今
で
は
箱
根
神
社
と
い
い
ま
す
が
、
昔
は
神
仏
習
合
の
神
と
し
て
修
験
道
を
中

心
に
信
仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
箱
根
権
現
の
本
地
は
、
弥
勒
菩
薩
・
観
音
菩
薩
・
文
殊
菩
薩
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
阿
弥
陀
如
来
に
関
係
の
深
い
菩
薩
さ
ま
が
た
で
す
。
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第
五
段

熊
野
霊
告

聖
人
（
親
鸞
）
故
郷
に
帰
つ
て
往
事
を
お
も
ふ
に
、

親
鸞
聖
人
が
ふ
る
さ
と
の
京
都
に
戻
り
、
過
ぎ
し
日
々
を
振
り
返
る
と

年
々
歳
々
夢
の
ご
と
し
、
幻
の
ご
と
し
。

す
べ
て
は
移
り
ゆ
く
夢
幻
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

長
安
・
洛
陽
の
棲
も
跡
を
と
ど
む
る
に
懶
し
と
て
、

京
都
で
の
お
住
ま
い
も
、
跡
を
残
す
こ
と
を
望
ま
な
い
こ
と
か
ら
、

扶
風
馮
翊
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
移
住
し
た
ま
ひ
き
。
五
条
西
洞
院
わ
た
り
、

右
京
や
左
京
を
転
々
と
し
て
お
ら
れ
た
が
、
五
条
西
洞
院
辺
り
で
は
、

ご
じ
ょ
う
に
し
の
と
う
い
ん

こ
れ
一
つ
の
勝
地
な
り
と
て
、
し
ば
ら
く
居
を
占
め
た
ま
ふ
。

良
き
地
と
し
て
し
ば
ら
く
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
た
。

こ
の
ご
ろ
、
い
に
し
へ
口
決
を
伝
へ
、
面
受
を
と
げ
し
門
徒
等
、

そ
の
頃
、
か
つ
て
関
東
で
念
仏
の
教
え
を
直
接
受
け
た
門
弟
た
ち
が
、

お
の
お
の
好
を
慕
ひ
、
路
を
尋
ね
て
参
集
し
た
ま
ひ
け
り
。

そ
れ
ぞ
れ
に
聖
人
を
慕
っ
て
遠
路
は
る
ば
る
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
、

そ
の
こ
ろ
常
陸
国
那
荷
西
郡
大
部
郷
に
、
平
太
郎
な
に
が
し
と
い
ふ
庶

民
あ
り
。

そ
の
中
に
、
常
陸
国
那
荷
西
郡
大
部
郷
の
平
太
郎
と
い
う
も
の
が
い
た
。

ひ
た
ち
の
く
に
な
か
の
さ
い
の
こ
お
り
お
お
ぶ
の
ご
う

へ
い
た
ろ
う

聖
人
の
訓
を
信
じ
て
、
も
つ
ぱ
ら
ふ
た
ご
こ
ろ
な
か
り
き
。

聖
人
の
仰
せ
に
し
た
が
い
、
念
仏
の
教
え
を
ひ
と
す
じ
に
信
じ
て
い
た
が
、

し
か
る
に
あ
る
と
き
、
件
の
平
太
郎
、
所
務
に
駈
ら
れ
て
熊
野
に
詣
す
べ
し
と
て
、

あ
る
と
き
領
主
の
従
者
と
し
て
熊
野
に
参
詣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、

く
ま
の

こ
と
の
よ
し
を
尋
ね
ま
う
さ
ん
が
た
め
に
、
聖
人
へ
ま
ゐ
り
た
る
に
、

そ
の
是
非
を
お
尋
ね
す
る
た
め
に
聖
人
を
訪
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。

仰
せ
ら
れ
て
の
た
ま
は
く
、「
そ
れ
聖
教
万
差
な
り
、

聖
人
は
、
次
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
た
。「
聖
教
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
え
が

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

説
か
れ
て
い
る
。

い
づ
れ
も
機
に
相
応
す
れ
ば
巨
益
あ
り
。

ど
の
教
え
も
、
そ
れ
を
聞
く
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
大
い
に

利
益
が
あ
る
。

た
だ
し
末
法
の
今
の
時
、
聖
道
門
の
修
行
に
お
い
て
は
成
ず
べ
か
ら
ず
。

し
か
し
末
法
の
世
の
今
、
聖
道
門
の
行
を
修
め
る
こ
と
に
よ
り
さ
と
り
を
得

る
こ
と
は
、
と
て
も
で
き
な
い
。

す
な
は
ち
〈
我
末
法
時
中
億
々
衆
生

す
な
わ
ち
『
安
楽
集
』
に
、《
末
法
の
世
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
も
の
が

あ
ん
ら
く
し
ゅ
う

ま
っ
ぽ
う

長
安
・
洛
陽
…
中
国
の
都
。

転
じ
て
京
都
を
指
す
。
扶

風
馮
翊
…
中
国
の
地
名
。

転
じ
て
右
京
と
左
京
を
指

す
。

平
太
郎
…
関
東
の
門
弟
。

後
に
真
仏
と
名
乗
り
、
真
仏

寺
を
開
い
た
と
言
わ
れ
る
。

熊
野
…
本
宮
・
新
宮
・
那
智

の
三
山
。
本
宮
の
証
誠
殿
が

特
に
崇
拝
さ
れ
た
。

末
法
…
お
釈
迦
さ
ま
が
亡

く
な
っ
て
二
千
年
が
経
過

し
、
煩
悩
等
に
汚
染
さ
れ
た

世
界
。
五
濁
悪
世
。
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起
行
修
道
未
有
一
人
得
者
〉（
安
楽
集
・
上
）
と
い
ひ
、

仏
道
修
行
に
励
ん
だ
と
し
て
も
、
一
人
と
し
て
さ
と
り
を
得
る
も
の
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
》
と
い
わ
れ
、

〈
唯
有
浄
土
一
門
可
通
入
路
〉（
同
・
上
）
と
云
々
。

《
た
だ
浄
土
の
教
え
だ
け
が
さ
と
り
に
至
る
こ
と
の
で
き
る
道
な
の
で
あ
る
》

と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
み
な
経
・
釈
の
明
文
、
如
来
の
金
言
な
り
。

こ
の
内
容
は
み
な
、
経
典
や
祖
師
方
の
書
か
れ
た
も
の
に
明
ら
か
で
あ
り
、

釈
尊
が
お
説
き
に
な
っ
た
尊
い
教
え
で
あ
る
。

し
ゃ
く
そ
ん

し
か
る
に
い
ま
唯
有
浄
土
の
真
説
に
つ
い
て
、

そ
し
て
今
、《
た
だ
浄
土
の
教
え
だ
け
》
と
い
わ
れ
る
こ
の
真
実
の
教
え
を
、

か
た
じ
け
な
く
か
の
三
国
の
祖
師
、
お
の
お
の
こ
の
一
宗
を
興
行
す
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
祖
師
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
説
き

広
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
ゆ
ゑ
に
愚
禿
す
す
む
る
と
こ
ろ
さ
ら
に
私
な
し
。

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
愚
禿
が
勧
め
る
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
は
か
ら
い
は

ぐ
と
く

ま
っ
た
く
ま
じ
ら
な
い
。

し
か
る
に
一
向
専
念
の
義
は

そ
の
中
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
仏
に
向
か
う
《
一
向
専
念
》
の
法
義
は
、

あ

み

だ
ぶ
つ

む

い
っ
こ
う
せ
ん
ね
ん

ほ
う
ぎ

往
生
の
肝
腑
、
自
宗
の
骨
目
な
り
。

往
生
の
肝
要
で
あ
り
、
浄
土
真
宗
の
骨
格
で
あ
る
。

す
な
は
ち
三
経
に
隠
顕
あ
り
と
い
へ
ど
も
、

こ
の
こ
と
は
、
浄
土
三
部
経
に
隠
顕
が
あ
る
と
は
い
え
、

じ
ょ
う
ど
さ
ん
ぶ
き
ょ
う

お
ん
け
ん

文
と
い
ひ
義
と
い
ひ
、
と
も
に
も
つ
て
あ
き
ら
か
な
る
を
や
。

表
に
顕
れ
た
言
葉
か
ら
も
奥
に
隠
れ
た
本
意
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
大
経
』
の
三
輩
に
も
一
向
と
す
す
め
て
、

『
無
量
寿
経
』
で
は
三
輩
段
に
も
《
一
向
》
と
勧
め
、

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

さ
ん
ぱ
い
だ
ん

流
通
に
は
こ
れ
を
弥
勒
に
付
属
し
、

流
通
分
で
は
念
仏
一
行
を
弥
勒
菩
薩
に
託
し
、

る
ず
う
ぶ
ん

ね
ん
ぶ
つ
い
ち
ぎ
ょ
う

み
ろ
く
ぼ
さ
つ

『
観
経
』
の
九
品
に
も
し
ば
ら
く
三
心
と
説
き
て
、

『
観
無
量
寿
経
』
の
九
品
段
で
は
ひ
と
ま
ず
《
三
心
》
と
説
き
、

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

く
ぼ
ん
だ
ん

こ
れ
ま
た
阿
難
に
付
属
す
、

ま
た
流
通
分
で
こ
れ
を
阿
難
に
託
し
、

あ
な
ん

『
小
経
』
の
一
心
つ
ひ
に
諸
仏
こ
れ
を
証
誠
す
。

『
阿
弥
陀
経
』
で
は
《
一
心
》
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
諸
仏
が
証
明
し
て
お

あ

み

だ
き
ょ
う

ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
り
て
論
主
（
天
親
）
一
心
と
判
じ
、

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
天
親
菩
薩
は
本
願
の
《
三
心
》
を
《
一
心
》
と
示
し
、

て
ん
じ
ん
ぼ
さ
つ

『
安
楽
集
』
…
中
国
の
道
綽

禅
師
の
著
作
。
末
法
で
は
念

仏
し
か
救
わ
れ
る
道
が
な
い

こ
と
を
説
く
。

唯
有
浄
土
…
た
だ
浄
土
門

の
教
え
だ
け
が
さ
と
り
に
い

た
る
こ
と
が
で
き
る
。

愚
禿
…
親
鸞
聖
人
。

隠
顕
…
経
典
に
説
か
れ
る

表
面
的
な
言
葉
と
、
裏
に

隠
さ
れ
た
真
意
。

『
大
経
』の
三
輩
…
『
仏
説

無
量
寿
経
』の
「
三
輩
段
」

と
い
う
箇
所
。

流
通
…
『
大
経
』「
流
通
分
」

と
い
う
箇
所
。

『
観
経
』の
九
品
…
『
観
無

量
寿
経
』の
九
品
段
と
い
う

箇
所
。

阿
難
…
釈
尊
の
お
弟
子
。

『
小
経
』の
一
心
…
『
仏
説

阿
弥

陀
経
』
の
「
一
心
不

乱
」の
箇
所
。

論
主
一
心
…
『
浄
土
論
』の

「
世
尊
我
一
心
」
。



- 11 -

和
尚
（
善
導
）
一
向
と
釈
す
。

善
導
大
師
は
こ
れ
を
《
一
向
》
と
釈
さ
れ
て
い
る
。

ぜ
ん
ど
う
だ
い
し

し
か
れ
ば
す
な
は
ち
、
い
づ
れ
の
文
に
よ
る
と
も

し
た
が
っ
て
、
ど
の
言
葉
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、

一
向
専
念
の
義
を
立
す
べ
か
ら
ざ
る
ぞ
や
。

《
一
向
専
念
》
の
法
義
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

証
誠
殿
の
本
地
す
な
は
ち
い
ま
の
教
主
（
阿
弥
陀
仏
）
な
り
。

証
誠
殿
に
お
ら
れ
る
熊
野
権
現
の
本
地
は
浄
土
の
教
主
、
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

し
ょ
う
じ
ょ
う
で
ん

く
ま
の
ご
ん
げ
ん

ほ
ん
じ

か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
と
て
も
か
く
て
も
衆
生
に
結
縁
の
志
ふ
か
き
に
よ
つ
て
、

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
何
と
し
て
で
も
縁
を
結
ぼ
う
と
す

る
深
い
お
心
で
、

和
光
の
垂
迹
を
留
め
た
ま
ふ
。

権
現
と
し
て
こ
の
世
に
姿
を
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

垂
迹
を
留
む
る
本
意
、
た
だ
結
縁
の
群
類
を
し
て
願
海
に
引
入
せ
ん
と
な
り
。

そ
の
本
意
は
、縁
の
あ
る
も
の
す
べ
て
を
本
願
の
教
え
に
導
く
こ
と
の
他
に
な
い
。

し
か
あ
れ
ば
本
地
の
誓
願
を
信
じ
て
一
向
に
念
仏
を
こ
と
と
せ
ん
輩
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
信
じ
て
一
向
に
念
仏
す
る
も
の
と

し
て
は
、

公
務
に
も
し
た
が
ひ
、
領
主
に
も
駈
仕
し
て
、

公
務
に
し
た
が
い
領
主
に
仕
え
る
中
で
、

そ
の
霊
地
を
ふ
み
、
そ
の
社
廟
に
詣
せ
ん
こ
と
、

熊
野
の
地
に
お
も
む
き
権
現
の
社
に
参
詣
す
る
こ
と
は
、

さ
ら
に
自
心
の
発
起
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。

決
し
て
自
ら
願
っ
て
行
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
れ
ば
垂
迹
に
お
い
て
内
懐
虚
仮
の
身
た
り
な
が
ら
、

し
た
が
っ
て
、
権
現
に
向
か
っ
て
、
心
の
内
に
嘘
偽
り
を
い
だ
い
て
い
る
身

で
あ
り
な
が
ら
、

あ
な
が
ち
に
賢
善
精
進
の
威
儀
を
標
す
べ
か
ら
ず
。

外
見
だ
け
賢
者
や
善
人
ら
し
く
励
む
姿
を
示
し
て
は
な
ら
ず
、

た
だ
本
地
の
誓
約
に
ま
か
す
べ
し
、
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。

た
だ
本
地
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
お
ま
か
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

謹
ん
で
申
し
あ
げ
る
。

神
威
を
か
ろ
し
む
る
に
あ
ら
ず
、

こ
れ
は
神
の
権
威
を
軽
ん
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、

ゆ
め
ゆ
め
冥
眦
を
め
ぐ
ら
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
云
々
。

神
も
決
し
て
怒
り
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」

こ
れ
に
よ
つ
て
平
太
郎
熊
野
に
参
詣
す
。

聖
人
の
こ
の
仰
せ
に
し
た
が
い
、
平
太
郎
は
熊
野
に
参
詣
し
た
。

和
尚
一
向
…
善
導
『
観
経

疏
』の
「
一
向
専
念
弥
陀
仏

名
」
。

証
誠
殿
…
熊
野
本
宮
の
主

殿
。

和
光
…
和
光
同
塵
の
こ
と
。

本
来
の
す
が
た
を
隠
す
。

内
懐
虚
仮
・
賢
善
精
進
…

善
導
大
師
『
観
経
疏
』に
出

る
言
葉
。

冥
眦
…
神
が
怒
っ
て
に
ら

む
。
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道
の
作
法
と
り
わ
き
整
ふ
る
儀
な
し
。

道
中
の
作
法
を
重
ん
じ
て
守
る
こ
と
は
特
に
せ
ず
、

た
だ
常
没
の
凡
情
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
不
浄
を
も
刷
ふ
こ
と
な
し
。

た
だ
愚
か
な
凡
夫
の
心
情
の
ま
ま
に
、
こ
と
さ
ら
に
身
心
を
清
め
る
こ
と
も

な
か
っ
た
。

行
住
坐
臥
に
本
願
を
仰
ぎ
、
造
次
顛
沛
に
師
教
を
ま
も
る
に
、

い
つ
い
か
な
る
と
き
も
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
仰
ぎ
、
聖
人
の
教
え
に
忠
実
に

し
た
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
無
為
に
参
着
の
夜
、
件
の
男
夢
に
告
げ
て
い
は
く
、

そ
し
て
無
事
に
熊
野
に
到
着
し
た
日
の
夜
、
夢
の
中
で
、

証
誠
殿
の
扉
を
排
き
て
、
衣
冠
た
だ
し
き
俗
人
仰
せ
ら
れ
て
い
は
く
、

証
誠
殿
の
扉
が
開
い
て
中
か
ら
高
貴
な
身
な
り
の
男
が
現
れ
、

「
な
ん
ぢ
、
な
ん
ぞ
わ
れ
を
忽
緒
し
て
汚
穢
不
浄
に
し
て
参
詣
す
る
や
」
と
。

「
そ
な
た
は
ど
う
し
て
わ
た
し
を
軽
ん
じ
、
身
心
を
清
め
る
こ
と
な
く
参
詣

す
る
の
か
」
と
告
げ
ら
れ
た
。

そ
の
と
き
か
の
俗
人
に
対
座
し
て
、

そ
の
と
き
、
そ
の
男
に
向
き
合
っ
て
座
っ
た

聖
人
忽
爾
と
し
て
ま
み
え
た
ま
ふ
。
そ
の
詞
に
の
た
ま
は
く
、

親
鸞
聖
人
が
に
わ
か
に
現
れ
、

「
か
れ
は
善
信
（
親
鸞
）
が
訓
に
よ
り
て
念
仏
す
る
も
の
な
り
」
と
云
々
。

「
こ
の
も
の
は
わ
た
し
の
教
え
に
し
た
が
い
念
仏
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

と
仰
せ
に
な
っ
た
。

こ
こ
に
俗
人
笏
を
た
だ
し
く
し
て
、
こ
と
に
敬
屈
の
礼
を
著
し
つ
つ
、

そ
れ
を
聞
い
た
男
が
姿
勢
を
た
だ
し
、
深
く
敬
意
を
込
め
て
礼
拝
し
、

か
さ
ね
て
述
ぶ
る
と
こ
ろ
な
し
と
み
る
ほ
ど
に
、
夢
さ
め
を
は
り
ぬ
。

再
び
言
葉
を
発
す
る
様
子
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
夢
か
ら
覚
め
た
。

お
よ
そ
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
す
こ
と
、
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

こ
の
と
き
い
だ
い
た
不
思
議
な
思
い
は
、
と
て
も
言
葉
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

下
向
の
の
ち
、
貴
坊
に
ま
ゐ
り
て
、
く
は
し
く
こ
の
旨
を
申
す
に
、

熊
野
か
ら
戻
っ
た
後
、
平
太
郎
は
聖
人
の
住
坊
を
訪
ね
、
こ
の
こ
と
を
詳
し

く
申
し
あ
げ
る
と
、

聖
人
「
そ
の
こ
と
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

聖
人
は
「
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
た
不
思
議
の
こ
と
な
り
か
し
。

こ
れ
も
ま
た
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

【
概
略
】

門
弟
の
平
太
郎
は
、
熊
野
権
現
に
参
詣
し
た
際
、
親
鸞
聖
人
の
不
思
議
な
夢
を
見
た
。

道
の
作
法
…
熊
野
詣
の
道

中
で
定
め
ら
れ
て
い
た
作

法
。

造
次
顛
沛
…
ち
ょ
っ
と
し
た

間
に
も
。

忽
緒
し
て
…
軽
ん
じ
て
。

笏
を
た
だ
し
く
し
て
…
威

儀
を
た
だ
し
く
し
て
。
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第
六
段

洛
陽
遷
化

聖
人
（
親
鸞
）
弘
長
二
歳
［
壬
戌
］
仲
冬
下
旬
の
候
よ
り
、

親
鸞
聖
人
は
、
弘
長
二
年
の
十
一
月
下
旬
頃
よ
り
、

こ
う
ち
ょ
う
に
ね
ん

い
さ
さ
か
不
例
の
気
ま
し
ま
す
。

少
し
ば
か
り
病
気
に
か
か
ら
れ
た
ご
様
子
で
あ
っ
た
。

そ
れ
よ
り
こ
の
か
た
、
口
に
世
事
を
ま
じ
へ
ず
、

そ
れ
か
ら
は
世
間
の
事
を
口
に
さ
れ
ず
、

た
だ
仏
恩
の
ふ
か
き
こ
と
を
の
ぶ
。
声
に
余
言
を
あ
ら
は
さ
ず
、

た
だ
阿
弥
陀
仏
の
ご
恩
の
深
い
こ
と
を
述
べ
、他
の
こ
と
を
声
に
出
す
こ
と
な
く
、

も
つ
ぱ
ら
称
名
た
ゆ
る
こ
と
な
し
。

ひ
た
す
ら
念
仏
を
称
え
て
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
う
し
て
お
な
じ
き
第
八
日
［
午
時
］

そ
し
て
、
そ
の
月
の
二
十
八
日
の
正
午
頃

頭
北
面
西
右
脇
に
臥
し
た
ま
ひ
て
、
つ
ひ
に
念
仏
の
息
た
え
を
は
り
ぬ
。

頭
を
北
に
、
顔
を
西
に
向
け
、
右
脇
を
下
に
し
て
横
た
わ
り
、
つ
い
に
念
仏

の
声
の
絶
え
る
時
が
来
た
。

と
き
に
頽
齢
九
旬
に
み
ち
た
ま
ふ
。

お
年
は
九
十
歳
に
達
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

禅
房
は
長
安
馮
翊
の
辺
［
押
小
路
の
南
、
万
里
小
路
よ
り
東
］
な
れ
ば
、

住
坊
は
京
の
都
、
押
小
路
の
南
、
万
里
小
路
の
東
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
で
、

お
し
こ
う
じ

ま
で
の
こ
う
じ

は
る
か
に
河
東
の
路
を
歴
て
、
洛
陽
東
山
の
西
の
麓
、
鳥
部
野
の
南
の
辺
、

そ
こ
か
ら
遠
く
鴨
川
の
東
の
道
を
経
て
、
東
山
の
西
の
麓
、
鳥
部
野
の
南
辺
り
の

と
り
べ

の

延
仁
寺
に
葬
し
た
て
ま
つ
る
。
遺
骨
を
拾
ひ
て
、
お
な
じ
き
山
の
麓
、

延
仁
寺
で
葬
送
し
た
。
そ
し
て
、
遺
骨
を
拾
い
、
同
じ
東
山
の
麓
、

え
ん
に
ん
じ

鳥
部
野
の
北
の
辺
、
大
谷
こ
れ
を
を
さ
め
を
は
り
ぬ
。

鳥
部
野
の
北
辺
り
の
大
谷
の
地
に
納
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
終
焉
に
あ
ふ
門
弟
、
勧
化
を
う
け
し
老
若
、

聖
人
の
臨
終
に
立
ち
会
っ
た
門
弟
や
、
親
し
く
教
え
を
受
け
た
人
々
は
、

り
ん
じ
ゅ
う

お
の
お
の
在
世
の
い
に
し
へ
を
お
も
ひ
、
滅
後
の
い
ま
を
悲
し
み
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
ご
在
世
の
頃
を
思
い
、
世
を
去
ら
れ
た
今
の
時
を
悲
し
み
、

恋
慕
涕
泣
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

聖
人
を
慕
う
思
い
か
ら
涙
を
流
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

【
概
略
】

弘
長
二
年
十
一
月
二
十
八
日
、
親
鸞
聖
人
は
御
往
生
さ
れ
ま
し
た
。

※
親
鸞
聖
人
ご
往
生
の
地
で
あ
る
善
法
房
の
場
所
は
諸
説
あ
り
。
本
願
寺
派
で
は
角
坊
と
す
る
が
、

他
に
も
現
在
の
御
池
中
学
校
や
真
宗
大
谷
派
光
円
寺
が
該
当
す
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

弘
長
二
歳
…
一
二
六
二
年

（
数
え
方
に
よ
っ
て
は
一
二

六
三
年
）
。

頭
北
面
西
…
お
釈
迦
さ
ま

が
示
寂
し
た
時
の
姿
。

禅
房
…
聖
人
の
弟
、
尋
有
の

里
坊
の
善
法
房
。こ
の
記
述

を
基
に
建
て
ら
れ
た
の
が
本

願

寺

飛

び
地

境

内
の
角

坊
。

鳥
辺
野
…
平
安
時
代
以
来

の
葬
所
。
厳
密
な
範
囲
の
定

義
は
な
い
。

延
仁
寺
…
現
在
は
真
宗
大

谷
派
の
寺
院
。
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第
七
段

廟
堂
創
立

文
永
九
年
冬
の
こ
ろ
、
東
山
西
の
麓
、
鳥
部
野
の
北
、

文
永
九
年
の
冬
頃
、
東
山
の
西
の
麓
、
鳥
部
野
の
北
、

ぶ
ん
え
い

大
谷
の
墳
墓
を
あ
ら
た
め
て
、
お
な
じ
き
麓
よ
り
な
ほ
西
、

大
谷
の
地
に
納
め
た
遺
骨
を
改
葬
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
西
、

吉
水
の
北
の
辺
に
遺
骨
を
掘
り
渡
し
て
仏
閣
を
立
て
、
影
像
を
安
ず
。

吉
水
の
北
辺
り
に
納
め
直
し
、
そ
の
地
に
仏
堂
を
建
て
、
親
鸞
聖
人
の
影
像

を
安
置
し
た
。

こ
の
と
き
に
当
つ
て
、
聖
人
（
親
鸞
）
相
伝
の
宗
義
い
よ
い
よ
興
じ
、

こ
の
頃
に
は
、
聖
人
が
お
伝
え
に
な
っ
た
浄
土
真
宗
の
教
え
が
い
よ
い
よ
盛

ん
と
な
り
、

遺
訓
ま
す
ま
す
盛
り
な
る
こ
と
、

残
さ
れ
た
お
言
葉
が
ま
す
ま
す
世
に
広
ま
る
そ
の
様
子
は
、

す
こ
ぶ
る
在
世
の
昔
に
超
え
た
り
。

か
つ
て
ご
在
世
で
あ
っ
た
頃
を
は
る
か
に
し
の
い
で
い
た
。

す
べ
て
門
葉
国
郡
に
充
満
し
、
末
流
処
々
に
遍
布
し
て
、

門
徒
た
ち
は
全
国
各
地
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
そ
の
流
れ
を
く
む
人
々
は
あ
ち
こ

ち
に
行
き
渡
り
、

幾
千
万
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
。

そ
の
数
は
も
は
や
幾
千
万
と
も
知
れ
な
い
。

そ
の
稟
教
を
お
も
く
し
て
か
の
報
謝
を
抽
ん
づ
る
輩
、

受
け
継
い
だ
教
え
を
大
切
に
し
、
報
謝
の
思
い
を
強
く
持
つ
も
の
は
、

緇
素
・
老
少
、
面
々
に
歩
み
を
運
ん
で
年
々
廟
堂
に
詣
す
。

出
家
の
も
の
も
在
家
の
も
の
も
、
老
い
も
若
き
も
み
な
そ
れ
ぞ
れ
、
年
ご
と

に
聖
人
の
廟
堂
ま
で
足
を
運
ん
で
い
る
。

お
よ
そ
聖
人
在
生
の
あ
ひ
だ
、
奇
特
こ
れ
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も

聖
人
の
ご
在
世
の
間
に
は
、
数
多
く
の
不
思
議
な
尊
い
出
来
事
が
あ
っ
た
が
、

羅
縷
に
遑
あ
ら
ず
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
略
す
る
と
こ
ろ
な
り
。

す
べ
て
を
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
、

略
し
て
記
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

【
概
略
】

文
永
九
年
、
親
鸞
聖
人
の
お
墓
を
改
葬
し
、
お
堂
を
建
て
ま
し
た
。
大
谷
廟
堂
で
す
。

※
現
在
、
聖
人
の
廟
所
は
、
大
谷
本
廟
（
本
願
寺
派
）
、
大
谷
祖
廟
（
大
谷
派
）
、
仏
光
寺
本
廟
（
佛
光
寺

派
）
な
ど
、
数
箇
所
存
在
す
る
。

文
永
九
年
…
一
二
七
二

年
。

緇
素
…
僧
侶
と
俗
人
。

羅
縷
…
詳
述
す
る
こ
と
。
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