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は
じ
め
に

　

第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
に
付
さ
れ
た
「
編
集
後
に
」（
大
５
）
と

い
う
文
章
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
書
に
収
め
ら
れ
た
小
説
「
鼻
」
に
つ
い

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
芥
川
は
「
僕
は
こ
れ
か
ら
も
今
月

の
と
同
じ
や
う
な
材
料
を
使
つ
て
創
作
す
る
つ
も
り
で
ゐ
る
。
あ
れ
を
単

な
る
歴
史
小
説
の
仲
間
入
を
さ
せ
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。
勿
論
今
の
が

大
し
た
も
の
だ
と
は
思
は
な
い
が
。
其
の
中
に
も
う
少
し
ど
う
に
か
出
来

る
だ
ら
う
。」
と
い
い
、
以
後
実
際
に
「
地
獄
変
」（
大
７
）
な
ど
の
古
典

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
に
関
す
る
予
備
的
考
察

舘
　
健
一

に
取
材
し
た
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
別
の
と
こ

ろ
で
は
「
当
時
書
い
た
小
説
は
、『
羅
生
門
』
と
『
鼻
』
の
二
つ
だ
つ
た
。

（
略
）
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き

た
か
つ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
つ
て
、

こ
の
二
つ
の
短
編
を
書
い
た
。」（「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
大
７
）
と
も

記
し
て
お
り
、
こ
の
頃
す
で
に
自
ら
の
歴
史
小
説
の
方
法
に
つ
い
て
自
覚

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
小
説
の
読
解
に
あ
た
っ
て
は
『
今
昔
物
語
』

の
中
で
も
主
に
「
池
尾
禅
珍
内
供
鼻
語
第
二
十（
１
）」

と
の
関
連
を
探
る
論
究

が
試
み
ら
れ
、
後
に
内
供
の
人
物
造
形
に
近
代
的
自
我
を
見
出
す
方
向
で

発
展
し
な
が
ら
数
々
の
業
績
を
挙
げ
て
き
た
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
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こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
自
体
に
は
疑
い
を
入
れ
な
い
が
、
作
品
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
は
論
者
に
よ
っ
て
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な

る
幾
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
る
。

　

結
論
か
ら
い
え
ば
、
法
華
経
や
普
賢
菩
薩
、
犬
に
関
す
る
記
述
は
『
今

昔
物
語
』
の
中
で
も
『
法
華
験
記
』
出
典
の
逸
話
の
類
型
を
辿
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
前
世
功
徳
や
救
済
の
モ
チ
ー
フ
を
看
取
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
羅
生
門
」
や
「
芋
粥
」（
大
５
）
ば

か
り
で
な
く
、「
蜘
蛛
の
糸
」（
大
７
）
や
「
白
」（
大
12
）
を
は
じ
め
と

す
る
作
品
群
と
も
関
係
的
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
鼻
の
短
く
な
っ
た
内
供
が

ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う
際
に
眺
め
た
「
普
賢
の
画
像
」
は
『
平
家
物
語　

灌
頂
巻
』
と
緊
密
に
関
係
す
る
こ
と
、
そ
し
て
物
語
末
部
に
お
け
る
九
輪

の
描
写
の
伏
線
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
し
た
な
ら
ば
、

末
部
の
描
写
は
超
自
然
的
な
存
在
の
あ
ら
わ
れ
、
す
な
わ
ち
救
済
の
実
在

性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
愛
す
べ

き
内
供
」
と
い
う
人
物
像
や
物
語
末
部
の
詠
嘆
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
時
、
翌
朝
以
降
の
描
写
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
ち
得
る
か
を
問
わ
ず
に
成
立
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
物

語
に
救
い
が
あ
る
か
否
か
を
考
察
す
る
以
前
に
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題

は
未
だ
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」（
昭
２
）
に
お
い
て
芥
川
は
「
当
時
の
人
々
の
心
に

興
味
を
感
じ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
明
か
し
、
中
で
も
仏
法
の
部
に
つ
い
て
は

仏
菩
薩
や
天
狗
な
ど
の
「
超
自
然
的
存
在
を
如
何
に
如
実
に
感
じ
て
ゐ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か0

」
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
た
。「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
を
め
ぐ
っ
て
は
『
今

昔
物
語
』
を
広
げ
る
た
び
に
「
当
時
の
人
々
の
泣
き
声
や
笑
ひ
声
の
立
昇

る
の
を
感
じ
」、「
彼
ら
の
軽
蔑
や
憎
悪
の
（
例
へ
ば
武
士
に
対
す
る
公
卿

の
軽
蔑
の
）
そ
れ
等
の
中
に
交
つ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。」
と
し
た
箇
所

が
度
々
引
か
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
「
僕
等
に
は
唯
芸
術
的
」
で

あ
る
も
の
が
当
時
の
「
彼
等
」
に
は
「
幻
の
中
に
か
う
云
う
超
自
然
的
存

在
を
目
撃
し
、（
略
）恐
怖
や
尊
敬
を
感
じ
て
ゐ
た
」と
し
た
世
界
観
こ
そ
、

「
鼻
」
に
お
け
る
顛
末
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
本
稿
で
は
以
下
こ

う
し
た
視
点
か
ら
論
究
す
る
こ
と
と
し
、
本
文
引
用
は
全
て
「
芥
川
龍
之

介
全
集　

第
一
巻
」（
岩
波
書
店　

昭
52
）
に
よ
っ
た
。

一　

先
行
研
究
に
つ
い
て

　

物
語
は
五
六
寸
ば
か
り
も
あ
る
長
鼻
の
高
僧
と
い
う
型
を
踏
襲
し
、
そ

れ
を
苦
に
病
む
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
で
近
代
特
有
の
問
題
性
が
提
起
さ
れ

て
い
く
。
内
供
は
こ
の
長
い
鼻
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
自
尊
心
の
回
復
を

試
み
、
弟
子
が
「
知
己
の
医
者
」
か
ら
聞
い
て
き
た
方
法
に
よ
っ
て
つ
い
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に
鼻
は
短
く
な
る
。
し
か
し
、
周
囲
か
ら
は
か
え
っ
て
笑
わ
れ
た
よ
う
な

気
に
な
り
、「
或
夜
」の
明
け
た「
翌
朝
」に
鼻
が
長
く
戻
っ
た
こ
と
で「
か

う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」
と
思
う
、

と
い
う
の
が
大
ま
か
な
筋
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
物
語
内
容
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
け
れ
ど
、
そ
の
評

価
は
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一

は
、吉
田
精
一
に
代
表
さ
れ
る
批
判
的
な
読
み
で
、内
供
の
自
尊
心
と「
傍

観
者
の
利
己
主
義
」
を
前
景
化
さ
せ
、
内
供
が
笑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

理
由
を
「
内
供
に
は
、
遺
憾
な
が
ら
こ
の
問
に
答
を
与
え
る
明
が
欠
け
て

い
た
。」
と
す
る
叙
述
に
沿
っ
た
見
方
を
す
る
立
場
で
あ
る
。
吉
田
は
「
内

供
の
気
に
か
け
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
の
本
質
的
な
人
間
的
価
値
と
は
無

縁
の
、
単
な
る
外
見
、
容
貌
の
問
題（
２
）」
で
あ
り
、
そ
れ
を
他
人
に
知
ら
れ

ま
い
と
し
た
態
度
が
「
嘲
笑
を
買
う
に
も
十
分
の
理
由
と
な
る
」
と
位
置

付
け
た
。
こ
う
し
た
視
点
は
今
日
に
お
け
る
ま
で
最
も
有
力
な
「
鼻
」
論

の
一
つ
で
あ
る
三
好
行
雄
「
負
け
犬
─
『
芋
粥
』
の
構
造（
３
）─
」
に
も
引
き

継
が
れ
、
物
語
末
部
の
内
供
の
心
情
は
「
明
ら
か
に
錯
覚
で
あ
る
」
と
し

て
「
今
日
か
ら
は
ま
た
、
長
く
な
っ
た
鼻
を
内
供
は
笑
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
錯
覚
に
被
害
者
と
し
て
の
あ
わ
れ
が
あ
り
、
不
思
議

な
ペ
ー
ソ
ス
が
に
じ
む
」
と
論
断
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
「
内
供
の
、
い

か
に
も
滑
稽
で
哀
れ
な
さ
ま
を
え
が
き
だ
し
て
ゆ
く（
４
）」
作
品
で
あ
る
と
す

る
駒
尺
喜
美
、「
禅
珍
内
供
の
不
幸
は
（
略
）
対
世
間
意
識
だ
け
に
よ
つ

て
生
き
る
生
き
方
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
る（

５
）」

と
す
る
鳥
居
邦
朗
が
続
く

な
ど
、
は
た
し
て
内
供
は
自
己
を
客
観
視
し
得
な
い
滑
稽
な
存
在
と
捉
え

ら
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

　

第
二
は
、
平
岡
敏
夫
に
代
表
さ
れ
る
所
謂
「〈
明
る
い
『
鼻
』〉
の
〈
読

み（
６
）〉」

で
、
内
供
の
描
か
れ
方
に
人
間
の
悲
哀
を
見
出
し
、
こ
れ
を
肯
定

的
に
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
平
岡
は
『
芥
川
龍
之
介　

抒

情
の
美
学（
７
）』

の
中
で
「
高
僧
を
平
凡
な
人
間
に
ひ
き
お
ろ
す
と
こ
ろ
に
芥

川
の
諷
刺
の
意
図
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
芥
川
は
す
べ
て
の

人
間
に
ふ
つ
う
の
人
間
を
見
出
し
た
か
っ
た
」
と
、
そ
れ
ま
で
と
は
全
く

異
な
る
観
点
か
ら
評
価
し
た
。
し
ば
し
ば
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
内
供
の

鼻
は
長
い
状
態
に
戻
っ
た
の
だ
か
ら
、
実
際
に
は
再
び
周
囲
か
ら
笑
わ
れ

る
生
活
が
待
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
作
品
に
は
そ
の
部
分

は
描
か
れ
ず
に
閉
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
含
み
、
あ
る
い
は
突
き
放

さ
れ
た
距
離
に
こ
そ
小
説
と
し
て
の
「
鼻
」
の
生
命
が
宿
っ
て
い
る
と
も

い
え
る
。
そ
こ
に
作
者
の
「
優
し
さ
」
を
見
出
し
、
物
語
末
部
に
つ
い
て

も
「
こ
れ
は
『
愛
す
べ
き
内
供
』
が
つ
ね
に
繰
り
返
す
べ
き
祈
り
で
あ
り
、

だ
れ
も
こ
の
祈
り
を
哂
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
点
は
、
そ
れ
ま
で

の
読
み
を
大
き
く
転
換
し
た
卓
見
と
い
え
る
。
石
割
透
は
こ
の
箇
所
に
つ

い
て
「
内
供
が
初
め
て
自
然
な
自
己
を
獲
得
し
た
平
静
な
精
神
の
状
態
を
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示
す
も
の
で
、
作
品
当
初
の
内
供
の
状
態
に
帰
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い（
８
）」

と
述
べ
、
山
崎
甲
一
も
「『
愛
す
べ
き
内
供
』
と
い
う
呼
び

方
は
、
作
者
が
正
し
い
意
味
で
、
彼
を
深
く
思
い
遣
る
と
こ
ろ
に
発
し
て

い
る（
９
）。」
と
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

内
供
の
「
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」
と
い
う
情

感
は
「
自
尊
心
」
と
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
と
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
文
脈
を
想
定
す
れ
ば
、
批
判
的
な
読
み
は
成
立
す
る
か

に
見
え
る
。
一
方
で
、「
翌
朝
」
以
降
の
描
写
を
重
視
し
て
、
こ
れ
が
内

供
の
将
来
を
照
ら
す
道
筋
と
な
る
と
捉
え
れ
ば
、「〈
明
る
い
『
鼻
』〉
の

読
み
」
も
ま
た
十
分
に
根
拠
の
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
両
者
の

乖
離
は
容
易
に
決
着
の
つ
く
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
以
下
の
二
点
を

検
討
す
る
こ
と
で
こ
の
二
極
化
す
る
解
釈
の
基
盤
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
点
目
は
前
者
の
根
拠
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
、内
供
の
気
に
か
け
て
い
る
の
が「
単
な
る
外
見
、

容
姿
の
問
題
」
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
。
こ
れ
は
同
時
に
、
ふ
さ
ぎ
こ

ん
だ
後
に
見
た
「
普
賢
の
画
像
」
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
、
と
い
う
視

点
に
連
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
二
点
目
は
後
者
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
部
分
で
、
翌
朝
以
降
の
描
写
が
一
体
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
内
供

の
明
る
い
未
来
を
暗
示
す
る
可
能
性
が
模
索
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
。
具

体
的
に
は
、
落
葉
で
庭
が
黄
金
を
敷
い
た
よ
う
に
明
る
く
「
九
輪
が
ま
ば

ゆ
く
光
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
の
象
徴
性
を
究
明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

田
中
実）

（1
（

の
い
う
よ
う
に
、「
庭
内
が
明
る
い
と
語
ら
れ
て
い
る
」
こ
と

と
主
人
公
の
内
面
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
作
品
に
ど
の
よ
う
な
表
現
効

果
が
齎
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
「
ど
う
い
う
訳
か
、
こ
う

し
た
こ
と
に
は
研
究
者
の
言
及
は
き
わ
め
て
少
な
い
」。
解
釈
の
鍵
と
な

る
よ
う
な
点
を
問
わ
な
い
ま
ま
多
く
の
論
が
末
部
に
集
中
し
、
し
か
も
議

論
の
基
盤
を
持
た
な
い
ま
ま
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い

て
は
や
は
り
是
正
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
、
作
品
全
体
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
は
語
り
の
レ
ベ
ル
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
に
よ
っ
て
も
異

な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
扱
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
に
対
峙

す
る
前
の
予
備
的
考
察
と
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二　

普
賢
菩
薩
に
つ
い
て

　
「
或
年
の
秋
」、
京
へ
上
っ
た
弟
子
の
僧
が
「
知
己
の
医
者
」
か
ら
聞
い

て
き
た
方
法
を
実
践
し
、は
た
し
て
内
供
の
鼻
は
短
く
な
る
。と
こ
ろ
が
、

そ
の
こ
と
が
原
因
な
の
か
か
え
っ
て
周
囲
に
笑
わ
れ
た
よ
う
な
気
に
な

り
、
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

愛
す
べ
き
内
供
は
、
さ
う
云
ふ
時
に
な
る
と
、
必
ぼ
ん
や
り
、
傍
に
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か
け
た
普
賢
の
画
像
を
眺
め
な
が
ら
、
鼻
の
長
か
つ
た
四
五
日
前
の

事
を
憶
ひ
出
し
て
、「
今
は
む
げ
に
い
や
し
く
な
り
さ
が
れ
る
人
の
、

さ
か
え
た
る
昔
を
し
の
ぶ
が
ご
と
く
」
ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
ふ
の
で

あ
る
。

　

普
賢
と
は
文
殊
と
と
も
に
釈
迦
如
来
の
脇
侍
と
し
て
知
ら
れ
る
菩
薩

で
、
梵
名
サ
マ
ン
タ
・
バ
ド
ラ
は
「
普
く
賢
い
者
」
の
意
で
あ
る
。
文
殊

が
智
徳
、
証
徳
を
司
る
の
に
対
し
て
、
普
賢
は
理
徳
、
定
徳
、
行
徳
を
司

り
、
ま
た
女
人
成
仏
を
説
く
法
華
経
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
広
く
女
性
の

信
仰
を
集
め
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
法
華
経
に
つ
い
て
は
内
供
の
鼻
が

短
く
な
っ
た
後
に
「
法
華
経
の
書
写
の
功
を
積
ん
だ
時
の
や
う
な
、
の
び

の
び
し
た
気
分
に
な
つ
た
」
と
ふ
れ
ら
れ
て
お
り
、「
鼻
」
が
「
池
尾
禅

珍
内
供
鼻
語
第
二
十
」
を
主
要
な
典
拠
に
仰
い
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
は
法
華
経
読
誦
の
功
徳
を
多
く
紹
介
す
る
『
今
昔
物
語
』
そ
の

も
の
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
場
面
に
つ
い
て
清
水
康
次
は
「
普
賢
菩
薩
の
画
像
は
、
通
常
、
白

い
象
に
乗
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
内
供
は
、
白
象
の
長
い
鼻
を
見
つ

め
て
い
た
こ
と
に
な
る）

（（
（

。」
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
要
因

の
一
つ
と
し
て
『
近
代
文
学
注
釈
大
系　

芥
川
龍
之
介
』
に
お
け
る
吉
田

注
釈
が
想
定
さ
れ
る
。吉
田
は
普
賢
に
つ
い
て「
普
賢
─
普
賢
菩
薩
の
略
。

仏
に
仕
え
、
白
い
象
に
乗
っ
て
、
右
手
に
金
剛
杵
（
き
ね
）、
左
手
に
金

剛
鈴
を
も
ち
、
仏
の
右
側
に
侍
す
る
菩
薩
で
、
慈
悲
を
も
っ
て
人
々
を
救

済
す
る
。」
と
し
て
お
り
、
管
見
の
限
り
白
象
に
は
じ
め
て
言
及
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
芥
川
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
『
校
註
国
文
叢
書
』
所
収
の

『
今
昔
物
語
』（
上
下
巻　

博
文
館　

大
４
）
に
は
別
の
逸
話
の
注
と
し

て
「
普
賢
の
白
象
に
乗
る
は
、
普
賢
は
禅
定
を
代
表
す
る
も
の
な
る
が
故

に
定
力
の
能
く
諸
行
を
摂
取
す
る
こ
と
ま
さ
に
白
象
の
柔
軟
し
か
も
よ
く

事
に
耐
ふ
る
が
如
く
な
る
を
表
は
し
た
る
も
の
也
。」（「
智
証
大
師
互
唐

伝
顕
蜜
法
帰
来
語
第
十
二
」
注
）、「
普
賢
菩
薩　

文
殊
と
共
に
釈
尊
の
脇

士
也
、
前
に
委
し
く
注
し
つ
、
常
に
白
象
に
の
る
菩
薩
也
。」（「
信
誓
阿

闍
梨
依
経
力
活
父
母
語
第
卅
七
」
注
）
な
ど
も
あ
り
、
吉
田
注
釈
も
そ
の

延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
清
水
論
で
も
こ
の
点
は
基
本
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
、
か
つ
ま
た
他
論
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
に
大
き
な
異
論
は

出
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
長
ら
く
小
説
理
解
の
素
地
と

な
っ
て
き
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
。

　

た
し
か
に
、
国
宝
普
賢
菩
薩
騎
象
像
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
を
は
じ

め
と
し
て
、
今
日
一
般
的
に
流
布
し
て
い
る
普
賢
菩
薩
像
は
白
象
に
乗
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
。「
妙
法
蓮
華
経
」
第
二
十
八
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」

に
よ
る
と
、
普
賢
菩
薩
が
行
の
象
徴
で
あ
る
の
は
道
を
進
む
時
に
何
人
に

も
妨
げ
ら
れ
な
い
象
の
姿
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
と
い
い
、「
仏
説
観
普
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賢
菩
薩
行
法
経
」
に
は
象
の
鼻
に
赤
真
珠
色
の
茎
を
し
た
華
が
あ
る
と
も

説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
内
供
の
長
い
鼻
、
あ
る
い
は
弟
子
に
踏
ま
れ

た
後
の
赤
い
鼻
を
連
想
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
木
造
普
賢
菩
薩
立
像
（
長
野
県
大
法
寺
蔵
）
や
石
造
普
賢
菩
薩

立
像
（
中
国
河
南
省
龍
門
石
窟
）
な
ど
も
残
さ
れ
て
お
り
、
騎
象
像
が
そ

の
全
て
で
は
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
と
に
原
典
に
お
け

る
内
供
は
「
身
浄
く
て
真
言
な
ど
吉
く
習
て
」
と
密
教
系
の
僧
侶
に
仕
立

て
ら
れ
て
い
て
、
胎
蔵
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る
普
賢
な
ど
は
騎
象
像
一
辺
倒

の
見
方
を
留
め
る
に
好
個
の
例
と
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
文
で
は
「
専
念
に
当
来
の
浄
土
を
渇
仰
す
べ
き
僧
侶
の

身
」
と
顕
教
系
の
僧
侶
に
変
じ
ら
れ
て
お
り
、
両
者
を
安
易
に
結
び
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
内
供
が
眺
め
て
い
た
の
が
一

体
ど
の
普
賢
の
画
像
で
あ
る
か
を
判
別
で
き
な
い
以
上
は
、
本
文
に
明
示

さ
れ
て
い
る
「
普
賢
」
か
ら
一
言
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
「
白
象
」
に
解

釈
を
移
す
に
は
特
別
な
理
由
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

し
白
象
に
の
み
意
味
を
持
た
せ
る
の
な
ら
、
眺
め
る
対
象
は
た
と
え
ば
帝

釈
天
の
よ
う
な
騎
象
し
た
他
の
仏
で
も
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
上

で
あ
え
て
普
賢
を
対
象
と
し
た
か
ら
に
は
何
ら
か
の
意
味
付
け
が
あ
っ
た

も
の
と
強
く
推
せ
る
。

　

本
文
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
内
供
は
「
傍
に
か
け
た
普
賢
の
画
像
を
眺
め

な
が
ら
、
鼻
の
長
か
つ
た
四
五
日
前
の
事
を
憶
ひ
出
」
す
の
で
あ
り
、
そ

の
願
意
の
対
象
は
あ
く
ま
で
普
賢
菩
薩
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
要
点
は
鼻
が

短
く
な
っ
た
今
と
長
か
っ
た
昔
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
し
か
も

そ
れ
が
「
さ
か
え
た
る
昔
を
し
の
ぶ
が
ご
と
く
」
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
そ
こ
に
は
過
去
回
帰
の
願
望
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
う
な
る
と
、
誰
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
道
を
突
き
進
む
よ
う
な
白
象

の
心
象
を
移
し
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
。「
普
賢
菩

薩
歓
発
品
」
に
よ
る
と
、
こ
の
普
賢
菩
薩
の
導
き
に
は
、（
一
）
法
に
基

づ
い
て
悟
っ
た
真
理
が
誤
り
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
（
二
）
真
理
を
ど

の
よ
う
に
当
て
は
め
る
べ
き
か
導
く
（
三
）
道
を
誤
り
失
敗
し
た
ら
取
り

返
す
方
策
を
授
け
る
、
と
し
た
こ
と
な
ど
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
鼻
」
に

お
け
る
普
賢
の
位
置
付
け
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
点
は
極
め
て
興
味
深
い

こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
芥
川
が
「
一
人
の
無
名
作
家
」（
大
15
）
で
も
ふ
れ
て
い
た
『
平

家
物
語　

灌
頂
巻
』「
大
原
御
幸）

（1
（

」
に
は
、
後
白
河
法
皇
が
出
家
し
た
建

礼
門
院
徳
子
を
寂
光
院
に
訪
ね
る
場
面
で
「
中
尊
の
御
手
に
は
五
色
の
糸

を
か
け
ら
れ
た
り
。
左
に
は
普
賢
の
画
像
、
右
に
は
善
導
和
尚
并
び
に
先

帝
の
御
影
を
か
け
、
八
軸
の
妙
文
、
九
帖
の
御
書
も
を
か
れ
た
り
。」
と

し
た
描
写
が
あ
る
。
芥
川
文
学
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
の
影
響
は
「
俊

寛
」（
大
10
）
に
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
け
れ
ど
、
こ
の
「
普
賢
の
画
像
」
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に
着
目
す
れ
ば
「
鼻
」
読
解
に
お
い
て
も
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
に
違

い
な
い
。
そ
れ
は
、
後
段
の
建
礼
門
院
の
作
ら
し
き
歌
「
お
も
ひ
き
や
み

山
の
お
く
に
す
ま
ゐ
し
て　

雲
ゐ
の
月
を
よ
そ
に
見
む
と
は
」に
よ
っ
て
、

そ
の
昔
宮
中
で
楽
し
く
眺
め
た
こ
と
と
、
現
在
の
身
の
上
に
お
い
て
眺
め

て
い
る
こ
と
が
対
比
さ
れ
、「
鼻
」
同
様
に
過
去
回
帰
の
願
望
が
あ
ら
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
内
供
が
思
い
出
す
の
は
「
鼻
の
長

か
つ
た
四
五
日
前
の
事
」
で
あ
り
、
平
家
没
落
後
の
建
礼
門
院
の
回
想
と

は
時
間
的
に
大
き
な
開
き
が
あ
る
。ま
た
、世
を
捨
て
出
家
し
た
身
を「
い

や
し
く
な
り
さ
が
れ
る
人
」
と
一
概
に
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
が
時
間
的
な
対
比
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
他
で
も
な
い

普
賢
菩
薩
と
月
に
仮
託
さ
れ
て
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
後
述
す
る
月
の

象
徴
性
と
も
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
何
よ
り
、
後
白
河

法
皇
の
訪
問
を
受
け
た
建
礼
門
院
は
京
都
東
山
に
あ
る
長
楽
寺
で
出
家
し

て
お
り
、
こ
の
寺
こ
そ
は
弟
子
の
僧
が
鼻
を
短
く
す
る
法
を
教
わ
っ
た
知

己
の
医
者
が
奉
仕
し
て
い
た
寺
で
あ
る
。周
知
の
よ
う
に
、こ
の
件
は「
震

旦
僧
長
秀
来
此
朝
被
仕
醫
師
語
第
十
」（『
今
昔
物
語
』）に
拠
っ
た
も
の
で
、

原
典
で
は
「
梵
釋
寺
」
と
あ
っ
た
も
の
が
わ
ざ
わ
ざ
書
き
換
え
ら
れ
た
も

の
だ
っ
た
。

　

他
方
、「
大
原
御
幸
」
で
「
障
子
に
は
、
諸
経
の
要
文
共
、
色
紙
に
か

い
て
、
所
々
に
お
さ
れ
た
り
。
そ
の
な
か
に
大
江
の
定
基
法
師
が
、
清
涼

山
に
し
て
詠
じ
た
り
け
む
、『
笙
歌
遥
聞
孤
雲
上
、
聖
衆
来
迎
落
日
前
』

と
も
か
ゝ
れ
た
り
。」
と
さ
れ
た
一
首
は
『
十
訓
抄
』「
第
十 

才
芸
を
庶

幾
す
べ
き
事
」
に
引
か
れ
た
歌
で
あ
り
、
こ
の
逸
話
で
は
慶
滋
保
胤
の
作

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
定
基
は
保
胤
の
も
と
で
出
家
し
、
以
後
は
寂
照

と
称
し
て
如
意
輪
寺
に
居
住
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
基
づ
く
逸

話
「
内
記
慶
滋
保
胤
出
家
語
第
三
」
は
「
六
の
宮
の
姫
君
」（
大
11
）
に

も
採
ら
れ
た
他
、
同
じ
「
本
朝
の
部
巻
第
九　

本
朝
附
仏
法
」
に
「
往
生

絵
巻
」（
大
10
）
の
原
拠
と
な
っ
た
「
讃
岐
国
多
度
群
五
位
聞
法
師
即
出

家
語
第
十
四
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
併
せ
見
る
と
、
こ
の
時
期

の
興
味
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
は
『
宝
物

集
』
で
も
『
十
訓
抄
』
と
同
様
の
体
裁
で
採
ら
れ
て
お
り
、『
宝
物
集
』

の
作
者
こ
そ
は
鹿
ケ
谷
の
謀
議
に
与
し
て
俊
寛
と
と
も
に
鬼
界
ヶ
島
に
流

刑
さ
れ
た
平
康
頼
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
も
「
俊
寛
」
に
は
含
意

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
互
い
に
広
く
影
響
し
あ
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

話
を
戻
す
と
、
内
供
は
長
い
鼻
に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
た
自
尊
心
の
毀

損
の
回
復
を
狙
っ
て
鼻
を
短
く
し
た
も
の
の
、
そ
の
こ
と
で
か
え
っ
て
周

囲
か
ら
笑
わ
れ
た
気
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
笑
わ
れ

ま
い
と
し
て
自
ら
選
ん
だ
道
が
誤
り
失
敗
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の

回
復
、
回
帰
の
願
望
を
託
さ
れ
て
「
普
賢
の
画
像
」
は
存
在
し
て
い
た
の
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で
あ
る
。
批
判
的
な
読
み
の
中
で
は
、
内
供
は
単
に
白
象
の
長
い
鼻
を
見

て
「
鼻
の
長
か
つ
た
四
五
日
前
の
事
を
憶
ひ
出
」
す
と
い
う
「
単
な
る
外

見
、
容
貌
の
問
題
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
慈
悲
を
も
っ

て
人
々
を
救
済
す
る
」
べ
き
普
賢
は
何
ら
特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
。
そ

の
結
果
、
物
語
末
部
の
明
る
い
描
写
に
つ
い
て
も
、
錯
覚
の
中
を
突
き
進

む
内
供
と
同
様
に
「
単
な
る
見
せ
か
け
」（
鳥
居
）
の
表
れ
と
い
う
理
解

と
な
り
、
物
語
は
滑
稽
譚
の
域
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
あ
る
。

三　

普
賢
菩
薩
と
犬

　

さ
て
、
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
内
供
が
「
意
外
な
事
実
を
発
見
」

し
た
後
に
中
童
子
を
怒
っ
た
逸
話
は
「
池
尾
禅
珍
内
供
鼻
語
第
二
十
」
を

直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
「
怒
ら
せ
た
」
契
機
と
し
て
あ
る

犬
に
つ
い
て
は
、「
元
興
寺
僧
蓮
尊
持
法
花
経
知
前
世
報
語
第
十
六
」（『
今

昔
物
語
』）の
影
響
が
推
定
さ
れ
る
。こ
れ
は
僧
蓮
尊
が「
法
華
経
普
賢
品
」

（「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
の
こ
と
）
を
暗
誦
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
き
普
賢

に
祈
請
す
る
と
、
前
世
で
あ
っ
た
犬
の
身
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
い

う
筋
で
あ
り
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
夏
既
に
過
ぎ
ぬ
る
間
に
、蓮
尊
夢
に
天
童
来
て
蓮
尊
に
告
て
云
く
、

「
我
は
此
れ
普
賢
菩
薩
の
御
使
也
、
汝
が
宿
業
の
因
縁
を
令
レ

知
め

む
が
為
に
来
れ
る
也
、
汝
ぢ
前
生
に
狗
の
身
と
有
り
き
、
母
汝
と
共

に
人
の
家
の
板
敷
の
下
に
有
り
き
、
法
花
の
持
者
其
の
板
敷
の
上
に

有
て
法
花
経
を
読
誦
す
、
初
め
序
品
よ
り
終
り
妙
荘
厳
王
品
に
至
る

ま
で
廿
七
品
を
誦
す
る
を
狗
聞
き
ヽ
（
て
イ
）、
普
賢
品
に
至
て
汝

ぢ
母
の
起
て
去
し
に
随
て
汝
も
共
に
去
に
き
、
然
れ
ば
普
賢
品
を

不
レ

聞
ざ
り
き
、
汝
ぢ
前
生
に
法
花
経
を
聞
奉
り
し
に
依
て
狗
の
身

を
転
じ
て
今
人
の
身
と
生
れ
て
、
僧
と
成
て
法
花
経
を
読
誦
す
、
但

し
普
賢
品
を
不
レ

聞
ざ
り
し
に
依
て
其
品
を
暗
に
不
レ

思
ず

　

こ
の
話
は
他
の
『
法
華
験
記
』
出
典
の
話
と
同
様
の
類
型
を
辿
っ
て
お

り
、
畜
生
の
身
で
あ
っ
た
宿
業
の
因
縁
に
よ
っ
て
そ
の
理
解
が
中
途
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。

　

内
供
は
鼻
を
短
く
見
せ
る
た
め
に
鏡
に
向
か
う
と
、
か
え
っ
て
鼻
が
長

く
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
今
更
の
よ
う
に
た
め
息
を
つ
い
て
は
不
承

不
承
に
経
机
へ
観
音
経
、
す
な
わ
ち
法
華
経
第
八
巻
第
二
十
五
「
観
世
音

菩
薩
普
門
品
」
を
読
み
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
読
み
に
帰
る
と
は
、
本
来

読
む
べ
き
頃
合
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
一
度
中
断
し
て
い
た
も
の
を
再
開

す
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
、
読
誦
が
完
遂
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し



芥川龍之介「鼻」に関する予備的考察─ 9 ─

て
い
る
。
ま
た
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
後
に
誦
し
か
け
た
経
文
を
や
め
て
呟

く
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
も
、
前
後
の
関
係
か
ら
推
し
て

観
音
経
を
指
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
よ
り
明

確
に
中
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
芋
粥
」
の
五
位
が
利

仁
に
敦
賀
行
を
告
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
「
う
ろ
覚
え
の
観
音
経
」
を
口

の
中
に
念
じ
る
場
面
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
法
華
経
を
対
象
に
し
た
上
に
そ

の
行
為
や
理
解
が
中
途
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
『
法
華
験
記
』
の
典
型
を

正
し
く
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、「
鼻
」
の
中
童
子
が
尨
犬
を
逐
い
ま
わ
す
際
に
手
に
し
た
の
は
、

他
で
も
な
い
鼻
持
上
げ
の
木
だ
っ
た
。「
鼻
を
打
た
れ
ま
い
。
そ
れ
、
鼻

を
打
た
れ
ま
い
」
と
し
た
言
葉
か
ら
は
中
童
子
が
尨
犬
を
内
供
に
見
立
て

て
囃
し
立
て
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
芋
粥
」
で
も
子
供
た
ち
が
「
尨
犬

の
首
へ
繩
を
つ
け
て
、
打
つ
た
り
殴
い
た
り
し
て
ゐ
る
」
状
況
に
五
位
が

出
く
わ
す
場
面
で
、「
何
ぢ
や
、
こ
の
鼻
赤
め
が
。」
と
い
わ
れ
た
言
葉
を

「
自
分
の
顔
を
打
つ
た
や
う
に
」
感
じ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
犬
と
強
力
に

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
鼻
」
で
は
内
供
の
前
世
に
関
す
る
因
果
ま
で

は
直
接
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
他
の
『
法
華
験
記
』
出
典
の
話
を

概
観
す
る
と
、
本
朝
の
部
巻
第
四
「
僧
行
範
持
法
花
経
知
前
世
報
語
第

十
四
」
で
は
黒
馬
、
同
「
越
中
国
僧
海
蓮
持
法
花
経
知
前
世
報
語
第

十
五
」
で
は
蟋
蟀
、
同
「
金
峰
山
僧
転
乗
持
法
花
知
前
世
語
第
十
七
」、

同
「
備
前
国
盲
人
知
前
世
持
法
花
語
第
十
九
」
で
は
毒
蛇
、
同
「
比
叡
山

東
塔
僧
朝
禅
誦
法
花
知
前
世
語
第
廿
四
」
で
は
白
馬
、
同
「
山
城
国
神
奈

比
寺
聖
人
誦
法
花
知
前
世
報
語
第
廿
五
」
で
は
蚯
蚓
、
と
様
々
で
あ
り
、

や
は
り
犬
で
あ
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

　

表
層
的
に
見
れ
ば
、
内
供
が
腹
を
立
て
た
の
は
中
童
子
に
よ
っ
て
暗
に

揶
揄
さ
れ
た
と
感
じ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
五
位
に
つ
い
て
も
ま
た
、
い

わ
な
く
て
も
な
く
と
も
い
い
こ
と
を
い
っ
て
恥
を
か
き
、
そ
う
し
た
自
分

が
情
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
犬
も
打
た
れ
ゝ
ば
、

痛
い
で
の
う
」
と
し
た
言
葉
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
ど
う
も
そ
れ
ば
か
り

と
は
見
な
し
難
く
、
こ
う
し
た
情
景
の
う
ち
に
は
単
な
る
感
情
移
入
や
同

情
を
超
え
た
意
味
付
け
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
む
ろ
ん
、

内
供
や
五
位
が
犬
を
見
て
た
だ
ち
に
自
ら
の
前
世
を
知
り
、
そ
の
宿
業
か

ら
腹
を
立
て
た
の
か
ど
う
か
ま
で
は
作
中
に
定
か
で
な
い
。と
い
う
よ
り
、

こ
の
段
階
で
彼
ら
自
身
に
そ
の
こ
と
を
知
る
術
は
な
い
。
た
だ
、「
池
尾

禅
珍
内
供
鼻
語
第
二
十
」
か
ら
内
供
の
モ
デ
ル
を
取
り
、
そ
の
上
で
「
普

賢
の
画
像
」
ま
で
眺
め
さ
せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
読
者
の
心
象
の
中
に
法

華
経
持
経
者
の
逸
話
と
結
び
つ
く
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
た

と
い
っ
て
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
杜
子
春
」（
大
９
）
で
は
亡
母
が
「
痩
せ
馬
」
の
姿
に
変
じ
て
登
場
し
、

こ
の
話
の
素
と
な
っ
た
「
震
旦
ノ
隋
ノ
人
、
得
母
成
馬
泣
悲
語
第
十
七
」
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（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
九
）
の
末
部
に
も
「
此
レ
ヲ
以
テ
思
フ
ニ
、
人

ノ
許
ニ
有
ラ
ム
牛
・
馬
・
犬
・
鶏
等
、
皆
、
前
世
ノ
償
フ
所
有
テ
来
レ
ル

也
ト
疑
テ
、
強
ニ
呵
責
ヲ
不
可
加
ザ
ル
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。」

と
宿
業
の
因
縁
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
先
の
「
内

記
慶
滋
保
胤
出
家
語
第
三
」
に
も
通
じ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
作

品
の
創
作
や
読
解
に
あ
た
っ
て
、
作
者
、
読
者
双
方
の
念
頭
に
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
。「
池
尾
禅
珍
内
供
鼻
語
第
二
十
」と
同
じ
く「
芋

粥
」
の
典
拠
と
さ
れ
る
「
利
仁
将
軍
若
時
従
京
敦
賀
将
行
五
位
語
第

十
七
」（『
今
昔
物
語
』
下
巻　

本
朝
の
部
巻
第
十
六
）
に
も
犬
の
描
写
は

存
在
し
な
い
た
め
、
こ
れ
は
後
か
ら
特
別
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
主
意
は
、
や
は
り
普
賢
と
の
関
連
だ
ろ
う
。『
今
昔
物
語
』

に
は
同
種
の
逸
話
と
し
て
「
比
叡
山
横
川
永
慶
聖
人
誦
法
花
知
前
世
（
生

イ
）
語
第
廿
一
」（
同
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
登
場
す
る
菩
薩
は
普
賢

ば
か
り
で
な
く
龍
樹
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
話
は
僧
永
慶

聖
人
が
摂
津
国
箕
面
の
滝
に
参
籠
し
、
龍
樹
菩
薩
の
夢
告
に
よ
り
前
世
が

法
華
持
経
者
の
僧
房
に
い
た
犬
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
い
う
も
の
で
、

先
の
話
と
ほ
ぼ
同
型
で
あ
る
。
芥
川
は
「
鼻
」
を
発
表
す
る
よ
り
も
前
に
、

龍
樹
の
出
家
の
伝
承
を
も
と
に
し
た
戯
曲
「
青
年
と
死
と
」（
大
３
、『
今

昔
物
語
集
』
巻
第
四
「
龍
樹
、
俗
ノ
時
、
作
隠
形
薬
語
第
廾
四
」
に
依
拠

か
）
を
記
し
て
い
る
が
、「
鼻
」
に
お
い
て
龍
樹
は
人
並
み
の
鼻
を
備
え

た
菩
薩
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
に
留
ま
り
、
願
意
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
、
白
象
は
お
ろ
か
犬
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
よ

り
は
、
や
は
り
普
賢
に
こ
そ
特
別
な
意
味
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。

四　

ま
ば
ゆ
く
光
る
九
輪
の
象
徴
性

　

と
こ
ろ
で
、「
鼻
」
読
解
に
お
け
る
最
大
の
課
題
は
、
短
く
な
っ
た
内

供
の
鼻
が
一
夜
に
し
て
元
の
長
い
鼻
へ
と
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
原
典
で
は

内
供
の
鼻
が
「
亦
二
三
日
に
成
ぬ
れ
ば
、（
略
）
本
の
如
く
に
腫
て
大
き

に
成
り
ぬ
」
と
自
然
に
元
に
戻
る
体
裁
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
小
説
本

文
で
は
「
或
夜
」
に
「
日
が
暮
れ
て
か
ら
急
に
風
が
出
た
」
こ
と
で
寝
付

か
れ
ず
、「
ふ
と
鼻
が
何
時
に
な
く
、
む
づ
痒
い
の
に
気
が
つ
い
た
」
後

に
元
の
姿
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。

　

翌
朝
、
内
供
が
何
時
も
の
や
う
に
早
く
眼
を
さ
ま
し
て
見
る
と
、

寺
内
の
銀
杏
や
橡
が
、
一
晩
の
中
に
葉
を
落
し
た
の
で
、
庭
は
黄
金

を
敷
い
た
や
う
に
明
い
。
塔
の
屋
根
に
は
霜
が
下
り
て
ゐ
る
せ
い
で

あ
ら
う
。
ま
だ
う
す
い
朝
日
に
、
九
輪
が
ま
ば
ゆ
く
光
つ
て
ゐ
る
。

禅
智
内
供
は
、蔀
を
上
げ
た
椽
に
立
つ
て
、深
く
息
を
す
ひ
こ
ん
だ
。
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殆
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
た
或
感
覚
が
、
再
内
供
に
帰
つ
て
来
た

の
は
こ
の
時
で
あ
る
。

　

内
供
は
慌
て
ゝ
鼻
へ
手
を
や
つ
た
。
手
に
さ
は
る
も
の
は
、
昨
夜

の
短
い
鼻
で
は
な
い
。
上
唇
の
上
か
ら
顋
の
下
ま
で
、
五
六
寸
あ
ま

り
も
ぶ
ら
下
つ
て
ゐ
る
、
昔
の
長
い
鼻
で
あ
る
。
内
供
は
鼻
が
一
夜

の
中
に
、
又
元
の
通
り
長
く
な
つ
た
の
を
知
つ
た
。

　

内
供
は
こ
の
間
に
何
か
を
試
み
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
自
然
な
変

化
と
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
短
く
し
た
鼻
が
長
く
戻
る
そ
の
契
機

に
原
典
に
な
い
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
重
要
な

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
今
さ
ら
な
が
ら
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

寺
内
に
あ
る
銀
杏
や
橡
は
季
節
的
に
は
秋
の
植
物
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も

晩
秋
を
示
す
季
語
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
が
紅
葉

し
て
変
色
し
、
一
夜
に
し
て
散
っ
た
せ
い
で
こ
の
よ
う
な
描
写
に
な
る
の

だ
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、「
黄
金
」
色
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
そ
れ
ま

で
と
は
異
な
っ
た
神
々
し
さ
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
一
説
に
は
銀
杏
は
仏

教
と
と
も
に
伝
来
し
、
中
国
で
寺
院
の
開
基
さ
れ
た
場
所
に
自
生
し
て
い

た
こ
と
か
ら
日
本
で
も
多
く
寺
院
に
植
え
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
日
蓮

宗
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
先
祖
へ
の
報
恩
の
重
要
性
を
説
い
た
「
泣
き
銀

杏
」
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
お
り
、
作
者
の
中
で
特
別
な
響
き
を
持
っ

て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。「
追
憶
」（
大
15
）
に
は
「
僕
は

幼
稚
園
へ
通
ひ
だ
し
た
。
幼
稚
園
は
名
高
い
回
向
院
の
隣
の
江
東
小
学
校

の
付
属
で
あ
る
。
こ
の
幼
稚
園
の
庭
の
隅
に
は
大
き
い
銀
杏
が
一
本
あ
つ

た
。」（
一
七　

幼
稚
園
）
と
し
た
記
述
も
あ
り
、
幼
少
期
の
印
象
と
し
て

芥
川
の
脳
裏
に
残
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
よ
り
大
切
だ
と
思
う
の
は
塔
と
九
輪
で
、
塔
と
い
え
ば
「
妙

法
蓮
華
経
」
に
「
見
宝
塔
品
第
十
一
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
多

宝
如
来
の
塔
が
地
か
ら
湧
き
出
し
、
法
華
経
を
真
実
で
あ
る
と
説
い
た
も

の
で
あ
り
、
宝
塔
は
全
て
の
人
間
に
具
わ
る
仏
性
を
、
そ
し
て
こ
れ
を
見

る
こ
と
は
そ
の
仏
性
を
発
見
す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。
そ
う
な
れ
ば
、

物
語
の
末
部
の
解
釈
は
内
供
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
こ
と

と
同
時
に
、
読
者
自
身
に
と
っ
て
の
仏
性
の
あ
り
方
を
問
う
も
の
と
も
な

り
得
よ
う
。「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
に
連
な
る
重
要
な
問
題
性
と
思
わ

れ
る
が
、
詳
し
く
は
次
稿
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

一
方
の
九
輪
は
別
名
を
相
輪
と
い
い
、
宝
珠
、
竜
車
、
水
煙
、
宝
輪
、

請
花
、
伏
鉢
、
露
盤
な
ど
か
ら
成
る
。
宗
派
や
経
典
に
よ
っ
て
も
意
味
付

け
は
様
々
あ
る
が
、
密
教
で
九
輪
は
五
大
如
来
（
大
日
如
来
、
阿
閦
如
来
、

宝
生
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
不
空
成
就
仏
）
と
四
大
菩
薩
（
普
賢
菩
薩
、

文
殊
菩
薩
、
観
音
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
）
を
表
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
普
賢
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菩
薩
に
は
特
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
九
輪
が
光
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
普
賢
に
の
み
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ

ど
、
上
述
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
を
単
な
る
心
象
風
景
と
片
付
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。「
普
賢
の
画
像
」
を
「
さ
か
え
た
る
昔
を
し
の
ぶ
が

ご
と
く
」眺
め
る
内
供
が
、中
童
子
に
追
わ
れ
る
犬
を
見
て
腹
を
立
て
る
。

そ
の
上
で
普
賢
を
象
徴
す
る
九
輪
が
光
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
内
的
な
必

然
性
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
に
、
そ
し
て
確
実
に
か
な
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
思
考
の
形
跡
は
「
白
」（
大
12
）
に
も
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。「
白
」
で
は
犬
の
白
が
黒
い
体
に
変
わ
っ
た
時
、
白

く
戻
っ
た
時
の
そ
れ
ぞ
れ
に
周
囲
か
ら
驚
か
れ
る
場
面
が
く
り
返
さ
れ
、

「
或
秋
の
真
夜
中
」
に
元
の
状
態
に
戻
る
な
ど
多
く
の
点
で
「
鼻
」
と
共

通
し
て
い
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
元
の
姿
に
戻
る
契
機
が
密

教
の
基
本
的
な
観
法
の
一
つ
で
あ
る
月
輪
観
に
通
じ
て
お
り
、
こ
の
月
こ

そ
は
普
賢
菩
薩
の
象
徴
性
を
よ
り
色
濃
く
示
し
て
い
る
。「
菩
提
心
論）

（1
（

」

に
よ
る
と
、
普
賢
の
大
菩
提
心
は
あ
た
か
も
満
月
の
光
が
何
も
の
も
区
別

し
な
い
こ
と
と
同
様
で
、
円
明
で
清
ら
か
な
心
性
が
鏡
の
よ
う
に
万
象
を

映
し
て
自
己
の
根
底
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
、
禅
定
に
入
る
の
は
澄
み

切
っ
た
「
秋
の
夜
空
」
に
輝
く
月
の
よ
う
に
清
ら
か
な
満
月
輪
の
中
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
月
輪
は
人
々
が
本
来
具
有
す
る
清
ら
か
な
菩
提
心
、
つ
ま

り
悟
り
の
心
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犬
の
白
が
贖
罪

す
る
時
に
月
に
祈
願
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
内
供
の
頭
上
で
九
輪
が
ま
ば

ゆ
く
光
っ
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
超
自
然
的
な
存
在
の
あ
ら
わ
れ
、
す
な

わ
ち
普
賢
菩
薩
の
現
前
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
点
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
月
輪
の
本
質
、
換
言
す
れ
ば
仏
に
よ
る
救

済
は
、
衆
生
が
知
ら
な
い
で
い
た
と
し
て
も
厳
然
と
実
在
す
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
蜘
蛛
の
糸
」
に
お
け
る
犍
陀
多
は
遠

い
天
上
か
ら
銀
色
の
蜘
蛛
の
糸
が
垂
れ
て
く
る
の
を
見
て
喜
ん
だ
に
は
違

い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
地
獄
か
ら
抜
け
出
る
た
め
の
手
立
て
と
な
る
と

直
感
し
た
と
し
て
も
、
極
楽
へ
入
る
た
め
の
手
立
て
、
つ
ま
り
仏
の
救
い

で
あ
っ
た
と
ま
で
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
そ
れ
は
、
原
典
と
さ

れ
る
「
因
果
の
小
車
」（
明
31
）
で
「
一
縷
の
光
」
を
前
に
「
大
慈
大
悲

の
御
仏
よ
」
と
犍
陀
多
が
叫
ん
で
い
た
部
分
が
捨
象
さ
れ
、
思
わ
ず
手
を

拍
っ
て
喜
ぶ
と
い
う
描
写
に
留
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

前
出
三
好
は
、「
か
ぼ
そ
い
糸
は
、
人
間
の
〈
信
心
の
一
念
〉
に
ほ
か
な

ら
ず
、
だ
か
ら
〈
無
辺
の
衆
生
〉
を
こ
と
ご
と
く
〈
正
道
の
本
地
〉
に
は

こ
ぶ
大
乗
の
力
を
そ
な
え
て
い
た
。
蜘
蛛
の
糸
の
断
滅
は
そ
れ
自
体
が
、

救
済
の
在
る
こ
と
の
明
証
で
あ
る）

（1
（

。」
と
述
べ
て
い
た
。「
大
乗
の
力
」
と

は
単
な
る
悟
り
へ
の
到
達
の
み
な
ら
ず
、
衆
生
の
救
済
が
含
ま
れ
る
た
め

に
犍
陀
多
の
よ
う
な
男
で
も
救
済
の
対
象
と
な
る
。
小
さ
な
蜘
蛛
の
命
を

助
け
た
行
為
が
こ
の
男
の
信
心
か
ら
く
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
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か
で
あ
り
、
そ
れ
は
己
ば
か
り
が
助
か
り
た
い
と
す
る
利
己
的
な
考
え
で

他
の
罪
人
を
落
と
そ
う
と
し
た
こ
と
に
も
連
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
救
済
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
む
ろ

ん
な
い
。
た
と
え
、
蜘
蛛
の
糸
が
切
れ
た
こ
と
が
大
乗
の
心
を
持
ち
得
な

か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
と
し
て
も
、
仏
に
よ
る
救
済
は
満
月
の
光

の
ご
と
く
何
も
の
も
区
別
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
、
蜘
蛛
の
糸
は
犍

陀
多
の
上
に
も
垂
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

自
ら
の
外
見
に
一
喜
一
憂
す
る
内
供
に
対
し
、批
判
的
な
意
見
が
あ
る
。

だ
が
、「
蜘
蛛
の
糸
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
ば
ゆ
く
光
る
九
輪

も
ま
た
そ
れ
自
体
が
仏
に
よ
る
救
済
が
在
る
こ
と
の
明
証
な
の
で
あ
り
、

そ
の
言
動
が
法
慳
貪
の
罪
を
受
け
る
に
値
し
よ
う
と
、
内
供
の
上
に
九
輪

は
ま
ば
ゆ
く
光
る
の
だ
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
犬
の
白
が
月
に
祈

願
し
、
体
が
元
に
戻
る
奇
跡
を
我
々
の
多
く
は
何
の
疑
い
も
な
く
受
け
入

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
話
が
童
話
で
あ
る
こ
と
や
明
る
い
結

末
を
迎
え
る
こ
と
と
は
直
接
的
に
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
読
者

が
月
と
超
自
然
的
な
存
在
と
の
見
え
な
い
糸
を
感
じ
て
い
る
こ
と
に
由
来

し
、
そ
れ
こ
そ
が
物
語
の
象
徴
性
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、

内
供
の
鼻
が
元
に
戻
る
と
い
う
奇
怪
な
出
来
事
自
体
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
原
典
の
存
在
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
九
輪
が
ま
ば
ゆ
く

光
る
こ
と
で
何
ら
か
の
超
自
然
的
存
在
を
感
じ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
も
し
「
鼻
」
に
明
る
い
結
末
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
翌
朝
以
降
の
描
写
に
単
に
明
る
い
印
象
が
付
与
さ
れ

て
い
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
前
後
関
係
が
想
定
さ
れ
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
意
味
は
個
々
に
現
象
し
、
時
代
や
文

化
的
背
景
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
ろ

「
愛
す
べ
き
内
供
」
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
時
、
あ
る
い
は
「
か

う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」
と
し
た
詠

嘆
と
そ
の
後
の
顛
末
を
考
え
る
時
、
な
が
め
て
い
た
「
普
賢
の
画
像
」
や

ま
ば
ゆ
く
光
る
九
輪
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
物
語
内
容

へ
接
近
す
る
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
な
方
法
な
の
で
あ
る
。

ま
と
め

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
芥
川
の
小
説
「
鼻
」
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
羅

生
門
」
や
「
芋
粥
」
ば
か
り
で
な
く
、「
蜘
蛛
の
糸
」「
杜
子
春
」「
白
」

な
ど
の
作
品
と
も
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
が
認
め
ら
れ
る
。
物
語
末
部
の
内

供
の
詠
嘆
は
「
自
尊
心
」
と
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
と
に
よ
っ
て
相
対

化
さ
れ
て
い
る
、
と
し
た
見
方
に
従
え
ば
、「
鼻
」
は
錯
覚
に
基
づ
く
滑

稽
譚
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
身
の
辛
苦
か
ら
の
解
放

を
仏
菩
薩
に
祈
願
す
る
と
い
う
構
図
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
に
通
じ
、
内
供
の
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祈
念
が
元
の
姿
に
戻
る
奇
跡
を
実
現
す
る
話
と
読
め
ば
「
白
」
と
同
様
で

あ
る
。
長
い
鼻
を
笑
わ
れ
た
高
僧
が
、
単
な
る
外
見
の
問
題
に
す
ぎ
な
い

苦
悩
を
周
囲
に
知
ら
れ
ま
い
と
し
て
短
く
す
る
。
そ
の
結
果
か
え
っ
て
笑

わ
れ
た
気
に
な
り
、
元
の
姿
に
戻
っ
た
こ
と
で
「
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰

も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の

結
構
だ
け
か
ら
す
れ
ば
、「
翌
朝
」
以
降
の
寺
内
の
明
る
い
描
写
な
ど
は

全
く
の
不
要
、
そ
も
そ
も
こ
れ
が
た
だ
の
滑
稽
譚
で
あ
れ
ば
「
明
る
い
」

描
写
を
見
せ
か
け
る
必
要
す
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、「
蜘
蛛
の
糸
」

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
ば
ゆ
く
光
る
九
輪
は
そ
れ
自
体
が
仏
、
よ

り
具
体
的
に
は
普
賢
菩
薩
に
よ
る
救
済
が
在
る
こ
と
の
証
な
の
で
あ
り
、

「
普
賢
の
画
像
」や
犬
の
描
写
は
そ
の
こ
と
を
示
す
重
要
な
鍵
な
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
救
済
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し

た
上
で
、
結
果
と
し
て
内
供
が
救
わ
れ
の
た
か
ど
う
か
を
読
み
込
ん
で
い

く
こ
と
こ
そ
、
小
説
と
し
て
の
「
鼻
」
を
吟
味
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ

う
な
思
考
の
根
源
が
お
そ
ら
く
は
作
家
の
出
自
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
胎
蔵
曼
荼
羅
は
全
部
で
十
二
の
区
画
に
分

か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
で
あ
る
中
台
八
葉
院
で
は
赤
い
八
葉
蓮
華
の

中
に
大
日
如
来
、
そ
の
四
方
に
宝
幢
如
来
、
開
敷
華
王
如
来
、
阿
弥
陀
如

来
、
天
鼓
雷
音
如
来
の
四
仏
と
、
そ
の
四
隅
に
普
賢
菩
薩
、
文
殊
菩
薩
、

観
音
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
の
四
菩
薩
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
普
賢
菩

薩
は
東
南
の
方
角
、
干
支
で
い
え
ば
辰
年
・
巳
年
の
守
り
本
尊
と
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
辰
年
辰
月
辰
日
に
生
ま
れ
た
こ
と
で
名
付

け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
芥
川
に
と
っ
て
は
特
別
な
存
在
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
芥
川
が
幼
少
期
に
過
ご
し
た
本
所
深
川
に
は

「
押
上
の
普
賢
さ
ま
」
で
知
ら
れ
る
春
慶
寺
が
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
は

生
活
感
の
中
で
も
実
感
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
長
養
山
春
慶
寺
は
芥

川
の
菩
提
寺
で
あ
る
慈
眼
寺
と
同
じ
身
延
山
久
遠
寺
末
の
寺
院
で
、
現
在

で
は
「
鬼
平
犯
科
帳
」
に
出
て
く
る
岸
井
左
馬
之
助
の
寄
宿
先
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
江
戸
期
に
成
っ
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
真

如
院
日
理
に
よ
る
開
山
で
あ
る
こ
と
、
当
初
浅
草
森
田
町
に
あ
っ
た
も
の

が
寛
文
七
年
に
移
っ
た
こ
と
、
霊
夢
を
見
た
百
済
国
聖
明
王
に
よ
っ
て
刻

さ
れ
た
二
寸
八
分
の
普
賢
菩
薩
像
が
祀
ら
れ
「
開
運
の
普
賢
」
と
号
す
る

こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
治
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
東
京
名
所
図

会）
（1
（

』
で
も
「
推
古
天
皇
の
朝
百
済
の
僧
観
勒
の
携
へ
来
れ
る
普
賢
像
（
長

二
寸
八
分
）
を
安
置
す
。
號
し
て
開
運
の
普
賢
と
い
ふ
。」
と
同
様
の
記

述
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
像
は
木
造
の
立
像
（
現
墨
田
区
有
形
文

化
財
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
普
賢
の
画
像
」
か
ら
白
象
へ
解
釈
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を
移
す
こ
と
の
難
し
さ
を
さ
ら
に
強
く
印
象
付
け
る
。
残
念
な
が
ら
芥
川

が
こ
の
寺
を
直
接
詣
で
た
記
録
は
確
認
で
き
て
い
な
い
け
れ
ど
、
同
書
で

「
堂
畔
に
狂
言
作
者
鶴
翁
南
北
の
塚
あ
り
。」
と
さ
れ
る
鶴
屋
南
北
に
つ

い
て
は
小
説
「
妖
婆
」（
大
８
）
の
中
で
も
ふ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ

と
が
全
く
理
解
の
外
に
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
。「
鼻
」
同

様
に
作
品
の
評
価
に
つ
い
て
は
分
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
中
に
「
超
自

然
的
な
現
象
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「
東
海
道
四
谷
怪
談
」
な
ど
と
合
わ
せ
た
包
括
的
な
論
及
を
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

　

短
く
な
っ
た
鼻
が
一
夜
に
し
て
元
の
長
い
鼻
に
戻
る
と
い
う
出
来
事

は
、
月
と
超
自
然
的
な
存
在
と
の
見
え
な
い
糸
が
一
体
何
で
あ
っ
た
か
を

如
実
に
物
語
る
。
芥
川
が
『
今
昔
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
と

す
る
古
典
群
や
日
本
神
話
を
好
み
、
数
々
の
作
品
に
投
影
し
て
来
た
こ
と

を
思
え
ば
、
そ
う
し
た
知
識
は
生
活
感
の
中
で
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い

た
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
ま
た
「
龍
之
介
」
と
い
う
名
付
け
の
由
来
で

も
あ
る
普
賢
は
、
文
字
通
り
諸
願
成
就
の
象
徴
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

註（
１
） 

今
日
も
っ
と
も
入
手
し
や
す
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔

物
語
集
』（
岩
波
書
店　

昭
35
）
で
は
巻
第
二
十
九
だ
が
、
芥
川
が
参
照
し
た
と

さ
れ
る
『
校
註
国
文
叢
書
』
所
収
『
今
昔
物
語
』（
上
下
巻　

博
文
館　

大
４
）

で
は
下
巻
の
本
朝
の
部
巻
第
十
八
に
あ
り
、
以
下
は
こ
れ
に
従
う
。
な
お
、
そ
れ

以
外
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
、
博
文
館
版
に
所
収
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
前
者
に
準
拠
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
２
） 

吉
田
精
一
「
作
品
解
題
『
鼻
』」（『
近
代
文
学
注
釈
大
系　

芥
川
龍
之
介
』
有
精

堂　

昭
38
）

（
３
） 

三
好
行
雄
「
負
け
犬

─
『
芋
粥
』
の
構
造

─
」（『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑
摩
書

房　

昭
51
）

（
４
） 

駒
尺
喜
美
『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』（
法
政
大
学
出
版
局　

昭
47
）

（
５
） 

鳥
居
邦
朗
「
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』」（「
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂　

昭
45
）

（
６
） 

関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介　

実
像
と
虚
像
』
洋
々
社　

昭
63
）

（
７
） 

平
岡
敏
夫
『
芥
川
龍
之
介　

抒
情
の
美
学
』（
大
修
館
書
店　

昭
57
）

（
８
） 

石
割
透
『
芥
川
龍
之
介

─
初
期
作
品
の
展
開
』（
有
精
堂
出
版　

昭
60
）

（
９
） 

山
崎
甲
一
「
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』
の
文
体
に
つ
い
て
」（「
鶴
見
大
学
紀
要
」
第

二
十
三
号　

昭
61
、
の
ち
『
芥
川
龍
之
介
の
言
語
空
間
─
君
看
雙
眼
色
』
笠
間
書

院　

平
成
11
）

（
10
） 

田
中
実
「「
鼻
」
と
「
龍
」」（「
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
」
第
40
集　

平
６
）

（
11
） 

清
水
康
次
「『
鼻
』・『
芋
粥
』
論

─
『
解
釈
』
と
い
う
方
法
に
ふ
れ
て

─
」（
京

都
大
学
紀
要
「
国
語
国
文
」　

昭
57
、
の
ち
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
和
泉

書
房　

平
６
）

（
12
） 『
日
本
古
典
文
学
大
系
33　

平
家
物
語　

下
』（
岩
波
書
店　

昭
34
）

（
13
） 『
弘
法
大
師
空
海
全
集　

第
八
巻
』（
筑
摩
書
房　

昭
60
）

（
14
） 

三
好
行
雄
「〈
御
伽
話
〉
の
世
界
で
」（『
日
本
児
童
文
学
大
系　

第
十
二
巻　

秋

田
雨
雀
・
武
者
小
路
実
篤
・
芥
川
龍
之
介
・
佐
藤
春
夫
・
吉
田
絃
二
郎
集
』
ほ
る
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ぷ
出
版　

昭
52
、
の
ち
『
鷗
外
と
漱
石　

明
治
の
エ
ー
ト
ス
』
力
富
書
房　

昭

58
）

（
15
） 
中
野
了
随
『
東
京
名
所
図
会
』（
小
川
尚
栄
堂　

明
23
）


