
飛
　
載
　
落
　
葉
　
の
　
文
　
学

－
　
狂
言
綺
語
観
の
　
展
開
　
－
・

仏
法
貫
流
セ
サ
リ
シ
昔
タ
ニ
モ
物
ノ
心
ア
・
ル
ヒ
ト
ハ
花
ノ
チ
リ
コ
ノ
バ
ノ
ヲ

ッ
ル
ヲ
ミ
テ
コ
ン
パ
カ
ナ
キ
ヨ
ノ
中
ヲ
パ
オ
モ
ヒ
シ
リ
侍
リ
ケ
レ

（
宝
物
集
伝
床
面
目
撃
本
）

は

　

じ

　

め

　

に

狂
言
綺
語
餅
の
診
透
に
あ
た
っ
て
、
歌
人
た
ち
の
中
に
は
こ
の
兢
憩
を
そ
の

ま
ま
受
容
継
承
す
る
も
の
も
あ
．
っ
た
が
、
ま
た
そ
う
し
た
親
憩
に
反
駁
す
る
も

の
も
あ
り
、
和
歌
の
看
す
る
意
覇
を
仏
教
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
買
足
し
価

哩
つ
け
よ
う
と
す
る
諭
が
活
唐
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
の
諭

が
い
ろ
い
ろ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
．
て
い
る
が
、
和
歌
と
仏
教
と
の
つ
な
が
り
を

説
く
論
に
あ
っ
て
は
、
和
駅
と
仏
教
と
の
等
質
性
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。

本
稿
は
、
歌
人
の
論
に
即
し
っ
つ
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
　
「
こ
こ

ろ
」
　
〔
ま
こ
と
」
、
「
こ
と
あ
り
」
に
つ
い
て
琴
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

T
　
「
こ
　
こ
　
ろ
」

和
歌
の
構
成
要
素
を
四
に
わ
か
つ
。

鮮
竿
と
は
　
㌍
鰐
心
墾
一
こ
こ
ろ

「
こ
こ
ろ
」
は
、
表
甥
内
容
を
意
味
す
る
場
合
と
表
現
主
体
の
心
意
を
吾
疲

中

　

川

　

∴

徳

　

之

　

助

す
る
場
合
と
の
二
重
に
用
い
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
と
く
に
断
る
場
合
以
外
、

表
現
主
体
の
心
意
を
意
味
す
る
と
と
は
と
し
て
用
い
る
。

和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
は
、
本
来
、
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
こ

と
ば
」
に
つ
い
て
も
、

抑
和
歌
は
前
後
の
二
句
あ
り
。
是
則
定
恵
の
二
法
、
天
地
の
二
な
り
。
（
中

略
）
。
五
句
を
わ
か
ち
六
義
を
し
め
す
は
五
体
六
根
を
表
す
。
（
中
略
）
。

一
二
十
一
字
に
か
ぎ
れ
る
は
如
来
の
相
好
を
表
す
る
也
。

（
税
目
抄
・
和
歌
難
民
抄
参
照
）

の
ご
と
く
、
ま
た
三
十
一
字
に
、
三
十
一
神
を
な
ぞ
ら
え
　
（
石
見
女
式
）
　
天

道
循
環
の
自
然
の
神
聖
を
見
（
玲
壕
家
和
歌
租
々
口
伝
）
大
日
壁
二
十
一
品
を

思
う
（
和
歌
撫
秘
抄
）
の
ご
と
く
、
「
こ
と
ば
」
　
と
仏
教
（
押
送
－
垂
跡
忠

恕
）
　
と
の
つ
な
が
り
を
説
く
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諭
も
そ
の
前
提
に

「
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
仏
教
と
の
等
質
性
を
考
え
て
い
る
。

和
歌
の
基
故
が
「
こ
こ
ろ
」
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
古
今
和
歌
整

序
に
「
や
ま
と
歌
は
ひ
と
の
（
つ
）
心
を
た
わ
と
し
て
上
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ

な
れ
り
け
る
。
」
と
あ
る
。
仏
教
ほ
人
の
心
の
教
、
心
外
に
法
は
無
い
。
和
歌

と
仏
教
と
の
等
質
性
は
「
こ
こ
ろ
」
に
見
出
す
に
は
じ
ま
り
、
「
こ
こ
ろ
」
に

見
出
す
に
お
わ
る
の
で
あ
る
。

古
今
和
歌
環
の
序
の
上
指
の
言
は
、
l
「
話
者
志
之
所
之
也
。
在
心
為
志
。
発
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言
為
詩
。
情
動
於
申
。
而
形
於
言
。
」
　
（
詩
経
序
）
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
，

が
、
「
夫
和
談
者
所
以
通
達
心
霊
括
暮
懐
志
者
也
。
故
在
心
為
志
発
言
為
歌
。
」

（
歌
経
標
式
抄
本
－
こ
の
放
文
は
持
姫
式
の
混
入
と
さ
れ
る
。
）
　
「
詮
ず
る
と

こ
ろ
何
事
も
と
い
ひ
な
が
ら
歌
は
た
だ
心
よ
り
外
の
等
な
き
物
な
り
。
」
（
八
雲

御
抄
）
「
ア
シ
テ
談
ハ
志
ヲ
ノ
．
へ
耳
ヲ
ヨ
ロ
コ
．
ハ
シ
メ
ム
タ
メ
ナ
レ
．
ハ
云
云
。
」

（
長
明
無
名
抄
）
「
心
に
あ
る
を
志
と
い
ひ
、
こ
と
に
あ
ら
は
る
る
も
の
を
詩
歌

と
は
皆
し
り
て
供
へ
ど
も
云
云
。
」
　
（
為
栗
禍
和
談
抄
）
　
な
ど
爾
後
の
歌
論

に
継
蔑
さ
れ
、
和
歌
の
1
さ
ら
に
ひ
ろ
ぺ
文
学
の
棍
本
論
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
、
和
歌
の
性
指
を
規
定
す
る
言
と
t
て
は
粗
放
で
も
あ
る
。

代
黄
（
日
本
歌
学
大
売
所
収
）
に
古
今
賃
序
の
こ
の
立
言
に
注
し
て
「
心
は
万

法
の
梶
本
な
る
い
は
れ
、
こ
の
道
よ
り
あ
ら
は
る
る
也
。
」
と
あ
る
の
は
、
こ

の
立
言
の
拡
散
す
る
方
向
を
示
し
、
愚
問
賢
注
に
「
ま
づ
志
の
ゆ
く
所
に
仔
細

あ
る
．
へ
き
か
。
た
だ
中
に
う
ど
く
情
を
い
ひ
出
せ
る
に
は
あ
ら
ず
、
風
情
の
行

く
と
こ
ろ
あ
る
．
へ
し
と
見
え
た
り
。
い
は
ん
や
詠
歌
し
拝
薮
す
る
は
、
み
な
芙

う
へ
の
あ
や
を
な
し
、
興
を
も
よ
は
す
故
な
り
。
」
と
あ
る
の
は
、
t
の
立
言

の
限
臣
さ
る
．
へ
き
方
向
を
元
し
て
．
い
る
。
そ
れ
だ
け
の
振
幅
を
看
す
る
立
言
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
に
仏
教
と
の
等
質
性
を
見
て
も
、
狂
言
綺
語
紋

に
か
か
わ
る
間
顕
は
す
こ
し
も
解
決
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
文
学
と
し
て
の

和
歌
は
、
基
底
を
「
こ
こ
ろ
」
に
お
く
に
し
て
も
、
本
質
に
虚
語
的
性
緒
を
備

え
て
い
る
。
こ
の
虚
語
的
性
路
が
仏
教
に
も
と
る
。
虚
吾
的
性
路
に
触
れ
ず
に

論
を
「
こ
こ
ろ
」
に
還
元
し
て
仏
教
と
の
等
質
性
を
説
い
て
も
、
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
虚
詔
的
性
路
を
お
お
う
も
の

と
し
て
和
歌
に
お
け
る
「
ま
こ
と
」
「
こ
と
あ
り
」
　
－
失
語
的
婁
崇
が
強
く

意
識
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
ま
こ
と
」
「
こ
と
わ
り
」
も
所
詮
「
こ
こ
ろ
」
に

つ
い
て
の
こ
と
、
仏
教
と
の
等
質
性
は
「
こ
こ
ろ
」
以
外
の
場
に
は
求
め
ら
れ

な
い
。
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
は
　
「
こ
こ
ろ
」
　
に
見
出
す
に
は
じ
ま
り
、

「
こ
こ
ろ
」
に
見
出
す
に
．
お
あ
る
所
以
で
あ
る
。
藤
原
俊
戊
に
し
て
も
西
行
に

し
て
も
、
究
極
に
お
い
て
は
、
「
こ
こ
ろ
」
に
仏
教
と
の
等
質
性
を
求
め
待
て
・

歌
道
に
安
ん
じ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
「
ま
こ
と
」
　
「
こ
と
あ
り
」
に
お

け
る
等
質
性
の
自
覚
を
経
て
の
こ
と
で
、
漠
漠
然
と
「
こ
こ
ろ
」
に
依
り
か
か

，
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
夢
の
話
の
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
ま
こ
と
に
た
だ
胸
の
う
ち
を
い
で
ざ
る
風
情
、
人
の
教
に
よ
る
ペ
か
ら

ず
。
」
　
（
八
雲
御
抄
）
　
「
歌
は
ひ
ろ
く
見
、
遠
く
き
く
遠
に
あ
ら
ず
。
心
よ
り

、
い
で
て
み
づ
か
ら
さ
と
る
も
の
な
り
云
云
。
」
　
（
近
代
秀
歌
）
　
の
額
の
こ
と
ば

に
仏
教
思
想
の
漂
い
を
感
ず
る
の
も
、
「
こ
こ
ワ
．
2
に
仏
教
と
の
等
質
性
を
意

識
し
て
苑
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
故
と
思
わ
れ
る
。

－
　
「
ま
　
こ
　
と
」

藤
原
佼
戊
は
、
歌
道
を
学
ぶ
に
つ
い
て
「
唯
仮
名
の
四
十
ぢ
あ
ま
り
七
文
字

の
う
ち
を
出
で
す
し
て
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
言
の
堤
に
ま
か
せ
て
言
ひ
連
ね
る

な
ら
ひ
な
る
が
故
に
、
三
十
も
じ
あ
ま
り
一
文
字
を
だ
に
恵
み
連
ね
つ
る
も
の

は
、
出
雲
八
雲
の
底
を
し
の
ぎ
敷
島
や
ま
と
ろ
こ
と
の
さ
か
ひ
に
入
り
す
ぎ
に

た
り
と
の
み
忠
へ
る
な
る
べ
し
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
し
か
は
あ
れ
ど
も
り

ま
こ
と
に
は
椚
れ
ば
い
よ
い
よ
堅
く
仰
げ
ば
い
よ
い
．
よ
高
き
も
▼
の
は
、
こ
の
や

ま
と
歌
の
遠
に
な
む
あ
り
け
る
。
」
　
（
千
載
和
歌
集
序
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
漸
尋
笠
恕
之
跡
、
文
句
錯
（
乱
）
、
非
詩
非
砥
、
・
字
対
雑
堀
、
難
入
難
悟
。
所

謂
仰
撃
高
、
銅
（
強
堅
）
者
平
。
」
と
は
新
撰
万
葉
集
犀
に
言
う
と
こ
な
、
詩

歌
創
作
の
粧
し
さ
で
あ
る
。
佼
戒
の
こ
と
ば
に
立
ち
返
っ
て
考
え
る
と
、
「
心

に
恩
ふ
ー
千
を
云
云
、
．
」
と
和
歌
の
茎
既
が
「
こ
こ
ろ
」
　
に
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
求
め
ら
れ
る
べ
き
事
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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そ
れ
は
、
「
こ
と
ば
」
の
技
巧
の
研
銅
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
こ
こ
ろ
」
そ

．
の
も
の
の
内
面
化
、
す
な
わ
ち
、
「
ま
こ
と
」
の
修
疎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
、

「
こ
こ
ろ
」
に
「
ま
こ
と
」
を
措
定
L
、
和
歌
が
「
ま
こ
と
」
に
根
ざ
す
と

い
う
考
え
は
、
古
今
集
序
の
「
ひ
と
の
心
を
た
わ
と
し
て
」
の
立
言
に
す
で
に

見
ら
れ
る
。
「
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
水
に
す
む
か
は
づ
の
芦
」
を
段
間
腎
注
に
「
睾

悪
邪
正
を
牟
ふ
ペ
か
ら
ず
。
」
と
言
う
の
も
「
ま
こ
と
」
な
る
が
故
で
あ
り
、

こ
の
「
ま
ー
F
」
と
」
を
考
え
ず
し
て
は
「
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を

動
か
し
云
云
。
」
の
和
歌
の
感
応
の
徳
を
説
く
こ
と
ば
は
浮
き
あ
が
る
。
（
詩

経
序
の
「
故
正
得
失
、
動
天
地
、
感
鬼
神
、
莫
近
於
詩
。
」
が
「
ま
こ
と
」
を

予
想
し
て
い
る
。
菅
家
遺
誠
・
於
住
曽
社
述
懐
和
歌
序
・
前
参
議
教
長
蜘
賃
な

ど
に
そ
の
勇
証
が
見
ら
れ
る
。
）

「
誠
之
至
決
老
其
詞
無
詞
、
文
之
偏
質
老
其
体
少
体
と
い
ひ
て
、
こ
れ
一
つ

の
姿
に
侍
る
べ
し
。
」
（
広
田
社
歌
合
判
詞
）
「
同
じ
有
心
体
と
申
し
な
が

ら
、
ま
こ
と
し
く
あ
り
の
ま
ま
に
、
l
げ
に
さ
る
こ
と
と
党
ゆ
る
や
j
K
こ
心
を
深

く
よ
み
す
え
た
ち
む
難
を
、
迦
世
、
撫
民
等
の
体
と
す
べ
し
。
」
±
ニ
五
記

彗
本
）
な
．
ど
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
「
ま
こ
と
」
あ
る
歌
は
和
歌
の
一
体
へ
「
ま

∵
こ
と
」
な
き
余
体
の
和
歌
の
存
在
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
表
現
内
容

と
し
て
の
「
こ
こ
を
」
に
お
け
る
「
ま
こ
と
」
の
あ
ら
わ
れ
を
論
じ
宅
い
る

の
で
あ
り
、
和
歌
が
「
ま
て
と
」
に
根
ざ
す
と
い
う
考
え
を
破
る
も
の
で
は

な
い
。

和
歌
は
「
ま
こ
と
」
に
根
ざ
す
と
い
う
。
「
ま
こ
と
」
と
は
何
か
。
貫
之
は

遍
昭
の
歌
を
評
し
て
「
ま
こ
と
す
く
な
し
。
」
と
言
い
、
真
名
序
に
は
「
少

契
。
」
の
詔
で
表
現
し
て
い
る
㌻
「
ま
こ
と
」
を
純
一
に
し
て
無
雑
と
言
う
の

も
抽
象
に
す
ぎ
る
が
、
「
ま
こ
と
」
論
が
本
稿
の
、
〓
恕
で
は
な
い
。
し
ば
ら
く
′

歌
人
た
ち
の
こ
と
ば
に
聞
こ
う
。

山
和
歌
は
こ
と
の
．
お
こ
り
、
や
が
て
あ
る
こ
と
を
詠
む
べ
き
に
云
云
。

（
長
久
二
年
生
子
歌
合
判
詞
）

隠
（
真
贋
秘
抄
－
こ
ま
こ
と
の
よ
き
歌
よ
み
に
な
り
ぬ
れ
ば
＼
や
す
や
す
と
あ

・
り
の
ま
ま
の
事
と
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
。
何
事
も
長
じ
ぬ
れ
ば
か
く
の
如
し
と
云

へ
り
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
雲
御
抄
）

畑
恩
ま
ま
の
事
を
ば
陳
、
自
然
に
秀
歌
に
し
て
布
地
。
是
志
は
看
中
、
詞
顕
外

乏
謂
墾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
袋
草
紙
）

同
文
心
ニ
イ
タ
ク
恩
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
．
ハ
、
オ
ノ
ダ
カ
ラ
歌
ハ
ヨ
マ
ル
ル
ナ

リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
明
無
名
抄
）

㈲
春
は
花
の
け
し
き
秋
は
秋
の
け
し
き
、
心
を
よ
く
か
な
へ
て
心
に
へ
だ
て
ず

な
し
て
言
に
あ
ら
は
れ
ば
、
を
り
ふ
し
の
ま
こ
と
も
あ
ら
は
れ
天
地
の
心
に

も
か
な
ふ
べ
き
に
こ
そ
“
気
性
は
天
理
に
合
ふ
と
も
侍
る
に
や
。

（
為
兼
拗
和
歌
抄
）

（
二
こ

㈲
花
に
て
も
月
に
て
も
夜
の
あ
け
日
の
く
る
る
け
し
き
に
て
も
う
事
に
む
き
て

は
そ
の
事
に
な
り
か
へ
り
、
そ
の
ま
こ
と
を
あ
ら
は
し
其
あ
り
さ
昇
を
お
も

ひ
と
め
、
そ
れ
に
む
き
く
わ
が
こ
こ
ろ
の
は
た
ら
く
や
う
を
も
心
に
ふ
か
く

（
マ
こ

あ
づ
け
て
心
に
こ
と
ば
を
ま
す
る
に
云
云
。
．
　
　
　
　
　
（
同
　
上
）

柄
た
だ
風
雲
草
水
に
対
し
て
眼
前
の
風
丑
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ぜ
ば
、
お
の
づ

か
ら
発
明
の
期
あ
る
．
へ
し
。
（
中
略
）
。
真
実
胸
中
よ
り
あ
た
ら
し
き
風
情

を
め
ぐ
ら
し
て
有
の
ま
ま
に
訪
ず
．
へ
き
な
り
。
　
　
　
　
（
愚
問
賢
圧
）

㈲
た
だ
見
る
ま
ま
心
に
う
か
ぶ
ま
ま
を
い
ひ
あ
ら
は
し
て
、
し
か
も
言
の
ふ
し

く
れ
ず
ち
ぢ
け
ず
可
聞
由
い
か
に
建
不
叶
こ
の
ま
し
く
存
捧
也
。

（
了
按
一
子
伝
）

．
嘲
歌
と
い
ふ
も
の
よ
も
す
べ
と
て
覚
悟
し
侍
ら
ず
。
日
て
れ
ば
す
む
か
け
を
申
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し
花
さ
け
は
匂
ふ
色
を
申
し
鳥
な
け
ば
な
く
こ
ゑ
を
申
し
風
吹
け
ば
吹
く
気

を
申
し
雲
た
ち
雨
ふ
り
春
来
り
秋
さ
り
そ
の
気
色
の
な
き
事
な
し
、
さ
れ

は
あ
る
が
さ
ま
に
申
す
。
身
老
い
入
遠
ざ
か
る
、
そ
の
、
心
お
こ
ら
す
せ
い
ふ

こ
と
な
し
、
さ
て
な
ん
お
こ
ろ
に
ま
か
せ
て
申
す
。
（
水
無
頼
の
至
淡
）

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
詠
歌
に
つ
な
が
る
主
張
と
み
れ
ば
、
一
概
に
論
す
る
こ

と
は
粗
に
流
れ
る
が
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
に
は
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
。
「
心
に
忠
ふ
こ
と
を
見
る
も
の
開
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ

せ
る
な
り
。
」
　
（
古
今
和
歌
集
序
）
と
あ
る
よ
う
に
、
和
歌
が
裏
革
主
体
の
心

眉
（
こ
こ
ろ
）
と
環
賢
も
の
）
と
の
敗
れ
あ
い
を
通
じ
て
主
体
の
組
動
に
生
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
　
に
も
　
「
こ
こ
ち
あ
り
の
ま

ま
」
「
も
の
あ
力
の
ま
ま
」
が
考
え
ら
れ
る
（
「
こ
と
あ
り
の
ま
ま
」
は
後
者

に
含
聖
も
）
。
そ
し
て
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
把
超
が
、
「
こ
こ
ろ
」
な
り
「
も

の
」
　
な
り
の
寅
異
相
の
語
、
謡
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
六
に
、

「
あ
年
の
ま
ま
」
を
「
あ
ゎ
の
ま
ま
」
に
受
け
と
め
ろ
心
に
規
葦
性
が
与
え
ら

れ
る
。
こ
し
こ
に
「
き
し
と
」
の
概
念
を
見
る
。
歌
人
の
「
あ
り
の
ヰ
達
し
の
強
調

は
、
和
歌
が
「
ま
こ
と
」
に
根
ざ
す
と
の
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

偽
に
対
し
て
斑
と
名
づ
け
、
虚
に
射
し
て
実
と
名
づ
け
る
「
ま
こ
と
」
は
倫

理
一
般
に
通
ず
る
。

皆
是
以
動
天
地
醇
神
祇
・
厚
人
倫
成
存
敬
・
上
田
風
化
下
、
下
以
臥
刺
上
l
桂
誹

仮
文
於
給
餌
之
下
、
然
復
取
喪
於
教
融
笠
中
老
也
。
（
新
撰
和
歌
序
）

を
は
じ
め
、
「
和
歌
は
仁
事
礼
智
信
の
五
徳
を
兼
ね
て
よ
く
礼
葬
を
た
す
け
つ

つ
国
を
オ
さ
め
民
を
を
さ
め
民
を
や
ほ
ら
ぐ
る
な
か
だ
ち
た
り
。
」
′
（
野
守
鋭
）

「
総
じ
て
此
箔
は
代
を
を
さ
め
民
を
み
ち
び
く
教
戒
の
猟
た
り
。
し
か
れ
ば
契

を
根
太
に
し
て
花
を
枝
葉
に
な
す
．
へ
き
尋
也
。
」
二
か
り
わ
の
す
さ
み
）
　
「
冒

神
祇
釈
数
之
輿
．
蹄
仏
神
三
宝
ケ
宗
㌘
説
哀
傷
述
懐
之
輿
元
仁
義
五
号

道
。
」
　
（
鴛
紋
拾
瑳
琵
）
　
「
正
直
和
平
は
託
の
泣
な
り
。
邪
由
荒
乱
は
歌
の
魔

な
り
。
」
　
（
水
害
露
の
蔓
損
）
の
吾
が
見
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
和
歌
に
契
語

的
軍
票
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
よ
う
と
し
た
中
世

の
歌
人
が
、
「
ま
こ
と
」
に
お
け
る
仏
教
と
の
等
問
性
を
地
で
＼
苦
心
識
し
た
の
は

怪
し
む
に
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

大
方
は
世
の
中
み
な
は
げ
は
げ
し
く
な
り
て
、
か
ざ
り
た
る
偽
り
に
ふ
け
り

く
ま
こ
と
に
ま
よ
ふ
事
の
み
侍
る
こ
そ
今
更
な
る
事
に
て
は
侍
ら
ね
ど
（
も

遠
の
た
め
）
心
う
く
侍
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
歌
庭
訓
）

琶
泊
は
天
地
置
け
し
ょ
り
の
押
送
な
れ
ば
、
文
革
む
か
ぎ
り
て
も
ま
こ
と
な

く
は
い
た
づ
ら
吾
な
り
と
申
さ
れ
し
。
真
宍
の
章
と
覚
え
た
り
．
。（

東
野
州
聞
書
）

今
の
世
の
故
専
ら
作
為
に
ふ
け
り
く
ふ
か
く
妙
処
を
も
と
め
で
も
っ
ぱ
ら
此

趣
の
み
に
よ
り
至
る
事
を
得
た
り
。
か
く
L
も
あ
れ
ば
比
遺
ひ
た
す
ら
人
作

の
偽
り
に
の
み
成
れ
行
き
て
天
成
自
然
の
妙
処
は
す
く
な
か
る
べ
し
。

（
水
無
瀬
の
王
誌
）

「
ま
こ
と
」
を
強
く
習
心
証
す
る
こ
と
が
和
歌
の
素
材
に
規
制
を
与
え
る
よ
う

に
な
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
l
す
こ
し
く
敗
れ
て
お
く
。

天
徳
四
年
内
痘
歌
合
の
負
歌
　
「
白
柏
の
苧
ふ
り
や
ま
ね
毎
が
枝
に
い
ま
ぞ

鴬
花
と
鳴
く
な
る
」
　
の
判
詞
に
　
「
歌
の
謁
に
鴬
花
と
鳴
く
こ
と
そ
ら
ど
と
な

り
。
」
と
あ
り
（
廿
巻
本
に
よ
る
。
談
合
大
成
が
副
文
撤
資
料
と
し
て
載
せ
る

梨
本
賃
に
は
「
実
を
用
ゐ
て
虎
を
用
ゐ
ざ
る
な
り
。
】
と
あ
る
。
）
」
大
仁
二
年
師

船
舶
歌
合
の
旛
歌
「
池
水
や
上
は
に
さ
ゆ
ら
む
う
き
ね
す
る
か
も
の
は
が
ひ
に

つ
ら
ら
ゐ
に
け
ゎ
」
の
判
詞
に
「
か
む
の
は
が
ひ
に
つ
ら
ら
ゐ
る
な
ど
こ
そ
ま

こ
と
に
は
あ
ら
ぬ
こ
主
は
れ
r
訳
の
つ
ね
の
こ
と
な
れ
は
と
が
に
あ
ら
ず
㍗
」
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と
あ
る
（
袋
草
紙
に
よ
る
。
）
。
勝
負
は
歌
品
に
も
よ
り
判
者
に
も
よ
る
が
、．

二
の
判
詞
は
注
目
さ
れ
る
。
「
ま
こ
と
」
に
あ
ら
ぬ
「
そ
．
ら
ご
と
」
を
「
説
の

っ
ね
」
　
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
狂
言
堕
吾
技
の
き
ま
り
は
な
い
。
「
あ
り
の
ま

ま
」
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
苗
淳
と
め
る
「
き
J
と
」
が
、
．
部
管
の
「
そ
ら
ご

と
」
を
ど
の
よ
う
に
包
容
し
琴
か
、
≡
琶
己
と
≒
ナ
し
む
芸
人
の
急
性
は

こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
の
与
に
」
つ
い
て
、
炭
の
賃
に
、

こ
這
宿
望
宝
に
も
誉
り
る
憲
の
仁
か
な
ど
上
空
元
た
一
芸
は
じ
め
て
、
窮

状
の
月
と
旦
？
る
三
で
苦
労
の
里
に
旺
も
ら
、
花
を
雲
に
似
た
C
と
も
と
り

＿

な
す
等
ど
も
は
偽
り
な
が
ら
亨
J
と
に
さ
党
ゆ
る
等
な
れ
ば
苦
し
か
ら
ず
。

と
あ
る
の
は
一
の
見
解
で
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」
に
「
き
し
と
に
さ
覚
ゆ
る
」
こ

と
の
表
現
で
あ
る
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
、
「
こ
こ
ろ
あ
り
の
ま
ま
」
の
表
現
で

ぁ
る
か
ぎ
り
、
表
現
内
容
に
お
け
る
「
ま
こ
と
」
「
い
つ
は
り
」
を
離
れ
て
、

「
こ
こ
ろ
」
の
「
ま
こ
と
」
を
見
る
。
（
霹
滋
保
胤
が
「
呑
花
鳴
硯
、
以
花
称

雪
、
秋
舐
染
笠
、
仮
菊
号
金
。
妄
語
之
沓
難
挑
「
一
綺
窯
之
過
何
遊
。
」
と
述

べ
、
「
話
者
志
之
所
之
也
・
」
と
の
信
念
に
安
ん
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い

比
べ
る
と
、
和
歌
．
の
「
ま
こ
と
」
に
歌
人
が
寄
。
か
か
っ
て
い
る
姿
を
見
る
・
）
・
し

か
し
、
こ
う
し
た
見
解
も
、
表
現
主
体
の
心
意
に
実
感
と
し
て
あ
る
範
囲
内
で

の
「
い
つ
は
り
」
の
許
容
で
あ
る
以
上
、
文
学
と
し
て
の
和
談
を
ど
の
程
度
に

包
摂
L
待
よ
う
か
。

京
伝
為
栗
の
、
「
ま
亡
と
」
を
重
ん
じ
て
作
為
を
排
し
、
「
こ
と
堤
に
て
心

を
よ
ま
む
と
す
る
」
を
斥
け
て
「
心
の
ま
ま
に
詞
の
に
は
ひ
ゆ
く
」
を
脅
し
と

し
た
見
幻
と
、
野
守
真
の
著
者
の
、
「
彼
禍
は
歌
の
心
に
も
あ
ら
ぬ
心
ば
か
り

を
さ
き
と
し
て
詞
を
も
か
ざ
ら
ず
、
ふ
L
を
鴻
さ
ぐ
ら
ず
、
姿
を
も
つ
く
ろ
は

ず
、
∵
た
だ
実
正
を
よ
む
べ
L
と
て
俗
に
ち
か
く
い
や
し
き
を
ひ
と
つ
の
事
と
す

る
が
．
ゆ
え
に
皆
管
の
票
を
う
し
な
へ
り
。
」
と
も
「
か
の
桐
い
つ
は
り
か
ざ
れ

る
事
を
ば
賀
正
に
あ
ら
ず
と
て
い
ま
し
め
侍
り
て
、
か
へ
り
て
は
ま
こ
と
の
心

を
う
し
な
へ
る
な
る
べ
し
。
」
と
も
難
じ
た
見
解
と
の
差
異
も
、
こ
の
表
現
内

容
に
お
け
る
「
ま
こ
と
」
「
い
つ
は
り
」
に
対
す
る
考
え
方
の
差
鼠
に
も
と
づ

く
と
言
え
よ
う
。

茨
の
弓
ト
は
、
ま
た
、
四
季
の
訳
甘
原
則
と
し
て
「
そ
ら
ご
と
」
を
用
い

ず
、
用
う
る
場
合
は
「
さ
党
ゆ
る
」
を
限
度
と
す
る
が
、
恋
の
歌
は
「
そ
ら
ご

と
」
を
甲
う
ろ
こ
と
を
認
め
て
い
号
　
「
も
の
あ
り
の
ま
ま
」
の
客
観
性
を
嘉

く
み
る
こ
と
に
よ
ろ
う
か
。

牢
の
質
に
‥
一
㌢
へ
る
と
こ
ろ
は
一
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
・
「
ま
こ

と
」
と
嘉
材
と
の
関
係
に
つ
い
て
か
か
る
見
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
ま

こ
と
」
を
求
竺
る
は
げ
し
さ
、
「
そ
ら
ご
と
」
を
排
す
る
き
び
し
さ
に
し
た
が

っ
て
、
心
情
流
巴
の
方
向
が
規
制
さ
れ
、
和
歌
の
素
材
に
限
定
が
加
わ
る
可
随

性
が
存
す
る
こ
と
を
元
し
て
い
る
。

Ⅲ
　
「
こ
　
と
　
あ
　
り
」

歌
論
に
は
「
薫
」
　
「
彗
」
　
「
義
盛
」
　
「
道
理
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
時
に
応

じ
て
背
環
の
浅
決
が
あ
る
が
、
「
こ
と
あ
り
」
と
い
う
こ
と
ば
で
包
括
す
る
。

「
こ
と
わ
り
」
は
、
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
「
あ
り
の
号
室
」
に
受
け
と
め
る

心
1
「
ま
こ
と
」
に
親
じ
ら
れ
る
理
法
で
あ
る
。
「
ま
こ
と
」
を
重
ん
ず
る

和
歌
に
お
い
て
は
、
「
こ
と
わ
り
」
も
ま
た
重
ん
じ
ら
れ
る
。
「
ま
こ
と
」
に

根
ざ
す
和
歌
に
は
「
こ
と
あ
り
」
も
お
の
ず
か
ら
こ
も
る
と
さ
れ
る
敵
で
あ
ろ

ぅ
。
「
初
心
の
と
き
は
た
だ
う
ち
む
き
て
、
一
首
さ
は
さ
は
と
理
の
き
こ
ゆ
る

や
う
に
上
む
べ
し
。
」
∴
徹
書
記
物
語
）
と
あ
る
の
も
、
和
歌
に
お
い
て
「
こ

と
あ
り
」
が
重
ん
じ
ら
れ
る
証
で
あ
り
、
そ
の
他
、

歌
と
い
ふ
は
理
を
む
わ
と
し
て
そ
の
う
へ
に
詞
を
か
ざ
る
ペ
し
。
．

（
竹
園
抄
）
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歌
は
和
田
の
風
な
り
。
詞
人
の
耳
に
近
く
心
や
さ
し
く
う
ち
聞
く
に
こ
と
わ

り
聞
え
て
あ
は
れ
を
も
よ
は
す
様
に
よ
ま
ん
と
す
べ
し
と
ば
か
り
ぞ
い
す
こ

め
ら
れ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愚
見
抄
）

．
心
と
い
ふ
は
歌
の
す
が
た
な
り
。
文
理
也
。
ノ
」
の
こ
と
あ
り
は
万
物
の
上
に

輝
り
て
人
の
私
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
れ
は
云
云
。
　
（
新
案
口
伝
）

ト
す
べ
て
歌
の
遠
は
理
事
そ
な
は
れ
り
。
事
と
は
詞
の
遺
な
ら
ん
。

（
水
難
瀬
の
三
義
）

な
ど
と
も
あ
る
。

彿
歌
に
お
け
る
「
こ
と
あ
り
」
　
の
重
視
は
、
表
現
内
容
と
し
て
の
．
「
こ
こ

ろ
」
に
「
こ
と
あ
り
」
を
あ
ら
わ
に
詠
み
あ
げ
る
こ
と
を
ヱ
味
し
な
い
。
「
屋

上
よ
り
門
田
に
か
よ
ふ
秋
風
に
稲
竃
を
わ
た
る
樺
鹿
の
声
」
を
評
し
て
「
是
は

道
理
叶
は
ね
に
は
あ
ら
わ
ど
も
云
云
。
」
　
と
あ
り
、
「
時
雨
降
る
項
に
し
な

れ
ば
棒
先
の
う
は
げ
の
屋
も
先
づ
く
も
り
つ
つ
」
を
評
し
て
「
是
も
道
理
は
あ

り
。
」
と
あ
る
（
先
達
物
堅
。
「
と
し
の
う
ち
灯
春
は
き
に
け
り
」
の
挙
を

評
し
て
「
こ
の
う
た
ま
こ
と
に
淫
つ
よ
く
又
を
か
し
く
も
き
こ
え
て
あ
り
が
た

く
よ
め
る
う
た
な
セ
」
と
あ
り
（
古
来
風
体
抄
）
、
「
偽
り
の
な
き
世
な
り
せ

ば
」
の
歌
を
「
理
の
至
極
す
る
歌
」
　
（
竹
岡
抄
）
と
言
う
（
偽
り
の
の
歌
は
古

今
集
序
に
た
だ
ご
と
歌
と
あ
り
、
和
歌
色
環
に
は
「
ま
さ
し
く
た
だ
し
け
れ
ば

あ
り
の
ま
ま
い
ふ
也
。
」
と
あ
る
。
）
。
こ
れ
ら
の
歌
は
「
こ
と
あ
り
」
が
表

現
内
容
に
あ
ら
わ
で
あ
る
。
襲
撃
主
体
の
心
意
に
認
識
さ
れ
た
「
こ
と
あ
り
」

．
の
あ
ら
わ
れ
で
は
あ
っ
て
も
、
か
か
る
あ
ら
わ
な
あ
ら
わ
れ
方
は
、
あ
ま
り
好
ま

し
い
も
の
と
は
さ
れ
な
い
。
井
蛙
抄
に
、
「
歌
は
誠
を
さ
き
と
す
べ
し
。
た
だ

道
理
に
か
な
ふ
べ
き
よ
し
」
を
教
え
ら
れ
て
「
富
士
の
山
同
じ
婆
の
み
ゆ
る
哉
あ

ー
な
た
お
も
て
も
こ
な
た
お
も
て
も
」
と
詠
じ
、
「
道
理
を
さ
き
と
す
べ
L
と
て

か
や
う
の
事
に
て
け
有
ま
じ
。
」
と
笑
を
招
い
た
話
が
あ
る
。
実
学
事
体
の
心

～
．

イ

ぺ

吾
心
と
し
て
の
「
こ
こ
予
1
．
の
問
恩
を
二
表
現
内
裏
の
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
し
」
し

て
受
け
と
っ
た
こ
と
に
よ
る
誤
り
で
あ
る
。

お
は
か
た
顎
は
、
必
ず
し
も
を
か
し
き
よ
し
を
い
ひ
雪
の
こ
と
あ
り
を
言
ひ

き
ら
む
と
せ
ざ
れ
ど
も
、
も
と
よ
り
詠
歌
と
い
ひ
て
、
た
だ
詠
み
あ
げ
た
る

に
も
打
ち
逝
じ
た
る
に
も
、
何
と
な
く
艶
に
鴻
掴
ま
に
も
き
こ
け
る
こ
と
の

有
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
十
指
伍
抜
）

と
言
う
使
戊
の
こ
と
ば
は
井
蛙
抄
・
玲
兵
家
和
歌
秘
々
口
伝
・
税
目
抄
な
ど
に

引
用
さ
れ
詠
歌
指
南
の
眼
目
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
「
す
．
へ
て
す
こ
し

物
ど
一
は
き
や
う
な
る
が
、
も
の
の
理
を
も
風
情
を
も
い
ひ
尽
さ
む
と
も
せ
で
、

な
び
ら
か
た
る
が
、
い
か
に
も
お
も
し
ろ
く
、
よ
き
歌
に
て
き
こ
ゆ
る
な
る
．
へ

し
。
」
　
二
二
五
記
莞
本
）
　
「
あ
ま
り
に
理
を
た
し
か
に
云
つ
め
た
る
は
、
上
情

と
た
け
高
き
す
示
た
の
少
き
に
や
と
存
也
。
」
　
（
了
俊
一
子
伝
）
　
「
歌
は
う

・
ち
な
が
む
る
に
、
何
と
な
く
詞
つ
づ
き
も
う
た
め
き
、
吟
の
く
だ
り
て
理
を
つ
め

ず
、
閻
文
に
も
や
さ
し
く
も
あ
る
が
よ
き
歌
也
。
」
．
（
清
畠
茶
話
）
な
ど
、
「
こ

と
あ
り
」
の
あ
ち
わ
な
表
現
を
抑
え
て
い
る
。

「
こ
と
あ
り
」
の
あ
ら
わ
な
表
現
を
抑
え
る
の
は
、
和
讃
の
抒
情
的
性
格
に

深
く
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
表
現
内
容
と
し
て
の
「
こ

こ
ろ
」
に
あ
ら
わ
に
表
現
さ
れ
る
よ
シ
な
「
こ
と
わ
わ
」
．
は
浅
環
し
い
も
の
と

す
る
思
惟
が
あ
る
。

ヒ
ト
コ
ト
．
ハ
ニ
オ
ホ
ク
ノ
コ
ト
ワ
＝
二
ソ
コ
メ
、
7
ラ
バ
サ
ズ
シ
テ
フ
カ
キ
心

・
ザ
シ
ヲ
ツ
タ
シ
、
ミ
式
世
ノ
董
オ
ぞ
カ
デ
l
〓
ソ
カ
べ
、
イ
ヤ
シ
キ
ヲ
カ
リ
テ

優
ヲ
ア
ラ
バ
シ
、
オ
p
カ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
チ
タ
へ
ナ
ル
コ
ト
ワ
リ
ヲ
キ
ハ
ム
レ

、
バ
コ
ソ
心
モ
オ
コ
．
ハ
ズ
詞
モ
タ
ラ
ヌ
時
、
是
ニ
テ
恩
ヲ
ノ
べ
、
ワ
ヅ
カ
ニ
三

十
一
字
が
中
ニ
ア
メ
ツ
チ
ヲ
ウ
ゴ
カ
ス
徳
ヲ
グ
シ
、
鬼
神
ヲ
ナ
ゴ
ム
ル
術
ニ

ハ
持
レ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
長
明
無
名
抄
）

一
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的
遠
な
亨
と
わ
り
」
は
所
詮
こ
と
は
で
言
い
お
お
せ
る
も
の
で
な
い
与
す

れ
ば
、
言
外
に
伝
え
る
ほ
か
は
な
い
。
・
こ
の
こ
と
は
、
「
こ
と
わ
り
」
の
表
現

に
つ
い
て
の
み
言
う
の
．
で
は
な
い
。
「
こ
と
あ
り
」
の
認
識
も
ま
た
同
様
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
る
「
こ
と
わ
り
」
の
う
ち
に
、
仏

教
と
の
等
質
性
が
見
出
さ
れ
る
。

三
五
記
鷲
本
に
、
つ
ぎ
の
話
が
あ
る
。
藤
原
俊
成
に
定
家
が
談
の
巷
非
に
つ

い
て
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
俊
成
問
う
「
汝
よ
の
つ
ね
の
も
の
の
遠
望
を
は

し
れ
る
に
や
。
」
。
定
家
等
う
「
げ
に
い
り
た
ち
た
ら
む
法
令
の
糞
理
は
ま
な

は
ず
し
て
は
い
か
で
か
わ
き
ま
ふ
べ
き
。
た
だ
世
上
に
あ
ら
ゆ
る
黒
白
の
や
う

な
る
是
非
は
わ
き
ま
へ
侍
る
。
」
。
俊
成
言
う
「
そ
の
道
理
の
や
う
に
説
を
ば

取
捨
せ
よ
4
」
。
「
む
か
し
も
あ
る
ひ
は
歌
を
よ
ふ
て
田
夫
に
な
が
め
き
か
せ

て
こ
こ
ろ
待
た
り
と
申
し
け
る
を
ば
よ
き
歌
よ
め
り
と
思
ひ
侍
る
た
ぐ
ひ
も
あ

り
L
に
や
。
さ
れ
ば
理
を
も
て
さ
き
と
す
べ
き
な
り
。
」
　
と
話
を
結
ん
で
い

る
。
こ
の
話
は
、
和
歌
に
お
け
る
「
こ
と
あ
り
」
が
世
の
つ
ね
の
鶉
の
括
理
と

異
な
る
も
の
で
な
い
て
と
、
ま
た
、
そ
の
「
こ
と
わ
り
」
が
謹
も
の
拙
絹
し
得

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
　
「
絶
妙
と
い
へ
ば

と
て
＼
人
間
よ
の
常
の
日
用
を
は
な
れ
ず
。
た
だ
人
の
い
ひ
÷
空
一
品
紗
処
な

り
。
」
　
（
緋
雲
口
伝
）
　
「
そ
の
間
の
こ
と
わ
り
は
性
の
つ
ね
に
見
も
し
問
も
す

る
事
物
の
上
に
あ
り
。
」
　
（
水
無
頼
の
王
i
挽
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
訂
．
ハ
名

二
ナ
ガ
レ
タ
男
款
ヨ
ミ
ナ
レ
ド
事
ワ
リ
ヲ
サ
キ
ト
シ
テ
耳
チ
カ
キ
這
ナ
レ
バ
、

7
ヤ
シ
ノ
者
ノ
心
ニ
モ
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
喜
悪
ハ
キ
コ
ユ
ル
ナ
リ
。
」
（
長
明
祭
名
声
）

な
ど
と
も
あ
る
。
精
遠
な
「
こ
と
わ
り
」
は
特
異
な
　
「
こ
と
わ
り
」
　
で
は
な

い
。
「
こ
と
あ
り
」
を
窟
る
の
は
心
眼
、
心
眼
の
冴
え
は
「
ま
こ
と
」
に
走
る

心
の
深
さ
、
属
目
の
景
お
の
ず
か
ら
文
理
を
示
す
。

近
日
の
人
は
風
情
の
め
づ
ら
し
く
摂
あ
り
て
た
く
み
い
だ
し
た
る
を
石
京
王

と
お
も
へ
り
。
さ
ら
に
L
か
ら
ざ
る
等
也
。
風
雲
草
木
の
感
に
つ
け
て
も
、

又
世
間
盛
蓑
な
ど
に
つ
け
て
も
思
い
れ
た
る
を
心
あ
る
と
は
申
な
り
。

（
井
蛙
抄
）

と
あ
る
。
眉
然
∵
社
会
に
恩
を
入
れ
る
と
こ
ろ
に
「
こ
と
わ
り
」
が
観
じ
ら
れ

る
。
「
持
罪
和
歌
之
先
達
、
時
節
之
景
気
、
世
間
之
盛
衰
、
為
細
物
由
、
白
兵

文
芸
一
撃
映
常
可
起
翫
。
誓
涌
」
（
詠
歌
大
概
‥
」
あ
る
の
も
、
「
こ
上

あ
り
」
の
認
識
に
つ
い
て
の
同
意
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
と
わ
り
」

の
か
か
る
認
識
の
場
は
、
r
す
べ
て
世
間
は
こ
と
に
仏
法
の
肝
心
に
て
侍
り
。
そ

の
ゆ
え
は
人
の
こ
こ
ろ
を
た
わ
と
す
る
に
よ
り
て
心
外
軒
別
の
義
を
あ
ら
は

す
。
」
　
（
野
守
鎮
）
と
あ
る
よ
し
に
、
仏
教
の
理
の
認
識
の
場
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
、
訣
人
た
ち
の
、
一
・
般
事
象
認
識
の
仕
方
に
み
ら
れ
る
一
の
傾
向
に

つ
い
イ
し
考
え
よ
う
。

呑
さ
り
秋
く
れ
、
花
散
り
墓
お
っ
。
是
み
な
有
為
転
変
の
こ
と
わ
わ
と
無
常

心
を
綴
じ
、
何
事
に
も
我
と
す
る
等
を
と
ど
め
、
心
の
邪
を
さ
け
、
欲
情
官

話
を
出
れ
、
一
心
の
円
銃
に
向
ふ
時
、
と
も
す
れ
ば
う
か
び
来
る
養
き
世
の
．
ノ

く
さ
ぐ
さ
の
塾
を
心
の
た
ね
と
し
て
、
言
の
萱
に
い
ひ
出
づ
る
を
苦
覇
の
歌

と
名
づ
く
る
也
。
こ
れ
一
心
の
う
へ
の
妄
想
を
は
ら
ひ
て
、
本
来
の
実
地
に

い
た
る
直
路
な
れ
は
、
天
地
も
惑
勤
し
、
鬼
神
も
納
受
す
と
見
え
た
り
。

（
か
り
わ
の
す
さ
み
）

と
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
抱
会
に
考
え
た
い
と
思
う
が
、
「
こ
と
あ

り
」
の
深
層
に
お
け
る
認
識
が
、
い
わ
ゆ
る
飛
花
落
葉
の
哀
感
を
伴
な
う
面
に

お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
限
定
さ
れ
た
方
向
を
看
す
る
「
こ
と
あ
り
」

の
認
許
の
仕
方
は
、
仏
教
思
想
の
呈
亘
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
皐
的
鷺
に
言
え

る
ご
と
く
、
お
の
ず
か
ら
仏
奇
的
琶
悪
に
通
ず
る
も
の
を
看
す
る
日
本
人
の
性

路
に
よ
る
も
の
か
は
容
易
に
は
断
じ
が
た
い
が
、
「
こ
と
あ
り
」
に
お
け
る
和
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謀
と
仏
教
と
の
等
質
性
は
一
軍
明
竜
に
な
る
。

和
訳
と
仏
教
と
の
つ
な
が
り
が
訳
人
た
ち
の
ま
詩
に
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
、

て
、
「
こ
と
わ
り
」
が
重
ん
じ
ら
れ
ー
l
「
こ
と
あ
り
」
の
重
視
は
中
世
文
学

一
般
の
傾
向
で
あ
り
、
栄
の
性
理
の
学
の
影
禅
も
考
え
ら
れ
る
。
「
、

「
こ
と
あ
り
」
に
お
け
る
仏
教
と
の
等
質
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
も
さ
ま

ざ
を
の
相
が
あ
る
∵
勧
学
会
に
お
け
る
和
歌
の
よ
う
に
結
碩
思
想
に
支
え
ら
れ

て
い
る
も
の
は
別
と
し
て
も
、
択
教
歌
の
あ
る
も
の
は
、
表
現
内
容
と
し
て
の

「
．
こ
こ
ろ
」
に
お
け
る
教
理
の
項
薄
な
受
容
に
止
ま
り
、
「
こ
と
わ
り
」
の
認

識
の
内
面
化
と
い
う
点
で
は
未
だ
し
い
。
「
か
た
山
寺
に
こ
も
り
ゐ
て
は
、
た

だ
二
詔
の
道
理
よ
り
外
に
恩
ひ
つ
づ
く
る
こ
と
も
な
し
。
其
の
道
理
を
歌
に
よ

ま
む
と
恩
ひ
け
る
な
る
べ
し
。
」
（
拾
三
倍
C
と
い
う
こ
せ
ば
に
な
る
と
、
一
見
、

仏
教
の
理
が
、
和
歌
の
「
こ
と
あ
り
」
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
ま
た
、
和
歌
の
「
こ
と
わ
り
」
が
仏
教
の
理
を
受
容
し
得
る
深
さ
を
有
す

る
も
の
と
し
て
曹
蒜
蛸
さ
れ
て
い
る
。
煎
心
が
「
和
歌
は
観
念
の
助
縁
と
成
り
ぬ

べ
か
り
け
り
。
」
　
（
袋
草
紙
）
と
言
っ
た
と
い
う
の
は
そ
の
先
程
で
あ
る
。
俊

成
が
古
来
風
体
抄
に
「
こ
れ
は
浮
言
綺
吾
の
た
ほ
ぶ
れ
に
は
似
た
れ
ど
も
、
こ

と
の
ふ
か
き
む
ね
も
あ
ら
は
れ
、
こ
れ
を
縁
と
し
て
仏
の
み
ち
に
も
か
よ
は
さ

む
た
め
五
三
㌢
」
と
言
い
、
「
み
な
此
や
ま
と
歌
の
探
き
頚
に
よ
り
て
、
法
文

の
無
尽
な
る
を
さ
と
り
云
云
。
」
と
言
っ
て
　
l
和
歌
の
「
ふ
か
き
む
ね
」
　
「
決

き
義
」
に
安
心
し
得
た
の
も
、
「
こ
と
あ
り
」
に
お
け
る
仏
教
と
の
等
質
性
を

意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
聖
徳
の
理
を
も
の
べ
無
常
の
心
を
む
つ
ら
ね
て
、
′
　
世
緑
俗
念
を
う
す
く

し
、
名
利
情
執
も
忘
れ
、
風
花
を
見
て
世
上
の
あ
だ
な
る
事
を
知
り
、
雪
月
を

詠
じ
て
軋
町
の
潔
き
理
を
も
さ
と
ら
は
、
仏
道
に
入
る
虹
、
法
門
を
悟
る
便
り

な
る
べ
し
。
」
　
へ
沙
石
集
・
．
岩
波
文
庫
本
）
な
ど
と
説
く
無
住
の
、
言
う
と
こ

ノ

六
の
和
談
の
事
理
が
い
か
に
仏
教
的
に
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
前
稿

「
和
認
陀
羅
尼
の
説
」
に
逮
べ
た
。
「
即
一
枚
霞
の
′
つ
ち
に
法
界
こ
と
ご
と
く

お
さ
ま
る
。
況
や
珊
」
字
に
実
相
の
こ
と
あ
り
き
は
ま
れ
り
。
」
　
（
後
鳥
羽

院
御
集
）
　
「
凡
三
十
〓
十
の
歌
の
詞
姿
は
こ
れ
五
大
所
成
の
仮
身
な
り
。
そ
の

三
十
一
字
の
詞
の
中
に
′
こ
も
る
と
こ
ろ
の
心
を
ば
内
証
真
実
の
心
理
と
申
す
べ

し
。
然
れ
ば
歌
一
首
を
よ
め
ば
一
仏
を
建
立
す
る
に
お
な
じ
。
乃
至
十
首
百
首

よ
め
ら
む
は
十
仏
百
仏
を
作
り
た
ら
む
功
徳
を
得
べ
L
と
ぞ
古
賢
も
申
七
た
ま

へ
る
。
」
　
三
一
五
記
鷺
衆
）
　
「
世
間
出
世
の
道
理
を
三
十
一
字
の
中
に
つ
づ
め

て
衣
票
の
珠
と
心
得
ぬ
れ
ば
、
神
明
仏
陀
の
感
応
こ
と
に
あ
ら
ほ
れ
て
、
往
生

の
素
懐
を
と
け
ず
と
云
専
な
し
。
」
　
（
和
歌
決
秘
抄
）
　
「
こ
れ
則
此
国
の
陀
羅

柁
な
り
。
生
死
を
さ
と
り
、
仏
神
の
感
応
一
代
説
教
の
理
に
葛
発
の
勝
劣
あ
る

べ
か
ら
ず
と
也
。
」
　
（
芝
草
句
内
岩
橋
下
）
な
ど
、
時
代
に
よ
り
歌
人
に
よ
り
、

言
う
と
こ
ろ
の
意
味
に
差
ほ
あ
る
が
、
和
歌
心
と
素
材
と
に
規
制
を
与
え
っ

つ
、
「
こ
と
わ
り
」
に
お
け
る
仏
教
と
の
等
質
性
に
つ
い
て
の
意
識
は
深
め
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
こ
と
あ
り
」
が
、
単
に
仏
教
の
理
の
放
念
的

受
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
あ
。
の
ま
ま
」
を
観
る
「
こ
こ
ろ
」
　
の
深
さ
と
し

て
追
求
さ
れ
て
い
っ
た
、
「
こ
と
あ
り
」
の
内
面
化
と
応
じ
て
い
る
ど
考
え
ら
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れ
る
。群

甲
l
一
叫
口
伝
に
、

所
詮
あ
め
つ
ち
は
じ
ま
り
て
よ
り
こ
の
道
お
こ
れ
り
と
い
ふ
は
古
来
の
先
達

の
詞
な
れ
ど
も
さ
し
て
信
を
と
る
こ
と
重
な
く
て
過
ぎ
に
L
を
、
山
林
修
行

の
の
′
ち
無
事
閑
寂
の
う
ち
に
自
然
に
よ
く
心
得
た
り
。
万
物
の
性
は
不
生
不
l

減
な
り
。
生
滅
に
あ
づ
か
ら
ざ
る
性
、
万
理
を
具
足
せ
り
。
此
一
性
は
天
地

に
さ
き
だ
ち
て
あ
ら
ず
と
い
ふ
時
も
な
く
と
こ
ろ
も
な
し
。
天
地
に
お
く
れ

て
も
ま
た
し
か
な
り
。
是
万
物
の
根
源
な
り
。
和
歌
の
こ
と
わ
り
ま
た
則
こ



れ
に
あ
り
。
天
地
わ
か
れ
て
あ
り
と
い
ふ
は
な
は
（
属
）
相
の
上
の
こ
と
ば

也
。
ヰ
瑞
ど
天
地
あ
ひ
わ
か
れ
陰
陽
た
が
ひ
に
き
ざ
し
て
、
日
月
屋
辰
は
天

に
付
き
山
川
草
木
は
地
に
付
く
な
り
。
日
田
で
て
お
き
日
入
り
て
ふ
し
、
天

地
の
う
ち
に
あ
り
と
し
あ
る
わ
ざ
、
何
頚
か
こ
の
歌
や
担
を
は
な
れ
た
る
や
。

と
あ
る
。
和
歌
の
「
こ
と
あ
り
」
′
が
観
念
的
に
き
わ
め
て
拡
充
せ
し
の
ら
れ
七

い
る
。
そ
れ
は
、

吟
詠
し
て
花
を
あ
は
れ
み
露
を
か
な
し
ぶ
は
既
に
こ
と
ば
に
お
ち
た
れ
は
、

和
歌
の
第
二
（
義
）
門
也
。
歌
の
真
体
龍
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
歌
を
ば
日
本

の
陀
超
尼
（
な
り
）
と
古
人
こ
れ
を
云
へ
り
。
　
（
又
）
神
明
、
仏
陀
、
菩

薩
、
聖
衆
、
こ
れ
に
よ
れ
て
心
ざ
し
を
の
べ
給
へ
る
は
、
（
唯
）
こ
の
決
理

あ
る
に
よ
れ
る
に
こ
そ
あ
ら
め
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
耕
雲
首
伝
）

・
の
ど
と
き
論
を
み
ち
び
く
。
「
さ
さ
め
．
こ
と
」
に
、

窮
用
の
歌
道
は
軒
相
法
身
の
歌
道
の
応
用
也
。
方
便
の
稚
用
お
ろ
そ
か
に
お

も
ふ
べ
か
ら
す
。

と
あ
る
の
も
同
様
の
言
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
は
、
は
や
く
「
先
づ
有
用
の
方

便
に
よ
り
て
終
に
無
相
の
失
望
に
入
る
。
」
　
（
沙
石
環
）
、
さ
ら
に
は
「
よ
り

て
い
ま
散
の
ふ
か
き
み
ち
を
申
す
も
、
空
収
中
乃
三
謡
に
似
た
る
に
よ
り
で
か

よ
は
し
て
し
ろ
し
申
す
な
り
。
」
　
（
古
来
風
体
抄
）
　
「
又
あ
だ
な
る
お
も
ひ
を

い
ひ
は
か
な
き
こ
と
を
か
ざ
り
て
き
し
と
の
心
を
の
ぶ
る
甘
・
こ
れ
権
輿
の
二

教
、
控
仮
中
の
三
諦
也
。
」
　
（
野
守
鎧
）
な
ど
の
言
に
先
舵
を
見
得
る
が
、
し
か

し
、
「
歌
の
真
体
」
　
「
蕪
相
法
身
の
歌
道
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
、
和
歌
に
お
け

る
「
こ
と
わ
り
」
が
、
和
歌
の
「
こ
と
あ
り
」
と
し
て
の
自
主
性
を
も
っ
て
、

．
仏
教
の
理
に
合
一
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
。
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性

も
決
定
的
で
あ
る
。
反
面
、
「
こ
こ
ろ
」
に
対
す
る
「
こ
と
ば
」
の
比
重
は
軽

く
な
り
、
「
こ
と
ば
」
の
形
象
と
し
て
の
和
歌
の
独
自
性
が
あ
や
う
く
さ
れ
る

こ
と
を
免
れ
な
い
。
こ
こ
に
、
仏
教
と
の
つ
な
が
り
に
お
け
る
和
歌
の
意
轟
官

．
定
・
価
値
づ
け
に
観
点
の
転
換
が
待
た
れ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

以
上
、
歌
人
た
ち
の
求
や
た
、
和
歌
と
仏
教
と
の
等
質
性
を
‥
「
こ
こ
ろ
」

「
ま
こ
と
」
　
「
こ
と
わ
り
」
に
即
し
て
考
え
た
。
三
者
は
継
起
的
な
展
開
段
階

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
隠
群
的
に
、
並
在
的
に
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
と

の
等
質
性
に
つ
い
て
の
思
惟
の
決
ま
り
に
つ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
、
．
継
起
的
な
展

開
段
帽
と
し
て
の
面
も
無
く
は
な
い
。
三
者
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ば
兢
憩
的
な
画

で
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
的
な
面
で
体
験
さ
れ
る
「
澄
心
」
も
仏
教

と
の
等
質
性
の
論
に
加
わ
る
。
・
も
と
よ
り
、
和
歌
に
お
い
て
「
こ
と
ば
」
の
有

す
る
意
義
は
大
き
い
り
　
「
こ
こ
ろ
」
を
中
心
に
述
べ
た
本
稿
の
諭
が
、
歌
論
の

取
り
あ
げ
方
と
し
て
か
た
上
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ

は
患
た
、
聖
己
結
語
観
そ
の
も
の
の
樫
に
ひ
そ
む
か
た
よ
り
で
も
あ
ろ
う
。

（
広
島
大
学
皆
契
分
校
）
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