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「
宇
治
拾
遺
物
語
」

拾
穂
抄

連
想
の
契
機
と
言
語
遊
戯
を
め
ぐ
っ
て

最
近
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
（
以
下
「
宇
治
」
と
略
称
）
を
読
む
機
会
を
持
っ
た
。

そ
の
際
、
荒
木
浩
氏
の
「
異
国
へ
渡
る
人
び
と
宇
治
拾
遺
物
語
序
説
」

（
「
国
語
国
文j
―
九
八
六
•
一
）
や
森
正
人
氏
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
言
語

遊
戯
」
(
I文
学
」
一
九
八
九
•
八
）
は
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
e

こ
れ
ら
両
氏

の
論
は
、
遠
く
益
田
勝
実
氏
の
「
中
世
的
諷
刺
家
の
お
も
か
げ
|
|
＇
「
宇
治
拾

遺
物
語
」
の
作
者
」
の
論
を
う
け
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
か
。

小
稿
は
こ
れ
ら
の
方
々
の
啓
発
に
よ
り
、
そ
の
延
長
上
に
何
が
し
か
の
論
を

も
の
す
る
も
の
で
、
よ
っ
て
拾
穂
抄
の
題
目
を
用
い
た
次
第
で
あ
る

C

゜

あ
り
き
た
り
の
言
い
方
で
あ
る
が
、
物
語
の
冒
頭
部
分
は
や
は
り
そ
の
表
看

板
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
顔
で
あ
る
と
言
え
よ
う

C

そ
こ
で
、
早
速
「
宇
治
」
第
一
話
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
大
島
建
彦
氏
は
「
不
浄
の
読
経
に
関
す
る
戒
め
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
が
、

本
来
は
、
道
命
の
読
経
の
功
徳
に
つ
い
て
説
か
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
（
同
氏
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
頭
注
。
な
お
、

本
稿
の
「
宇
治
」
の
文
章
は
本
書
よ
り
引
用
す
る
）
。

梅

谷

繁

樹

大
島
氏
は
、
早
く
「
道
祖
神
の
信
仰
と
説
話
」
（
秋
山
虔
編
「
中
世
文
学
の
研

究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
）
に
お
い
て
も
、
「
不
浄
な
読
経
を
ば
、

い
く
ら
道
祖
神
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
聴
聞
に
く
る
と
い
ふ
の
は
、
を

か
し
く
は
な
い
で
あ
ら
う
か
」
と
し
、
「
誦
経
の
功
徳
を
説
く
の
に
、
わ
ざ
わ

ざ
逆
手
を
と
っ
て
、
た
く
み
に
色
懺
悔
を
ま
じ
へ
な
が
ら
、
聴
衆
の
興
味
を
ひ

か
う
と
す
る
」
「
説
経
師
の
手
腕
が
」
こ
の
説
話
に
介
在
し
た
こ
と
を
推
測
さ

れ
て
い
る
。

す

き

益
田
氏
も
前
引
の
論
文
で
「
古
代
の
貴
族
社
会
に
は
、
こ
う
い
う
好
色
を
き

わ
め
た
裔
僧
の
、
奔
放
な
ふ
る
ま
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
世
か
ら
持
っ
て
生

ま
れ
た
素
性
の
よ
さ
、
そ
れ
で
か
え
っ
て
仏
道
の
価
値
を
世
に
知
ら
し
め
る
結

果
に
な
っ
て
い
く
行
状
を
、
賛
嘆
す
る
系
列
の
説
話
群
が
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、

「
不
浄
の
身
で
読
ん
で
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
力
が
あ
る
の
が
「
法
華
経
」
で
あ

る
そ
う
い
う
話
に
共
鳴
し
た
よ
う
に
、
そ
の
話
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
き
て
語
っ

て
お
い
て
、
そ
の
後
、
す
ぐ
ひ
き
つ
づ
い
て
、
不
浄
説
法
の
僧
は
、
来
世
は

き
の
こ

茸
に
生
ま
れ
替
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
話
を
し
て
い
く
の
が
「
宇
治
拾
遺
j

で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

大
島
氏
も
益
田
氏
も
、
第
一
話
を
、
あ
の
道
命
の
読
経
の
功
徳
に
焦
点
を
あ
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て
て
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
道
祖
神
が
従
の
役
割
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
第
一
話
を
「
宇
治
」
の
中
で
見
る
時
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
。

題
の
表
現
を
顧
慮
し
、
も
う
少
し
五
条
の
道
祖
神
に
注
意
を
払
い
、
そ
の
「
宇

治
」
の
中
で
の
役
割
を
考
え
る
べ
き
点
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
以

下
の
筆
者
の
論
点
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
道
命
の
不
浄
読
経
と
い
う
状
況
が
な
け
れ
ば
、
「
五
条
の
斎
」

の
聴
聞
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
宇
治
」
に
登
場
す
る
、
広
い
意
味
で
の
仏
教

を
素
材
と
す
る
説
話
に
お
い
て
、
少
な
か
ら
ざ
る
説
話
が
多
少
不
的
確
な
言
い

方
だ
が
、
こ
う
し
た
い
さ
さ
か
猥
雑
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
「
宇
治
」
が
こ

う
し
た
種
類
の
説
話
を
冒
頭
に
置
い
た
の
は
（
も
ち
ろ
ん
、
真
正
の
仏
教
説
話

を
内
部
に
有
し
て
い
る
が
）
、
そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
図
と
は
、
道
祖
神
と
い
う
劣
位
の
神
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
神
も
仏
の

救
済
に
預
か
り
得
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
道
祖
神
の
背
景
に
は
、
こ
れ
を
拝
む
衆
庶
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
字
治
」
の
時
代
の
道
祖
神
を
理
解
す
る
に
つ
い
て
は
、
前
引
の
大
島

氏
の
論
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
『
扶
桑
略
記
』
天
慶
一
―
年
条
の
左
の
一
節
が

理
解
を
得
る
に
便
で
あ
る
。

近
日
、
東
西
両
京
、
大
小
路
衛
、
相
対
安
置
。
凡
蕨
躾
像
‘
彩
立
髭
丈
夫
―

0

頭
上
加
冠
、
髪
辺
垂
レ
櫻
、
以
レ
丹
塗
レ
身
、
成
緋
彩
色
―
o

起
居
不
同
、

逓
各
異
レ
貌
。
或
所
又
作
一
＿
女
形
―
、
対
二
丈
夫
―
、
而
立
之
。
謄
下
腰
底

刻
一
＿
絵
陰
陽
―
。
構
―
几
案
於
其
前
―
、
置
―
杯
器
於
其
上
。
児
童
猥
雑
、

拝
礼
慇
懃
、
或
捧
一
＿
幣
吊
―
、
或
供
二
香
華
―
。
号
曰
二
岐
神
、
又
称
二
御
霊
―
‘

未
レ
知
何
祥
、
時
人
奇
レ
之
。

「
宇
治
」
成
立
の
頃
の
五
条
の
道
祖
神
の
神
体
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
右
の
叙
述
は
参
考
に
な
ろ
う
。
第
一
話
が
道
命
と
和
泉
式
部
の
情

交
で
あ
る
な
ら
、
「
五
条
西
洞
院
辺
に
候
ふ
翁
」
（
道
祖
神
）
に
姥
が
い
た
で
あ

ろ
う
（
ま
っ
た
＜
蛇
足
で
あ
る
が
、
五
条
の
道
祖
神
は
、
今
日
松
原
新
町
下
ル

西
側
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
近
来
の
神
体
は
男
女
一
対
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

今
か
ら
一
―
十
年
ほ
ど
前
に
盗
難
に
遭
っ
て
い
る
と
い
う
）
。
第
一
話
で
は
、
道

命
•
和
泉
式
部
、
翁
·
姥
の
う
ち
男
性
の
方
が
表
に
出
、
前
者
の
情
交
と
後
者

の
、
少
し
極
言
で
あ
る
が
、
淫
神
の
面
が
対
応
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
和
泉
式
部
の
方
は
と
も
か
く
と
し
て
道
命
の
方
に
は
、
他
に
「
色

に
耽
」
っ
た
説
話
が
「
宇
治
」
以
前
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
浅
学
に
し
て
知
ら
な

い
が
、
こ
の
第
一
話
で
お
も
し
ろ
い
の
は
、
言
葉
尻
を
捕
え
た
言
い
方
か
も
し

れ
ぬ
が
、
僧
の
破
邪
淫
戒
も
、
道
祖
神
の
言
に
よ
れ
ば
行
水
さ
え
す
れ
ば
消
え

る
か
の
如
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
清
く
て
読
み
参
ら
せ
給
ふ
時
は
、
梵
天
・

帝
釈
を
始
め
奉
り
て
、
聴
聞
せ
さ
せ
給
へ
ば
、
翁
な
ど
は
、
近
づ
き
参
り
て
、

承
る
に
及
び
候
は
ず
。
今
宵
は
、
御
行
水
も
候
は
で
、
読
み
奉
ら
せ
給
へ
ば
、

梵
天
•
帝
釈
も
御
聴
聞
候
は
ぬ
隙
に
て
、
翁
参
り
寄
り
て
」
と
あ
る
。
先
に
、

劣
位
の
神
も
仏
の
救
済
に
預
か
る
と
言
っ
た
が
、
実
は
、
僧
の
破
邪
淫
戒
も
、

行
水
―
つ
で
帳
消
し
に
な
る
か
の
よ
う
な
発
想
は
、
や
は
り
仏
教
の
世
俗
化
と

い
う
背
景
を
考
え
て
お
か
な
い
と
だ
め
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
ょ
う
ど
、

第
七
八
話
の
一
乗
寺
僧
正
増
誉
の
話
が
こ
の
際
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
そ
の
坊
は
、
一
―
一
町
ば
か
り
寄
り
ひ
し
め
き
て
、
田
楽
・
猿
楽
な
ど
ひ
し
め

き
、
随
身
・
衛
府
の
を
の
こ
ど
も
な
ど
、
出
で
入
り
ひ
し
め
く
。
物
売
り
ど
も

入
り
き
て
、
鞍
•
太
刀
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
を
売
る
を
、
か
れ
が
言
ふ
ま
ま
に
、

価
を
賜
び
け
れ
ば
、
市
を
な
し
て
ぞ
つ
ど
ひ
け
る
」
と
あ
り
、
増
誉
は
呪
師
小

院
と
い
う
美
童
ま
で
寵
愛
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
こ
に
引
用
し
た
人
々
の
群
こ

そ
、
ま
さ
に
、
先
の
道
祖
神
を
拝
し
た
京
中
の
衆
庶
と
言
え
よ
う
。
仏
教
が
こ

う
い
う
人
々
の
支
え
の
中
に
も
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
「
宇
治
」
は
前
提
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に
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
祖
神
の
説
話
は
他
に
第
一
三
六
話
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
筑

紫
の
「
た
う
さ
か
の
さ
へ
」
が
武
蔵
寺
で
新
仏
が
出
ら
れ
る
の
を
誘
わ
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
馬
に
乗
っ
て
誘
い
に
来
た
人
（
神
で
あ
ろ
う
）
は
、
「
た
う
さ
か

の
さ
へ
」
に
「
梵
天
•
帝
釈
·
諸
天
•
諸
神
集
ま
り
給
ふ
は
知
り
給
は
ぬ
か
」

と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
例
か
ら
し
て
、
こ
こ
の
場
合
の
僧
は
出
家
す
る
人
の
戒

師
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
俗
人
の
老
翁
の
出
家
（
こ
こ
で
嬉
と
対
で
登
場
す
る

の
は
、
道
祖
神
が
男
女
一
対
の
例
が
あ
る
の
と
対
応
し
て
い
て
面
白
い
）
と
は

い
え
、
そ
う
い
う
神
聖
な
儀
式
に
道
祖
神
が
随
喜
参
集
で
き
る
と
い
う
の
は
、

浄
不
浄
に
か
か
わ
ら
ぬ
、
道
祖
神
の
よ
う
な
神
も
必
ら
ず
し
も
貶
め
ら
れ
た
神
で

な
い
例
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
浄
不
浄
に
つ
い
て
は
、
第
一
四
一
話
に
例
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
三
位
中
将
（
冬
嗣
）
を
叡
実
が
「
わ
ら
は
病
」
を
直
す
べ
く

祈
祷
の
折
、
蒜
を
食
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
不
浄
を
除
く
た
め
沐
浴
を

し
て
は
い
る
が
、
叙
実
は
「
法
華
経
は
浄
不
浄
を
き
ら
は
ぬ
経
に
て
ま
し
ま
せ

ば
、
読
み
奉
ら
ん
、
何
で
ふ
こ
と
か
候
は
ん
」
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
三
六
、
第
一
四
一
の
両
話
に
照
ら
し
て
、
第
一
話
の
道

祖
神
も
、
も
っ
ぱ
ら
劣
位
の
神
と
の
み
考
え
な
い
方
が
よ
い
よ
う
に
な
っ
て
こ

よ
う
。つ

い
で
に
言
及
す
れ
ば
、
第
八
三
は
「
日
本
法
華
験
記
」
と
い
う
書
名
を
の

せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
第
八
三
の
説
話
そ
の
も
の
は
現
存
の
該
書
に
は
見
え

な
い
が
、
同
書
に
は
下
第
百
廿
八
に
道
祖
神
の
話
が
あ
る
。
こ
の
話
の
場
合
、

天
王
寺
の
僧
道
公
が
、
自
ら
下
劣
の
神
と
い
う
道
祖
神
の
請
い
に
よ
っ
て
（
道

祖
神
が
行
疫
神
に
苦
役
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
）
、
三
日
三
夜
法
華

経
を
読
誦
し
、
観
音
の
脊
属
と
な
ら
し
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
宇
治
」

の
第
一
の
道
祖
神
が
道
命
の
「
清
く
て
読
み
参
ら
せ
給
ふ
時
」
は
近
づ
け
な
い

と
い
う
言
に
、
益
田
氏
の
よ
う
に
道
命
賛
嘆
の
意
を
見
出
す
の
は
い
か
が
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
「
法
華
験
記
」
下
第
八
十
六
は
冒
頭
に
道
命
の
法

華
読
誦
へ
の
諸
神
の
聴
聞
を
記
し
つ
つ
、
後
に
は
道
命
に
、
「
我
仏
法
に
入
る
と

い
へ
ど
も
、
三
業
を
調
へ
ず
、
禁
戒
を
持
た
ず
し
て
、
意
に
任
せ
て
罪
を
作
り

き
。
就
中
に
天
王
寺
別
当
に
任
じ
て
、
自
然
に
寺
家
の
仏
物
を
犯
用
し
け
り
」

（
岩
波
・
思
想
大
系
本
）
と
言
わ
し
め
て
い
る
。

「
宇
治
」
の
作
者
が
「
法
華
験
記
」
を
読
ん
で
い
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、

ま
た
、
道
命
そ
の
人
が
好
色
で
あ
っ
た
か
否
か
を
も
別
に
し
て
、
「
宇
治
」
成

立
時
の
世
俗
化
し
た
僧
の
実
態
（
清
僧
も
い
る
が
、
妻
帯
僧
や
稚
児
趣
味
の
僧

も
少
な
く
な
い
）
を
「
宇
治
」
の
作
者
は
許
容
し
、
こ
れ
を
も
仏
教
の
世
界
の

中
の
こ
と
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
「
宇
治
」
第
一
の
道
祖
神
の
「
清
く
て
云
々
」
の
言
や
、
道
命

へ
の
謝
辞
は
好
色
僧
道
命
へ
の
柔
和
な
皮
肉
と
も
と
れ
な
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
「
さ
れ
ば
、
は
か
な
く
、
さ
は
読
み
奉

る
と
も
…
…
」
以
下
の
、
所
謂
説
話
評
論
の
部
分
が
無
用
の
長
物
と
な
る
と
反

論
さ
れ
よ
う
。
こ
の
説
話
評
論
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
道
命
の
不
浄
読
経
を
正
面

か
ら
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
た
し
か
に
、
「
宇
治
」
は
第
一
九

七
の
孔
子
ら
へ
の
対
応
と
は
違
っ
て
、
第
一
九
四
、
第
一
九
五
の
よ
う
に
、
日

本
の
仏
教
や
釈
尊
の
真
正
の
価
値
に
つ
い
て
も
十
分
す
ぎ
る
配
慮
を
し
な
が
ら
、

仏
法
の
網
か
ら
こ
ぽ
れ
落
ち
そ
う
な
人
を
も
、
何
と
か
仏
法
の
中
で
温
た
か
く

見
つ
め
よ
う
と
い
う
態
度
を
放
棄
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
和
光
同

塵
下
化
衆
生
の
雰
囲
気
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
説
話
評
論
は
道
命

の
不
浄
読
経
に
鉄
槌
を
下
す
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
自
体
す
ら

も
―
つ
の
洒
落
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
と
も
に
読
む
と
、

説
話
と
説
話
評
論
の
ズ
レ
は
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
道
命
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が
五
条
の
斎
に
「
な
ど
今
宵
し
も
言
は
る
る
ぞ
」
と
言
っ
た
り
、
地
の
文
で
（
作

者
が
）
「
…
…
忘
れ
が
た
＜
候
ふ
な
り
と
の
た
ま
ひ
け
り
」
と
そ
れ
ぞ
れ
尊
敬

語
を
使
っ
て
い
る
点
に
、
そ
の
気
配
が
読
め
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
宇
治
」

作
者
は
、
道
祖
神
を
劣
位
の
神
、
淫
神
と
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
貶
め
ず
、
一
応
、

神
へ
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
゜
と
す
れ
ば
、
末
尾
の
説
話
評
論
は
、
ま
あ
道
命

さ
ん
、
色
好
み
も
そ
こ
そ
こ
に
し
な
さ
い
よ
、
せ
め
て
行
水
ぐ
ら
い
は
忘
れ
な

い
よ
う
に
、
と
い
う
気
持
ち
が
真
意
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
不
浄
読
経

な
ど
を
す
る
か
ら
道
祖
神
如
き
劣
位
の
神
に
聴
聞
さ
れ
る
と
い
う
恥
辱
を
受
け

る
の
だ
と
い
う
非
難
の
意
は
こ
こ
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
宇
治
」
作
者
は
道
命

と
道
祖
神
を
左
右
に
見
分
け
つ
つ
、
微
苦
笑
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
の
道
祖
神
は
（
道
命
を
含
め
て
も
よ
い
）
、
「
宇
治
」
冒
頭

で
露
払
い
を
し
て
す
ぐ
退
場
す
る
の
で
は
な
く
、
次
の
第
二
（
こ
の
説
話
の
冒

頭
が
「
こ
れ
も
今
は
昔
」
で
始
ま
る
点
、
後
に
言
及
す
る
所
が
あ
る
）
へ
と
架

橋
す
る
役
割
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

C

以
下
、
少
し
強
引
な
推
論
を
試
み

る。
万
治
板
流
布
本
の
「
宇
治
の
」
第
一
に
は
道
命
と
道
祖
神
の
対
面
の
挿
絵
が

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
道
祖
神
は
無
冠
で
少
し
頭
髪
が
伸
び
て
い
て
い
て
童

斐
に
近
い
e

「
宇
治
」
第
二
の
「
頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
」
に
近
い
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
「
宇
治
」
成
立
時
の
道
祖
神
像
は
、
前
引
「
扶
桑
略
記
』
に
あ
る
「
影
ぞ

髯
丈
夫
―
。
頭
上
加
冠
、
製
辺
垂
レ
櫻
」
に
近
い
で
あ
ろ
う

C

こ
の
神
像
か
ら

冠
を
取
る
と
、
「
努
髯
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
髪
の
乱
れ
た
様
を
示
す
語
で
あ
る

か
ら
、
冠
を
取
る
と
髯
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
有
冠
・
無
冠
は
大
い
に
意
味

の
差
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
髪
形
は
注
目
し
て
よ
か
ろ
う
。
や
は
り
「
頭

を
つ
か
み
」
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
第
一
―

0
に
は
「
た
だ
円
頭
に

て
、
さ
い
の
神
の
冠
も
な
き
や
う
」
と
あ
る
。

さ
て
、
第
一
の
、
道
命
が
「
清
く
て
読
み
参
ら
せ
給
ふ
」
時
の
聴
聞
衆
は
梵

天
・
帝
釈
で
あ
り
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
像
が
結
髪
、
加
冠
と
見
な
し
て
よ
い
も

の
で
、
「
法
華
験
記
」
下
八
十
六
の
住
吉
や
松
尾
の
神
ま
で
引
き
合
い
に
出
す
と
、

松
尾
の
男
像
は
有
冠
理
斐
で
あ
り
、
一
般
に
日
本
の
神
像
や
神
図
は
ほ
と
ん
ど

こ
の
類
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
―
一
の
「
頭
を
つ
か
み
な
る
法
師
」
は
ど
う
も
第
一
の
道
祖
神
の

姿
に
近
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
法
師
で
あ
り
、
神

で
は
な
く
、
し
か
も
、
そ
の
数
は
「
ニ
―
―
―
十
人
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
一
一
に

よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
法
師
は
前
世
に
不
浄
説
法
を
し
た
た
め
に
、
平
茸
に
転
生

し
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
第
一
と
の
関
連
で
推
し
て
み
る
に
、

第
二
の
法
師
は
道
命
が
転
生
し
た
姿
を
も
連
想
さ
せ
る
し
、
二
三
十
人
と
い
う

数
は
、
清
い
状
態
の
折
の
道
命
読
経
の
聴
聞
衆
の
数
を
も
思
わ
せ
は
し
な
い
か
。
）

と
す
る
と
、
「
宇
治
」
の
場
合
、
隣
接
す
る
説
話
の
連
想
契
機
、
連
想
の
糸
、

関
連
性
と
い
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
の
場
合
、
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
「
不
浄
の
勤
行
」
（
小
出
素
子
「
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
説
話
配

列
に
つ
い
て
全
巻
に
わ
た
る
連
関
表
示
の
試
み
」
・
「
平
安
文
学
研

究
」
第
67
輯
）
と
か
、
「
不
浄
の
読
経
の
報
い
」
（
第
一
）
と
「
不
浄
説
法
の
報

い
」
（
第
一
―
)
、
（
桜
楓
社
「
宇
治
拾
遺
物
語
』
新
訂
版
小
林
保
治
氏
担
当
分
の

解
説
）
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
単
相
の
連
想
の
糸
以
外
の
連
想
の
展
開
の
重
層
性

を
考
え
て
よ
い
の
で
は
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
連
想
の
糸
の
単
相
と
重
層
性
に
つ
い
て
は
、
こ
の
第
一
、
第
二
だ
け
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
複
雑
な
様
相
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
節
を
改
め
て
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
第
一
と
第
二
の
間
だ

け
で
な
く
、
第
二
と
第
三
の
連
想
の
糸
に
つ
い
て
だ
け
こ
こ
で
私
見
を
付
加
し

て
お
く
と
、
小
出
氏
は
こ
こ
を
「
山
中
の
怪
異
」
と
し
、
小
林
氏
は
「
山
中
の
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舞
（
第
一
―
•
変
化
の
も
の
、
第
一
―
―
•
鬼
、
翁
）
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
の
「
頭

を
つ
か
み
な
る
法
師
」
「
ニ
―
―
―
十
人
」
（
道
命
と
道
祖
神
の
合
体
し
た
イ
メ
ー
ジ
）

は
、
第
三
で
は
、
「
た
だ
一
人
」
の
翁
と
「
や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
な
る
も
の
（
鬼
）

ど
も
」
へ
と
再
分
化
し
て
い
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

も
う
―
つ
付
言
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
第
二
の
説
話
評
論
の
「
（
不
浄
説
法

の
僧
が
故
仲
胤
僧
都
の
言
の
よ
う
に
平
茸
に
生
ま
れ
る
の
だ
か
ら
）
さ
れ
ば
、

い
か
に
も
い
か
に
も
、
平
茸
は
、
食
は
ざ
ら
ん
に
事
欠
く
ま
じ
き
も
の
な
り
と

ぞ
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
こ
の
説
話
評
論
も
第
一
の
そ
れ
と
同
様
、
あ
ま
り

真
正
面
か
ら
読
み
込
ん
で
は
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
平
茸
に
転
生
し
た
僧
が

篠
村
の
人
々
に
述
べ
て
い
る
別
れ
の
挨
拶
、
す
な
わ
ち
左
の
文
言
は
仲
胤
の
言

う
ほ
ど
の
深
刻
な
表
情
を
持
た
ず
、
な
れ
親
し
ん
だ
人
同
士
の
別
れ
の
つ
ら
さ

を
自
然
に
吐
露
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か

C

こ
の
法
師
ば
ら
は
、
こ
の
年
ご
ろ
と
て
、
宮
仕
ひ
よ
く
し
て
候
ひ
つ

る
が
、
こ
の
里
の
縁
尽
き
て
、
今
は
、
よ
そ
へ
ま
か
り
な
ん
ず
る
こ
と
の
、

か
つ
は
あ
は
れ
に
も
候
ふ
。
ま
た
、
事
の
よ
し
を
申
さ
で
は
と
思
ひ
て
、

こ
の
よ
し
を
申
す
な
り
。

も
し
、
右
の
よ
う
な
私
見
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
第
一
一
の
法
師
は
不
浄
説
法
の

報
い
に
苦
し
む
姿
よ
り
、
他
所
へ
引
っ
越
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
挨
拶
を
す
る
、
人
の

よ
さ
の
如
き
は
第
一
―
一
の
右
の
顔
に
こ
ぶ
あ
る
翁
や
鬼
ど
も
の
人
（
鬼
）
の
よ
さ

へ
と
つ
な
が
る
点
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
不
浄
と
決
め
つ
け
る
仲

胤
は
、
他
の
「
宇
治
」
の
中
で
は
、
厳
し
い
裁
断
を
下
す
役
割
は
し
て
い
な
い

こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
蛇
足
を
く
わ
え
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
仲
胤
の
寸
評
の
出
所
を
諸
注
『
景

徳
伝
燈
録
l

を
根
拠
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
道
眼
未
明
の
僧

が
説
法
を
し
て
信
施
を
得
る
と
き
の
こ
に
転
生
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
仲
胤
独
得
の
ヒ
ネ
リ
で
こ
う
い
う
文
句
を
作
り
上
げ
た
と
す
る
な
ら
話
は

別
だ
が
、
典
拠
の
ま
ま
で
は
少
し
飛
躍
が
あ
ろ
う
。
道
眼
未
明
は
、
益
田
氏
が

云
々
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
第
一
と
の
関
連
で
の
不
浄
の
意
（
破
邪
姪
）
に
は
結

び
つ
き
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
織
田
徳
能
「
仏
教
大
辞
典
」

の
「
不
浄
説
法
」
の
頃
に
は
「
仏
蔵
経
」
の
三
を
引
い
て
、
不
浄
説
法
の
五
過

失
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
の
一
は
「
自
言
＝
尽
知
二
仏
法
-
」
と
あ
り
、
五

は
「
以
利
養
故
為
レ
人
説
レ
法
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
辞
典
は
「
説
法
明
眼
論
」

（
作
者
不
明
。
我
が
国
で
の
著
述
で
、
奈
良
朝
に
存
し
た
ら
し
い
と
す
る
）
を

引
い
て
、
不
浄
説
法
の
五
科
の
三
に
「
食
レ
酒
食
—
五
辛
如

3
-―
非
姪
正
姪
―
。
即

身
；
著
法
衣
―
及
入
二
堂
中
毎
g-

―
三
宝
一
故
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説

な
ら
ば
、
道
眼
未
明
と
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
。

゜
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以
上
は
、
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
論
断
に
終
始
し
た
が
、
以
下
は
、
各
説
話
間

の
連
纂
の
様
相
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
諸
家
の
様
々

の
高
論
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
々
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
、
こ

こ
で
も
卑
見
を
述
べ
る
こ
と
に
終
始
す
る
が
、
小
論
で
そ
こ
ま
で
の
用
意
は
な

い
も
の
の
、
各
説
話
間
の
連
纂
の
契
機
を
支
え
る
基
盤
が
何
で
あ
る
の
か
、
ど

う
し
て
そ
う
い
う
連
纂
の
契
機
が
認
め
得
る
の
か
、
そ
の
根
源
の
と
こ
ろ
の
解

明
が
最
終
的
に
待
望
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
っ
て
お
こ
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
説
話
間
の
連
纂
の
契
機
に
つ
い
て
、
同
一
レ
ベ
ル
で

平
面
的
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
深
浅
縦
横
、
立
体
的
重
層
的
に
連
纂
の
契
機
が

見
え
（
顕
在
）
隠
れ
（
潜
在
）
す
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
く
思
う
。
問
題
は
、

そ
れ
が
「
宇
治
」
を
読
む
際
に
ど
こ
ま
で
妥
当
な
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。



そ
こ
で
、
「
宇
治
」
第
九
、
第
一

0
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
た
い
。
こ
の
点
は
、

す
で
に
三
木
紀
人
氏
に
「
背
後
の
貴
種
た
ち
」
（
「
成
蹂
国
文
」
第
7
号
・
昭
和

4
9
.
2
)
と
い
う
高
論
が
あ
り
、
深
層
に
及
ぶ
分
析
が
あ
る
e

一
方
、
小
出
素

子
氏
は
、
三
木
氏
の
論
を
顧
慮
し
つ
つ
「
物
怪
•
兼
久
の
恨
み
」
と
連
纂
の
契

機
を
析
出
さ
れ
て
い
る
e

こ
の
両
氏
の
説
は
そ
の
正
否
が
二
者
択
一
的
で
な
い

で
あ
ろ
う
と
推
さ
れ
る
が
、
こ
の
第
九
、
第
一

0
に
つ
い
て
は
、
小
出
氏
の
指

摘
さ
れ
る
関
連
性
に
つ
い
て
は
別
の
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
あ
る

C

筆
者
の
第
九
、
第
一

0
の
連
想
の
契
機
の
見
方
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

第
九
で
は
、
高
位
の
人
（
頼
通
）
が
他
所
（
高
陽
院
）
へ
出
か
け
て
、
そ
こ
の

悪
霊
に
見
つ
め
ら
れ
て
転
倒
し
て
病
気
に
な
る
こ
と
、
第
十
は
低
位
の
人
（
随

身
）
が
高
位
の
人
（
勅
撰
集
撰
者
通
俊
）
の
所
へ
出
か
け
て
、
高
位
の
人
が
面

目
を
失
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
高
位
の
人
と
低
位
の
人
（
霊
、
こ
の
霊
を
具
平

親
王
と
ま
で
は
見
な
い
こ
と
と
す
る
）
と
の
存
在
と
い
ず
れ
か
一
方
へ
の
出
向
、

低
位
の
人
（
霊
）
か
ら
の
働
ら
き
か
け
に
よ
る
高
位
の
人
の
圧
倒
、
等
々
の
点

が
対
照
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
話
間
の
要
素

の
対
応
を
抽
象
的
に
観
察
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
と
、
言
葉
は
悪
い

が
、
表
層
の
レ
ベ
ル
の
み
か
、
重
層
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
同
じ
二
つ
の
説

話
の
連
想
の
契
機
を
一
様
で
な
く
読
み
取
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

も
「
宇
治
」
の
「
さ
ま
ざ
ま
」
（
序
の
語
）
の
一
様
相
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
第
八
、
第
九
に
つ
い
て
も
言
え
る
と
思
う
。
小
出
氏

は
こ
の
両
話
の
関
連
性
を
「
易
占
•
祈
祷
の
効
験
」
と
さ
れ
る
が
、
抽
象
化
の

レ
ベ
ル
を
も
う
少
し
下
げ
て
み
た
ら
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
八

は
易
占
の
効
験
に
よ
っ
て
、
行
き
づ
ま
っ
た
経
済
生
活
（
お
金
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
路
頭
に
迷
う
）
に
、
再
び
お
金
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
息
つ

い
た
の
に
対
し
、
第
九
は
頼
通
の
病
気
が
心
誉
僧
正
の
護
法
の
力
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
生
命
力
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
易
占
や
祈
祷
の
効
験
で
欠
如
（
経

済
力
、
生
命
力
）
を
回
復
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
は
し
ま
い
か
。

次
に
第
一

0
と
第
一
―
は
、
小
出
氏
は
「
通
俊
・
僧
の
当
惑
」
に
関
連
性
を

見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
う
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第

1
0
の
通
俊
は
「
後
拾
遺
」
の
撰
者
で
あ
る
が
、
兼
久
の
歌
を
批
判
し
て
、
逆

に
や
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
第
一
―
話
の
「
一
生
不
犯
」
の
僧
は
、
不

犯
の
は
ず
で
あ
る
が
、
「
か
は
つ
る
み
」
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
一
生
不
犯
と

は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
両
者
に
共
通
し
て
言
え
る
と
思
う
の
は
、

後
者
の
方
の
僧
が
無
名
で
あ
る
こ
と
が
若
干
気
に
な
る
が
（
私
見
の
障
害
に
は

な
る
ま
い
）
、
一
見
権
威
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
物
と
い
う
よ
り
そ
の
資
格
が
一

皮
め
く
る
と
、
意
外
に
弱
点
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
に
読

め
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
実
と
表
面
上
の
権
威
づ
ら
が
乖
離
し
て

い
る
の
で
あ
る

C

事
の
つ
い
で
に
言
え
ば
、
第
一

0
話
に
つ
い
て
、
前
引
の
森
正
人
氏
の
論
文

に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
も
言
語
遊
戯
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
兼
久

の
和
歌
「
去
年
見
し
に
色
も
変
ら
ず
咲
き
に
け
り
花
こ
そ
も
の
は
思
は
ざ
り
け

れ
」
を
通
俊
が
「
よ
ろ
し
く
詠
み
た
り
。
た
だ
し
、
「
け
れ
』
『
け
り
』
「
け
る
』

な
ど
い
ふ
こ
と
は
、
い
と
し
も
な
き
言
葉
な
り
」
と
批
判
し
、
こ
れ
に
対
し
、

兼
久
が
四
条
大
納
言
公
任
の
歌
に
「
春
来
て
ぞ
人
も
訪
ひ
け
る
山
里
は
花
こ
そ

宿
の
あ
る
じ
な
り
け
れ
」
と
「
け
る
」
「
け
れ
」
の
あ
る
と
す
る
反
証
を
示
し

て
批
判
し
た
の
を
後
に
聞
い
た
通
俊
が
、
「
さ
り
け
り
、
さ
り
け
り
、
も
の
な

言
ひ
そ
」
と
言
っ
た
と
す
る
の
は
、
「
け
り
」
を
め
ぐ
る
面
白
い
オ
チ
を
示
す

も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。

つ
い
で
の
一
―
つ
目
で
あ
る
が
、
第
十
一
の
「
か
は
つ
る
み
」
の
諸
注
に
「
一
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説
に
男
色
と
も
」
と
あ
る
の
が
多
い
が
、
諸
注
の
示
す
よ
う
に
「
つ
る
む
」
が
交

接
の
意
が
あ
る
と
す
る
と
、
手
淫
よ
り
男
色
の
蓋
然
性
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
わ
け
は
、
第
ニ
一
は
比
叡
の
山
の
稚
児
の
話
で
あ
る
。
次
に
隣
接
す
る
話

が
稚
児
（
第
ニ
―
―
も
）
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
か
は
つ
る
み
」
は
、
む
し
ろ
男

色
を
想
定
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
と
す
る
と
、
第
一
四
で
源
大
納
言
定
房
の
、
い
わ

ば
家
司
と
し
て
の
小
藤
太
が
、
そ
の
女
に
通
っ
て
く
る
生
良
家
子
に
女
と
ま
ち

が
え
ら
れ
て
交
接
に
及
ば
れ
ん
と
す
る
点
は
、
男
色
（
稚
児
愛
）
か
ら
女
色
に

移
る
話
と
し
て
よ
く
ぞ
隣
接
話
に
な
っ
た
も
の
と
惑
心
さ
せ
ら
れ
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

次
に
、
第
一
五
と
第
一
六
で
あ
る
が
、
小
出
氏
は
「
童
（
悪
童
•
聖
童
）
に

ま
つ
わ
る
話
」
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
前
引
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
桜
楓
社
）
は
、

両
話
の
連
想
契
機
に
つ
い
て
積
極
的
な
指
摘
が
な
い
（
同
書
3551356
頁
）
。
し

か
し
、
こ
の
両
話
の
契
機
は
、
森
正
人
氏
流
の
言
語
遊
戯
の
「
さ
け
」
で
つ
な

が
っ
て
い
よ
う
。
こ
の
両
話
に
つ
い
て
は
森
氏
も
前
引
の
論
文
で
触
れ
て
お
ら

れ
る
が
、
確
か
な
指
摘
が
な
い
。
第
一
五
で
は
大
童
子
が
鮭
の
盗
み
を
疑
が
わ

れ
裸
に
さ
れ
た
時
、
腰
に
鮭
を
一
一
匹
さ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
大
童
子
が
「
い

か
な
る
女
御
后
な
り
と
も
、
腰
に
鮭
の
―
二
尺
な
き
や
う
は
あ
り
な
ん
や
」
と

言
っ
て
居
直
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
第
十
六
で
地
蔵
と
幼
名
を
持
つ
童

子
が
、
そ
の
帰
り
を
待
ち
こ
が
れ
た
老
尼
の
前
で
、
遊
具
と
し
て
持
っ
て
い
た

棺
で
「
手
す
さ
み
の
や
う
に
額
を
か
け
ば
、
額
よ
り
顔
の
上
ま
で
裂
け
ぬ
。

裂
け
た
る
中
よ
り
、
え
も
い
は
ず
め
で
た
き
地
蔵
の
御
顔
見
え
給
ふ
」
と
な
る

の
で
あ
る
。
「
宇
治
」
の
作
者
が
「
さ
け
」
を
媒
介
に
し
て
前
話
の
下
世
話
の
「
鮭

（
女
陰
）
」
（
や
盗
み
）
か
ら
、
次
話
の
「
地
蔵
」
と
い
う
仏
菩
薩
の
極
楽
へ
の

救
済
の
世
界
に
話
の
糸
を
つ
な
い
で
い
た
と
し
た
ら
、
た
い
へ
ん
し
た
た
か
な

企
て
と
言
え
よ
う
。

こ
の
第
一
六
の
場
合
、
尼
が
見
た
の
は
本
当
に
地
蔵
で
あ
っ
た
か
、
尼
の
思

い
込
み
で
あ
っ
た
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
尼
の
思
い
込
み
と

解
し
た
方
が
面
白
い
の
て
は
な
い
か
。
森
氏
は
前
引
論
文
で
「
暁
と
い
え
ば
子

供
が
遊
び
に
出
る
よ
う
な
時
刻
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
「
親
が
、
わ
が
子
を
生

身
の
地
蔵
で
あ
る
と
知
っ
て
い
た
と
も
知
ら
な
か
っ
た
と
も
、
語
ろ
う
と
し
な

い
」
と
さ
れ
つ
つ
、
一
応
こ
の
子
供
を
「
生
身
の
地
蔵
」
と
解
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
は
余
り
固
執
し
な
く
て
も
よ
か
ろ
う
。
森
氏

自
身
も
尼
の
「
惑
ひ
あ
り
く
」
姿
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

尼
の
余
り
の
信
仰
と
老
老
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
老
尼
は
博

打
に
だ
ま
さ
れ
る
の
み
か
、
「
臥
し
ま
ろ
び
、
拝
み
入
る
」
感
情
や
姿
勢
か
ら
、

童
形
の
顔
が
、
地
蔵
菩
薩
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
ろ

う
。
そ
う
言
え
ば
、
童
の
梢
は
地
蔵
菩
薩
の
錫
杖
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
こ
の

杖
の
威
力
で
童
の
顔
が
地
蔵
菩
藷
に
変
化
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
正
真
正
銘
の
菩
薩
の
相
の
話
は
第
一
〇
七
の
宝
志
和
尚
で
あ
ろ

う
。
唐
の
宝
志
和
尚
は
貴
い
僧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
唐
帝
が
絵
師
一
二
人
を

派
遣
し
て
三
人
面
々
に
そ
の
顔
を
写
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
和
尚
は
「
わ
が
ま
こ
と

の
形
あ
り
」
と
い
う
こ
と
で
「
大
指
の
爪
に
て
、
額
の
皮
の
さ
し
切
り
て
、
皮

を
左
右
へ
引
き
の
け
」
た
と
こ
ろ
、
「
金
色
の
菩
薩
の
顔
」
が
現
わ
れ
、
「
一
人
の

絵
師
は
、
十
一
面
観
音
」
と
見
、
「
一
人
の
絵
師
は
、
聖
観
音
」
と
見
た
と
あ
る
。

（
三
人
目
の
分
は
叙
述
が
な
い
。
）
こ
の
話
を
第
一
六
と
対
比
し
た
場
合
、
第

一
六
の
方
は
、
作
者
は
正
真
正
銘
の
話
と
し
て
受
け
と
め
て
い
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
末
尾
の
説
話
評
論
の
「
さ
れ
ば
、
心
に
だ
に
も
深
く
念
じ
つ
れ
ば
、
仏

も
見
え
給
ふ
な
り
け
り
と
信
ず
べ
し
」
と
い
う
も
の
言
い
は
、
「
宇
治
」
の
作

者
に
こ
の
老
尼
を
笑
う
気
持
ち
は
さ
ら
さ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
信
」
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と
い
う
も
の
の
持
つ
力
の
不
思
議
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
老
尼
の
見
た
地

蔵
菩
藷
は
「
信
」
と
い
う
仮
構
の
砂
上
楼
閣
の
産
で
あ
っ
た
と
い
う
一
片
の
思

い
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
「
宇
治
」
作
者
は
、
童
の
帰
宅
を
待

ち
か
ね
た
尼
に
つ
い
て
「
是
非
も
知
ら
ず
、
臥
し
ま
ろ
び
て
」
と
そ
の
状
況
を

説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る

C

ち
な
み
に
、
承
知
の
方
も
あ
ろ
が
、
宝
志
和
尚
の
像
は
国
立
京
都
博
物
館
に

寄
託
さ
れ
て
お
り
（
京
都
•
西
往
寺
蔵
。
平
安
後
期
に
伊
豆
半
島
の
辺
り
で
造

像
さ
れ
、
近
世
に
該
寺
に
伝
来
）
、
ま
さ
に
顔
の
皮
を
は
い
で
一
面
が
三
面
と

な
っ
た
姿
で
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
第
一
〇
七
は
説
話
の
世
界
だ
け
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
少
し
、
「
宇
治
」
の
各
説
話
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
眺
め
て
み

よ
う
。第

一
六
と
第
一
七
に
つ
い
て
は
、
小
出
氏
は
「
信
仰
の
功
徳
に
よ
る
不
思
議
」

と
さ
れ
、
前
引
の
小
林
氏
は
「
不
思
議
な
出
会
い
」
「
信
心
の
功
徳
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
い
う
見
方
の
他
に
、
次
の
よ
う
な
見
方
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
第
十
六
は
暁
に
は
地
蔵
菩
薩
が
六
道
を
遊
化
し
、
第
十
七
で
は

夜
中
に
な
る
と
、
百
鬼
夜
行
が
あ
る
と
い
う
対
比
で
あ
る
。
（
こ
ち
ら
は
、
修

行
者
自
ら
が
不
動
の
呪
を
唱
え
て
不
動
尊
と
な
っ
て
い
る
。
）
し
か
も
、
第
一

六
で
は
老
尼
が
は
る
か
遠
く
十
万
億
士
の
彼
方
の
極
楽
に
往
生
す
る
が
、
第
一

七
の
修
行
者
は
津
の
国
か
ら
、
暁
に
（
や
は
り
西
方
で
は
あ
る
が
）
肥
前
の
国

に
移
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
と
い
う
対
比
に
も
な
っ
て
い
る
。
暁

や
夜
中
と
い
う
も
の
は
出
会
う
も
の
（
相
手
）
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
も
行
先
に

大
き
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
が
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
節
と
し
て
は
、
最
後
に
、
第
一
八
と
第
一
九
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
た

庄
一ヽ~

゜

l
>
 

第
一
八
は
、
裕
福
な
若
か
り
し
頃
の
利
仁
将
軍
の
話
で
あ
る
。
有
名
な
話
で

あ
る
か
ら
、
話
の
筋
は
略
す
る
。
は
る
ば
る
敦
賀
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
五
位
は
、

余
り
に
も
多
量
の
芋
粥
を
目
の
前
に
し
て
「
一
も
り
を
だ
に
え
く
は
ず
」
と
い

う
て
い
た
ら
く
で
、
い
さ
、
か
罰
当
た
り
な
施
食
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
第
一

九
と
の
関
連
が
施
食
で
あ
る
こ
と
は
、
前
引
の
小
出
•
小
林
両
氏
に
共
通
す
る
。

そ
れ
は
よ
い
と
し
て
、
第
一
八
で
は
、
「
宇
治
」
成
立
の
頃
は
、
大
饗
の
後
は
「
と

り
ば
み
」
と
い
う
乞
食
に
「
大
饗
の
お
ろ
し
米
」
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
（
実
際
の
先
例
は
「
枕
草
子
」
や
「
小
右
記
」
等
に
見
え
て
い
る
。
）

こ
の
「
と
り
ば
み
」
に
注
目
す
る
と
、
第
一
九
の
清
徳
聖
の
し
り
に
つ
き
従
っ

て
い
た
「
餓
鬼
・
畜
生
・
虎
•
狼
·
犬
•
鳥
・
よ
ろ
づ
の
鳥
獣
ど
も
千
万
」
は
、

ま
さ
に
、
こ
の
「
と
り
ば
み
」
に
対
応
し
て
く
る
こ
と
が
分
か
ろ
う

C

つ
ま
り
、

第
一
八
は
大
臣
や
俗
権
の
「
と
り
ば
み
」
へ
の
慈
悲
で
あ
り
、
第
一
九
は
仏
教

者
の
側
の
施
餓
鬼
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
言
っ
て
く
る
と
、
第
一

八
で
は
五
位
は
飽
満
感
か
ら
ほ
と
ん
ど
芋
粥
を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、

反
対
に
、
「
褻
納
め
の
装
束
な
ど
も
あ
ま
た
く
だ
り
、
ま
た
、
た
だ
の
八
丈
・
綿
・

絹
な
ど
、
皮
籠
ど
も
に
入
れ
て
取
ら
せ
、
初
め
の
夜
の
直
垂
、
は
た
さ
ら
な
り
、

馬
に
鞍
置
き
な
が
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
物
を
得
て
い
る
の
は
、
第
一

九
の
餓
鬼
、
畜
生
ら
が
「
白
米
十
石
」
も
食
い
尽
く
し
た
の
と
も
対
応
し
よ
う
。

利
仁
は
五
位
を
満
足
さ
せ
、
清
徳
聖
は
、
千
手
陀
羅
尼
の
験
力
で
、
母
に
つ
い

て
い
た
こ
れ
ら
の
餓
鬼
、
畜
生
等
を
除
く
の
み
か
、
彼
等
に
十
分
な
施
し
を
し

注
二

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
五
位
の
も
ら
っ
た
物
の
多
く
が
衣
装
や
綿
、
絹
の

布
な
ら
、
餓
鬼
・
畜
生
の
横
土
（
糞
）
が
錦
と
な
る
の
も
、
―
つ
の
対
比
に
は

な
ろ
う
か
。

以
上
、
本
節
で
は
、
「
宇
治
」
の
各
説
話
間
の
関
連
性
や
連
想
の
契
機
を
つ

か
む
の
に
、
深
浅
、
前
後
、
縦
横
と
様
々
の
角
度
か
ら
、
意
識
的
、
あ
る
い
は
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結
果
論
的
に
、
多
様
な
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
観
察
し
、
そ
こ
に
こ
の
作

品
を
面
白
く
す
る
秘
密
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
を
し
て
み
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
論
を
示
す
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
一
体
、
ど
う
い
う

要
素
が
介
在
し
て
い
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
の
説
明
が
必

要
と
な
ろ
う
。
今
の
筆
者
に
は
そ
の
点
の
説
明
を
す
る
力
は
な
い
が
、
院
政
期

に
盛
ん
で
あ
っ
た
（
無
心
の
）
連
歌
な
ど
が
こ
の
間
に
介
在
し
な
い
か
と
推
し

て
は
い
る
。

゜

本
節
で
は
「
宇
治
」
の
笑
い
に
つ
い
て
、
そ
の
一
面
を
観
察
し
て
お
き
た
い
。

「
宇
治
」
の
説
話
を
読
ん
で
い
る
と
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
末
尾

に
至
っ
て
笑
い
が
生
じ
、
や
が
て
そ
の
ま
ま
話
が
終
結
す
る
と
い
う
も
の
が
い

く
つ
か
あ
る
。
今
、
そ
れ
を
一
々
挙
げ
て
み
る
と
（
（
）
内
は
主
人
公
）
、

第
五
一
度
に
「
は
」
と
笑
ひ
た
る
ま
ぎ
れ
に
、
逃
げ
て
去
に
け
り
。
（
随

求
陀
羅
尼
、
額
に
籠
む
る
法
師
）

第
六
中
納
言
を
は
じ
め
て
、
そ
こ
ら
集
ひ
た
る
者
ど
も
、
諸
声
に
笑
ふ
。

聖
も
、
手
を
う
ち
て
、
臥
し
ま
ろ
び
笑
ひ
け
り
。
（
玉
茎
を
隠
す
法
師
）

第
一
―
お
ほ
か
た
よ
ど
み
あ
へ
り
。
そ
の
ま
ぎ
れ
に
、
早
う
逃
げ
に
け
り

と
ぞ
。
(
-
生
不
犯
の
僧
）

第
一
―
―
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。
（
比
叡
の
山
の
児
）

第
一
五
一
度
に
は
っ
と
笑
ひ
け
る
と
か
。
（
鮭
を
盗
ん
だ
大
童
）

第
一
―
―
―
一
人
々
、
「
い
と
ほ
し
」
と
は
言
は
で
、
笑
ひ
の
の
し
る
。
（
荒
巻
を

再
横
領
さ
れ
た
紀
用
経
）

第
二
五
弟
子
ど
も
は
、
物
の
う
し
ろ
に
逃
げ
の
き
て
ぞ
笑
ひ
け
る
。
（
鼻

長
き
僧
）

第
三
八
あ
ざ
笑
ひ
て
こ
そ
立
て
り
け
れ
。
（
絵
仏
師
良
秀
）

第
四
九
帝
ほ
ほ
ゑ
ま
せ
給
ひ
て
、
事
な
く
て
や
み
に
け
り
。
（
小
野
筐
）

第
七
七
人
々
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
一
人
二
人
づ
つ
こ
そ
逃
げ
失
せ
に
け
れ
。
（
実

子
に
あ
ら
ざ
る
人
）

第
七
九
人
皆
、
「
は
」
と
笑
ひ
け
り
。
（
氷
魚
を
盗
ん
だ
あ
る
僧
）

第
一
―
一
四
い
よ
い
よ
な
ん
笑
ひ
嘲
り
け
る
。
（
青
常
）

第
―
二
九
笑
は
せ
お
は
し
ま
し
て
ぞ
、
召
し
籠
め
は
ゆ
り
て
け
る
と
か
（
左

衛
門
尉
源
行
遠
）

第
一
四
五
の
の
し
り
笑
ひ
け
れ
ば
、
逃
げ
去
り
に
け
り
。
（
穀
断
の
聖
）

第
一
八
一
こ
の
六
、
後
に
聞
き
て
笑
ひ
け
り
と
か
。
（
刑
部
の
録
（
北
面

の
女
雑
仕
六
）
）

第
一
八
一
―
一
度
に
、
は
っ
と
、
と
よ
み
笑
ひ
け
り
と
か
。
（
仲
胤
僧
都
）

第
一
八
九
こ
の
府
生
取
り
て
、
笑
ひ
て
ゐ
た
り
け
る
と
か
。
（
門
部
府
生
）

以
上
の
十
七
話
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
六
、
第
ニ
―
―
-
、
第
三
八
、
第
一

四
五
は
完
全
な
説
話
末
の
文
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
説
話
末
の

文
で
あ
る
，
面
白
い
こ
と
に
右
の
一
七
話
の
う
ち
、
冒
頭
が
「
こ
れ
も
今
は
昔
」

で
始
ま
る
の
が
十
―
一
話
（
第
五
、
第
六
、
第
一
一
、
第
一
―
一
、
第
一
五
、
第
三

八
、
第
七
七
、
第
七
九
、
第
一
―
一
九
、
第
一
八
一
、
第
一
八
二
、
第
一
八
九
）

で
、
「
今
は
昔
」
で
始
ま
る
の
が
第
二
三
と
第
一
四
万
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
こ
れ
も
今
は
昔
」
で
始
ま
る
説
話
は
「
字
治
」
に
六
十
五
話

あ
り
、
そ
の
五
分
の
一
弱
が
一
種
の
笑
い
落
ち
の
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
し
か
も
、
こ
の
十
二
話
は
、
第
三
八
と
第
―
二
九
が
「
十
訓
抄
」
と
同
文
的

な
傾
向
が
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
す
べ
て
が
、
先
縦
の
同
文
的
伝
承
を

持
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
十
二
話
が
、
何
か
共
通
す
る
一
母
胎
か
ら

主
三

摂
取
さ
れ
た
も
の
か
と
も
思
い
た
く
な
る
が
、
そ
の
性
急
な
結
論
を
求
め
る
こ
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と
は
避
け
て
、
母
胎
追
求
の
一
過
程
と
な
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら
十

二
話
の
笑
い
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
、
次
の

よ
う
な
表
を
作
っ
て
み
た

C

五

姦
通
の

山

臥

説

話

主

な

登

場

説

話

の

番

号

人

物

場

所

侍
所

七
条
町

侍
所
の

小
侍

六

聖
法
師

中
納
言

師
時
邸

一

生

不

源

大

納

言

犯

の

備

雅

俊

邸

か

比
霰
の
山

の
児
と
僧

比
翫

の
山

一
五

国

豆

麟

ん

戸

鰐

誓

八

絵
仏
師

良

秀

京
中
か

笑
い
の
様
相

鋳
物
師
の
妻
と
密
通
し
た
こ
と
を
告
げ

ら
れ
た
山
臥
は
、
密
通
露
見
の
折
に
鋳

物
師
に
額
を
傷
つ
け
ら
れ
た
折
に
、
随

求
陀
羅
尼
を
こ
め
た
と
平
気
で
言
っ
て

の
け
、
大
ぜ
い
の
侍
の
笑
う
中
を
遁
走
。

中
納
言
に
よ
っ
て
‘
玉
茎
を
切
り
取
っ
た

と
い
う
ウ
ソ
が
ば
ら
さ
れ
て
、
中
納
言

も
聖
も
、
そ
の
光
景
を
見
て
い
た
人
も

共
に
笑
う
。

小
心
な
僧
は
「
か
は
つ
る
み
」
を
告
白

し
、
法
会
の
席
の
人
が
皆
笑
う
中
を
遁

走。児
の
狸
寝
入
り
の
無
邪
気
さ
へ
の
僧
た

ち
の
笑
い
。

鮭
の
盗
み
が
露
見
し
た
大
童
は
、
秀
句

を
口
に
し
て
人
々
を
笑
わ
せ
、
そ
の
場

を
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
。

自
家
の
火
災
に
平
然
と
し
て
火
焙
を
観

察
し
、
能
の
な
い
人
々
を
良
秀
が
あ
ざ

笑
う
。

七

七

鰈

汀

江

る

人

京

中

七

九

あ

る

僧源
行
遠

二
―
九
（
白
河
法
皇

八

女
雑
仕
六

刑
部
録

八

仲
胤
僧
都

不
明

f
)

）

（
京
中
か

白
河
院

北
面

青
蓮
院

座
主
の
坊

鳥
羽
殿

門
部
（
瀬
戸
内
海
の
）

府
生
か
ば
ね
島
付
近

一
八
九

で
の
舟
の
中

父
親
の
実
子
で
な
い
と
う
わ
さ
さ
れ
て

い
た
人
が
、
実
子
で
あ
る
と
証
言
し
て

く
れ
そ
う
な
元
の
従
者
の
侍
に
、
か

え
っ
て
実
子
で
な
い
よ
う
に
―
-
―
-
E

わ
れ
、

人
々
が
、
気
の
毒
が
っ
て
（
？
）
笑
い

な
が
ら
去
る
。

氷
魚
を
盗
み
食
っ
た
僧
が
、
秀
句
で

人
々
を
ご
ま
か
し
て
笑
わ
せ
、
そ
の
場

を
切
り
ぬ
け
る
。

光
遠
は
法
皇
の
下
命
に
よ
る
、
国
司
下

向
の
ま
ね
事
を
す
る
機
を
逸
す
る
が
、

後
、
法
皇
に
そ
の
失
敗
の
事
情
を
知
ら

れ
、
法
皇
の
笑
い
で
、
そ
の
許
し
を
知

る。「
ろ
く
」
の
人
違
い
で
院
の
出
居
に
、

刑
部
録
が
参
上
し
た
の
を
、
後
に
知
っ

た
女
雑
仕
六
が
笑
う
。

仲
胤
自
ら
が
つ
け
た
連
歌
を
衆
人
が
解

し
か
ね
て
い
る
の
で
、
仲
胤
が
解
説
を

し
て
、
一
同
が
（
に
く
さ
げ
な
上
童
を

あ
ざ
け
り
）
笑
う
。

日
頃
、
細
弓
が
好
き
な
門
部
府
生
は
、

夜
も
練
習
に
は
げ
み
、
と
も
し
の
材
料

の
た
め
、
自
ら
の
家
屋
を
す
べ
て
使
っ

て
し
ま
う
。
弓
の
評
判
で
、
相
撲
の
使
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い
と
な
り
、
西
国
に
下
る
が
、
か
ば
ね

島
付
近
の
海
賊
の
襲
来
を
、
そ
の
弓
矢

の
技
で
退
散
さ
せ
て
舟
中
で
一
人
笑
っ

て
い
る
。

右
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
第
五
、
第
一
―
の
二
話
は
、
共
に
主
人
公

の
秘
す
べ
き
、
性
に
関
す
る
事
柄
を
暴
露
さ
れ
、
真
顔
で
釈
明
し
て
、
大
笑
を

誘
う
中
を
遁
走
す
る
話
で
あ
る
。

第
一
五
、
第
七
九
の
両
話
は
、
共
に
盗
み
が
霧
見
し
た
主
人
公
が
、
う
ま
い

秀
句
で
そ
の
場
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
四
話
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
後
の
狂
言
と
の
近
親
性
を
思
わ
せ

る
も
の
が
あ
り
、
「
や
る
ま
い
ぞ
、
や
る
ま
い
ぞ
」
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う

で
あ
る
。
無
理
を
言
う
と
、
第
六
、
第
一
―
-
、
第
七
七
、
第
―
二
九
、
第
一
八
一

も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
い
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
ま
い

C

残
り
の
三
話
、
つ
ま
り
、
第
三
八
、
第
一
八
一
一
、
第
一
八
九
は
、
嘲
笑
話
て

一
括
で
き
そ
う
で
、
と
く
に
、
第
一
二
八
と
第
一
八
九
は
、
主
人
公
が
自
ら
の
家
を

燃
や
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
後
に
成
功
し
た
り
、
手
柄
を

あ
げ
る
な
ど
の
点
で
共
通
し
て
お
り
、
隣
接
し
て
も
よ
い
く
ら
い
の
話
で
あ
る

C

こ
れ
は
、
「
宇
治
」
の
作
者
が
知
っ
て
い
て
、
あ
え
て
離
れ
た
所
に
配
置
し
、

そ
の
符
合
を
読
者
に
期
待
し
た
例
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
各
々
の
説
話
の
笑
い
の
様
相
に
つ
い
て
は
右
の
ま
と
め
で
わ
か
っ
て

も
ら
え
る
か
ら
く
り
返
し
言
及
し
な
い
が
、
大
勢
で
笑
う
か
、
一
人
で
笑
う
か

と
い
う
分
類
を
す
る
と
、
前
者
が
第
五
、
第
六
、
第
一
一
、
第
ニ
―
、
第
一
五
、

第
七
七
、
第
七
九
、
第
一
八
―
一
の
八
話
、
後
者
が
第
三
八
、
第
一
―
一
九
、
第
一

八
一
、
第
一
八
九
の
四
話
と
な
る
。
そ
し
て
、
大
勢
の
笑
い
の
う
ち
、
第
一
―
-
‘

第
一
五
、
第
七
九
の
一
二
話
を
除
い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
、
笑
わ
れ
る
者
が
恥

辱
を
蒙
む
る
よ
う
な
類
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
く
る
と
、
笑
い
の
持
つ

性
格
か
ら
何
と
で
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
宇
治
」
の
説
話
の
末
尾
の
笑
い
だ

け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
も
、
有
意
性
を
認
め
得
る
の
か
、
問
題
も
あ
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
は
こ
れ
ら
の
説
話
の
内
実
に
再
度
た
ち
も
ど
っ
て

考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
説
話
が
「
宇
治
」
の
す
べ
て

で
は
な
い
に
し
て
も
、
先
ほ
ど
、
狂
言
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
が
、

「
宇
治
」
の
作
者
は
、
大
勢
の
者
が
笑
う
こ
と
へ
の
、
―
つ
の
輿
味
関
心
が
あ

る
と
言
え
よ
う
。
「
宇
治
」
の
作
者
は
狂
言
の
観
客
の
視
点
が
あ
る
と
で
も
言

え
よ
う
か
。
そ
う
言
え
ば
、
一
人
の
者
が
笑
う
四
つ
の
説
話
も
、
い
ず
れ
も
決

し
て
孤
独
の
笑
い
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
て
い
る
人
は
、
や
は
り
大
勢
で
あ
り
、

共
に
笑
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
説
話
に
つ

い
て
は
、
既
に
い
ろ
い
ろ
先
学
の
指
摘
が
あ
る
。
事
新
し
く
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

年
代
の
分
か
っ
て
い
る
も
の
は
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
も

の
で
あ
り
、
白
河
院
の
院
政
の
開
始
が
こ
の
間
に
あ
る
。
人
を
群
れ
や
集
団
と

い
う
視
角
か
ら
見
る
、
新
し
い
時
代
の
空
気
が
あ
る
と
言
う
と
、
少
し
大
ま
か

な
立
論
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
大
勢
の
人
々
の
い
る
所
を
、

右
の
十
二
話
の
ま
と
め
の
中
で
見
る
と
、
必
ず
し
も
説
話
の
直
接
の
場
で
な
い

も
の
も
含
め
て
見
る
と
、
京
の
市
街
（
七
条
町
、
粟
田
口
の
よ
う
な
繁
華
街
）

法
会
の
場
、
貴
族
の
邸
宅
で
あ
っ
て
も
侍
所
の
よ
う
な
衆
庶
と
の
接
触
の
あ
る

所
、
僧
や
座
主
の
僧
房
、
院
の
北
面
な
ど
で
、
そ
の
場
で
何
が
な
さ
れ
て
い
る

か
を
考
え
て
み
る
と
、
姦
通
、
盗
み
、
僧
の
破
戒
や
非
時
、
連
歌
や
国
司
下
向

の
ま
ね
事
の
よ
う
な
遊
び
等
々
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
象
を
雑
踏
の
中
、
哄
笑

の
中
で
と
ら
え
る
も
の
が
多
く
、
多
様
で
新
し
い
社
会
の
姿
が
描
写
さ
れ
て
い

る
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
っ
た
＜
蛇
足
で
あ
ろ
う
が
、
第
四
九
の
と
第
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―
二
九
を
対
比
す
る
と
よ
く
分
か
る
。
こ
の
両
説
話
は
、
帝
や
院
が
そ
の
臣
下

に
一
時
不
典
を
抱
く
が
、
や
が
て
そ
の
臣
下
を
笑
っ
て
許
し
て
い
る
点
で
共
通

す
る
。
し
か
し
、
他
方
、
前
者
は
嵯
峨
帝
と
た
ぶ
ん
、
高
官
の
小
野
簑
の
一
対

一
の
事
件
で
あ
る
の
に
、
後
者
は
白
河
院
と
、
身
分
と
し
て
は
、
菫
よ
り
は
る

か
に
低
い
北
面
の
武
士
た
ち
の
、
国
司
の
下
向
の
ま
ね
事
（
こ
の
行
列
に
は
五

位
や
衛
府
ら
が
多
く
加
わ
っ
て
い
る
し
、
こ
の
よ
う
な
ざ
れ
事
は
、
嵯
峨
帝
の

往
事
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
）
と
い
う
群
、
集
団
の
行
動
と
な
っ
て
い

る
点
か
ら
も
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
一
面
的
で
単
純
な
観
察
で
は
あ
っ
た
が
、
「
宇
治
」

の
笑
い
に
は
、
院
政
期
と
い
う
新
時
代
の
様
相
が
十
分
反
映
し
て
い
る
こ
と
の

一
端
を
証
し
得
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
注
一
）
第
一
七
と
第
一
八
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
本
論
中
で
は
触
れ
な
か
っ
た

C

小
出

氏
は
「
京
か
ら
地
方
へ
の
突
然
の
移
動
」
と
さ
れ
て
い
る

C

小
林
氏
の
方
は
明
示
が
な

い
。
小
出
氏
の
説
は
、
某
本
的
に
正
し
い
と
思
う
が
、
両
話
を
つ
な
ぐ
語
彙
に
「
希
有

の
こ
と
」
（
「
今
昔
」
巻
廿
六
第
一
七
は
「
希
フ
コ
ソ
」
と
あ
る
。
）
と
い
う
語
が
あ
る
。

第
一
七
で
は
、
僧
が
肥
前
の
国
で
「
馬
な
る
人
」
に
事
情
を
語
っ
て
、
そ
れ
に
「
馬
な

る
人
」
が
答
え
る
言
葉
の
中
、
第
一
八
で
は
、
馬
で
利
仁
ら
が
敦
賀
に
着
い
て
か
ら
そ
こ

の
「
お
と
な
し
き
郎
等
」
の
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
る
（
「
今
昔
」
で
は
、
後
の
舅
の
言
は
「
希

有
ノ
事
」
と
あ
る
）
。
ど
ち
ら
も
、
遠
方
に
つ
い
て
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
両
話

の
関
連
の
契
機
の
「
突
然
の
移
動
」
は
、
修
行
の
僧
と
利
仁
、
五
位
の
み
な
ら
ず
、
実

は
、
そ
の
根
幹
に
鬼
と
狐
が
い
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
鬼
が
修
行
僧
を

「
片
手
し
て
（
わ
れ
を
）
引
き
さ
げ
」
て
か
ら
、
夜
が
明
け
る
と
、
僧
は
肥
前
の
国
へ

来
て
い
た
の
だ
が
、
後
者
で
は
、
利
仁
が
狐
を
「
引
き
上
げ
」
て
命
令
を
下
し
、
狐
は

そ
の
日
の
う
ち
に
（
狐
は
日
中
に
捕
ら
え
ら
れ
、
戌
の
時
に
は
敦
賀
に
着
い
て
い
た
）

利
仁
の
使
い
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
注
二
）
こ
の
第
一
九
は
、
中
世
の
絵
巻
の
「
河
本
家
本
餓
鬼
草
子
」
を
理
解
す
る
の
に
、

大
変
よ
く
対
応
し
た
絵
が
あ
っ
て
典
味
深
い
。
餓
鬼
を
察
知
す
る
坊
城
の
右
の
大
殿
の

眼
力
は
、
別
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
絵
師
の
方
の
目
に
よ
っ
て
も
見
事
に
表
現
さ
れ
て

い
る
。

（
注
―
―
-
）
こ
れ
ら
、
「
こ
れ
も
今
は
昔
」
で
始
ま
る
一
連
の
説
話
は
、
山
岡
敬
和
氏
の
論

文
「
宇
治
拾
遺
物
語
成
立
試
論
|
1
ー
冒
頭
語
の
考
察
を
中
心
と
し
て
」
（
「
国
学
院

雑
誌
」
昭
5
7
.
9
)

に
よ
っ
て
、
源
隆
国
の
没
年

(
1
0
七
七
）
の
頃
以
降
の
も
の
と

さ
れ
、
忠
通
周
辺
の
「
哄
笑
の
場
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
論
は
山
岡
氏
の

指
摘
と
同
軌
と
な
り
、
よ
り
「
宇
治
」
作
者
の
思
想
性
、
文
学
性
が
出
て
い
る
と
解
し

て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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