
古
典
学
習
受
容
　
の
　
実
態

-
　
『
徒
然
草
』
教
材
　
の
場
合

一
は
じ
め
に

教
職
に
就
い
て
ほ
ぼ
一
年
を
経
よ
う
と
す
る
今
、
学
門
者
の
古
典
教
材
葦
安

の
実
態
を
と
ら
え
学
習
指
導
の
あ
り
方
を
み
つ
め
直
す
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
を
幸
い
に
、
小
稿
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
Q

古
典
学
習
指
導
に
お
い
て
は
'
言
語
技
能
面
の
指
導
に
と
ど
ま
ら
ず
'
そ
れ

ら
古
典
学
習
に
お
け
る
障
害
を
越
え
て
'
古
典
作
品
を
文
学
と
し
て
味
わ
っ
て

い
く
姿
勢
づ
く
り
の
徹
底
を
図
り
、
古
典
を
読
む
力
と
い
う
も
の
を
「
こ
と
ば
」

の
学
習
と
の
関
連
の
中
で
お
さ
え
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、
私
の
念
願
で
あ

M
Sこ

う
し
た
快
い
に
基
づ
-
実
践
が
ど
こ
ま
で
学
習
者
に
浸
透
し
た
か
に
つ
い

て
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
が
'
今
回
は
特
に
　
『
徒
然
草
』
　
教
材
を
取
り
上
げ

て
'
学
習
者
-
現
代
高
校
生
が
こ
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
受
け
と
め
て

い
る
の
か
と
い
う
享
受
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
合
わ
せ
て
そ
の
学
習
指
導
の
意

義
・
価
値
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

〓
　
学
習
指
導
の
概
要

川
教
材
に
つ
い
て

『
徒
然
草
』
の
学
習
指
導
の
際
扱
っ
た
出
小
段
は
'
教
科
書
(
角
川
書
店
発
行

住
　
　
原
　
　
久
美
子

古
文
1
)
に
採
録
さ
れ
た
'
序
二
五
・
三
二
・
六
〇
・
七
四
・
九
二
・
二

七
・
二
二
七
二
四
二
・
二
1
五
の
計
十
串
段
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
全
章
段
の

内
容
分
類
に
基
づ
い
て
テ
ー
マ
別
に
平
均
的
に
取
り
上
げ
た
も
の
を
序
列
し
た

教
材
化
に
な
っ
て
い
る
o

脚
指
導
口
腔

。
兼
好
の
透
徹
し
た
も
の
の
見
方
・
論
理
的
思
考
・
鋭
く
的
確
な
も
の
の
と

-
ら
え
方
を
つ
か
ま
せ
'
自
己
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
・
と
ら

え
方
を
深
め
、
高
め
さ
せ
る
。

。
兼
好
の
鋭
い
人
間
観
察
・
人
生
認
識
に
つ
い
て
学
び
へ
更
に
自
己
の
人
間

観
・
人
生
観
と
対
決
さ
せ
た
上
で
人
間
性
・
生
き
方
・
人
生
の
問
題
に
つ

い
て
の
洞
察
を
深
め
て
い
か
せ
る
。

.
中
世
の
人
間
達
の
生
き
方
・
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
、
時
代
・
社
会
へ
の

洞
察
を
深
め
へ
　
そ
の
特
質
や
現
代
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
'
更

に
歴
史
の
流
れ
の
中
で
人
間
が
ど
の
よ
う
に
新
し
い
方
向
性
を
見
つ
け

し
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
か
探
る
目
を
も
た
せ
る
。

o
表
現
の
彫
球
や
種
々
の
文
体
の
創
造
性
・
効
果
性
や
思
惟
の
蓄
積
性
を
実

感
と
し
て
受
け
と
め
さ
せ
'
自
己
の
言
語
感
覚
を
磨
か
せ
表
現
の
能
力
や

方
法
を
訓
練
さ
せ
る
。

川
指
導
対
象
・
時
期
・
時
間
数
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第
1
学
年
　
二
ク
ラ
ス
二
l
学
期
～
三
学
期
(
十
1
月
中
旬
～
1
月
下
旬
)

土
8
!
i
3
割

⑳
教
科
喜
採
録
章
段
の
学
習
指
導
の
他
に
'
昌
文
社
発
行
の
『
徒
然
草
』
問

清
集
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
夏
期
休
暇
中
の
補
習
授
業
及
び
第
二
・
三
学

期
の
補
習
授
業
(
い
ず
れ
も
全
員
必
修
)
　
で
各
数
串
段
の
指
導
を
行
な

い
、
夏
期
休
暇
中
及
び
冬
期
休
暇
中
の
宿
題
と
し
て
各
十
茄
段
の
家
庭
学

薗
H
E
E
E
*

三
　
学
習
者
の
享
受
の
実
態

川
調
査
対
象

第
1
学
年
五
ク
ラ
ス
二
二
1
名
(
男
子
1
0
0
名
、
女
子
l
二
1
名
)

・
直
接
指
導
に
当
た
っ
た
の
は
二
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
第
1
学
年
全
体
を
調
査

対
象
と
し
た
。
各
餌
段
の
扱
い
方
・
進
度
等
に
つ
い
て
は
'
残
り
三
ク
ラ
ス
の

指
導
者
と
若
干
の
異
な
り
が
あ
る
。

脚
調
査
方
法
・

『
徒
然
草
』
教
材
学
習
後
の
二
月
上
旬
に
、
西
洋
紙
二
枚
分
に
十
二
項
目
に

つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
な
い
、
読
後
感
想
文
(
八
百
字
以
上
)
を
提

出
さ
せ
た
。
い
ず
れ
も
家
庭
作
業
と
し
た
。

川
「
ア
ン
ケ
1
-
調
査
」
の
内
容
及
び
結
果

提
出
者
　
二
〇
九
名
(
男
子
八
八
名
'
女
子
一
二
1
名
)

①
興
味
・
1
期
心
に
つ
い
て

I
.
.
小
,
サ
;
=
-
骨
一
・
-
0

上
　
　
　
は
蝣
i
*
%
*
1
-

た

二∵∴
女
子
の
興
味
・
間
心
が
男
子
を
上

回
っ
て
い
る
が
、
全
体
の
七
三
%
の

者
が
興
味
・
関
心
が
あ
っ
た
と
し
て

い
る
O
　
そ
の
理
由
と
し
て
多
く
挙
げ

て
い
る
も
の
を
次
に
記
し
て
み
る
。

(
以
下
同
様
)

o
興
味
・
関
心
の
あ
っ
た
理
由
・

・
有
名
な
随
筆
で
兼
好
や
そ
の
思
想
に
関
心
が
あ
っ
た
。

・
現
代
に
も
通
じ
る
考
え
方
に
示
唆
を
受
け
、
内
容
に
興
味
が
あ
っ
た
。

o
興
味
・
関
心
の
な
か
っ
た
理
由

・
内
容
理
解
に
時
間
が
か
か
る
〇

・
興
味
の
も
て
る
段
が
少
な
い
。

6
.
難
易
に
つ
い
て
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dl c　|bl a

大
変
難
し
か
っ
た

難
し
か
っ
た

ま
あ
ま
あ
で
あ
っ
た

難
し
く
な
か
っ
た

難
し
か
っ
た
と
す
る
者
と
ま
あ
ま

あ
で
あ
っ
た
と
す
る
者
は
'
男
女
共

に
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
。

o
難
し
か
っ
た
理
由

・
表
現
の
薬
に
込
め
ら
れ
た
著
者
の
其
意
を
探
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
。

・
助
詞
・
助
動
詞
を
中
心
に
し
た
文
法
が
難
し
か
っ
た
け



o
ま
あ
ま
あ
で
あ
っ
た
理
由

・
平
家
物
語
等
に
比
べ
て
敬
語
表
現
が
少
な
く
'
難
し
い
表
現
も
少
な
い
。

・
自
分
迫
と
関
わ
り
の
深
い
話
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
理
解
し
や
す
い
。

③
理
解
に
つ
い
て

・
理
解
は
で
き
た
が
心
を
打
た
れ
な
か
っ
た
。

・
兼
好
と
は
過
っ
た
考
え
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
実
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
さ

蝣
t
f
い
。

旦
よ
く
わ
か
っ
た

ま
あ
ま
あ
で
あ
っ
た

C
一
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

旦
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た

「 15 I 97~i~8

2" 331103

よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
す
る
者

は
'
全
体
の
1
七
%
で
あ
る
。
◎
の

結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、

内
容
は
決
し
て
易
し
-
な
い
が
理
解

は
で
き
た
と
い
う
者
が
多
数
を
占
め

る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
『
徒
然
草
』
の
文
学
性
に
つ
い
て

勇
互
計

一

　

　

　

　

l

女

④
効
用
・
意
義
に
つ
い
て

a
k
変
優
れ

-
官
て
い
る
と
思
う

文
学
性
の
意
味
内
容
が
わ
か
ら
な

い
と
い
う
者
や
、
比
較
材
料
の
乏
し

さ
を
指
摘
す
る
者
が
多
く
結
果
的

に
e
が
多
く
な
っ
て
い
る
O

Cd

甘
通
で
あ
る
と
思
う

あ
封
引
優
れ
廿
中
#
3

由
・
j
う

・

一

I

 

*

*

'

*

<

∵

、

・

_.._!_上し
34 I 0

26J-53-
20!83溝
46 il36　葱~「許

王
.
 
-
*
 
-
サ
言
1

全
体
の
七
六
%
の
著
が
'
効
用
・

意
義
を
認
め
て
い
る
。

。
優
れ
て
い
る
と
思
う
理
由

・
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
世
の
中
や
人
間
を
眺
め
、
自
己
の
考
え
を
記
し
て

い
る
9

・
文
討
展
開
が
巧
み
で
'
使
用
し
て
い
る
語
が
的
確
で
あ
る
〇

・
内
容
に
応
じ
て
文
体
を
変
え
て
い
る
O

㊥
教
科
容
に
採
鎌
さ
れ
て
い
る
全
十
爺
段
以
外
の
章
段
も
読
ん
で
み
た
い
か
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6
効
用
・
意
義
が
あ
っ
た
と
思
う
理
由

・
兼
好
の
考
え
等
に
示
唆
を
受
け
'
人
間
・
人
生
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
参

考
に
な
っ
た
'

・
廿
の
時
代
の
人
間
の
生
き
方
や
生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
'

。
効
用
・
意
義
が
な
か
っ
た
と
思
う
理
由

a
〓
跳
ん
で
み
た
い

全
体
の
六
九
%
の
者
が
全
文
通
読

へ
の
願
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

-
㌃
票
で
み
た
く
な
い

t

o

 

c

o

　

蝣

<

?

C
O
 
C
O
'
C
O

。
読
ん
で
み
た
い
理
由



・
兼
好
の
思
想
を
も
っ
と
掘
り
下
げ
た
り
'
い
ろ
い
ろ
な
面
を
知
っ
た
り
し

た
い
。

・
共
鳴
す
る
点
が
多
か
っ
た
の
で
も
っ
と
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
見
つ
け
た

_
>

。
読
ん
で
み
た
-
な
い
理
由

・
意
味
を
つ
か
む
の
が
難
し
く
時
間
が
か
か
る
。

・
同
じ
よ
う
な
内
容
で
批
評
が
多
く
お
も
し
ろ
-
な
い
。

①
こ
れ
ま
で
学
習
し
た
古
典
作
品
の
う
ち
へ
　
印
象
的
で
あ
っ
た
作
品
(
興
味
深

か
っ
た
も
の
・
心
ひ
か
れ
た
も
の
)
の
順
位

◎
a
～
e
の
作
品
順
に
学
習
指
導
を
行
な
っ
た
。
b
の
『
平
家
物
語
』
は
1

学
期
後
半
に
二
教
材
を
扱
い
へ
　
残
り
の
二
教
材
を
『
徒
然
草
』
教
材
及
び

俳
句
教
材
の
学
習
後
(
三
月
)
に
扱
っ
た
。

印
象
に
残
っ
て
い
る
順
に
番
号
を
つ
け
さ
せ
、
最
も
印
象
的
で
あ
っ
た

作
品
を
五
点
と
し
へ
　
以
下
四
点
、
三
点
-
と
し
て
換
算
し
た
合
計
を
示
し

た
。

取
引
恥
&
・
山
賊
つ
て
i
'
O
c
:
:
g

最
も
印
象
に
残
っ

忙
イ
八
鹿
_
 
・
匿
慢
;
I
(
瀧
僻
>
_
_
了
以
は
-
>
W
J
R
だ

内
容
が
理
解
し
や
す
く
お
も
し

い
。

話
が
単
純
で
表
面
的
な
お
も
し
ろ

さ
に
終
わ
っ
て
い
る
。

五
作
品
の
中
で
'
『
徒
然
草
』

が
最
も
学
習
者
の
心
に
触
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

歴
史
的
な
展
開
や
当
時
の
武
士
た

ち
の
生
き
方
に
心
ひ
か
れ
る
。

作
品
自
体
に
何
か
重
み
が
あ
る
よ

う
な
気
が
し
'
人
々
の
哀
し
さ
'

優
し
さ
な
ど
に
探
-
感
動
し
た
。

こ
と
ば
の
背
き
が
美
し
-
し
み
じ

み
と
心
に
伝
わ
っ
て
-
る
も
の
が

あ
る
o

敬
語
使
用
が
多
く
内
容
理
解
に
て

ま
ど
っ
た
。

授
業
で
二

げ
な
か
っ

ち軍
に記
と物
つ語
てはたつ
親現のの
し代で教
みに印材
に生象し
くきがか
いる油JK
ssx完

た　O上

作
者
の
真
意
を
読
み
取
る
の

し
い
Q

和
歌
と
は
多
少
な
じ
み
に
-

じ
が
す
る
。

い　//蝣

v*　難

内
容
が
一
番
よ
-
理
解
で
き
、
人

々
の
心
の
動
き
に
感
動
し
た
。

男
女
の
愛
の
種
々
屑
に
興
味
が
も

て
た
。

織
り
込
ま
れ
た
歌
が
効
果
的
で
、

し
み
じ
み
と
し
た
趣
深
い
内
容
だ

っ
た
。

興
味
を
ひ
く
も
の
が
な
く
、
得
る

も
の
も
少
な
か
っ
た
。

恋
の
謡
が
与
く
お
も
し
ろ
-
な

し

226

身
近
な
題
材
を
扱
い

え
を
は
っ
き
り
表
わ

著
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
実
感
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
'
思
わ
ず
自

分
自
身
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ

た
。

以
上
の
よ
う
に
'
学
習
者
は
、
作
品
に
蔵
さ
れ
た
華
過
的
人
間
性
や
日
本
人

的
個
性
'
或
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
み
つ
め
て
生
き
る
こ
と
に
真
剣
に
取
り
組

む
姿
勢
の
見
ら
れ
る
も
の
や
、
言
語
表
現
の
優
れ
た
効
果
性
が
あ
る
も
の
に
興

味
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、
『
徒
然
草
』
を
興
味
あ
る
作
品
と
し



て
選
ん
だ
理
由
を
み
る
と
、
論
理
性
・
思
想
性
を
供
え
、
直
接
自
分
達
の
生
活

に
関
わ
り
を
も
ち
、
魂
に
背
い
て
く
る
内
容
を
も
つ
も
の
や
'
時
代
の
隔
た
り

を
越
え
て
著
者
と
の
対
話
が
で
き
る
も
の
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知

れ
る
。

◎
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
『
徒
然
草
』
十
群
段
の
う
ち
、
よ
り
印
象
に
残
っ
て

い
る
も
の
の
順
位

⑳
印
象
に
残
っ
て
い
る
順
に
番
号
を
つ
け
さ
せ
、
最
も
印
象
的
で
あ
っ
た
章

段
を
十
点
と
L
t
以
下
九
点
'
八
点
-
-
と
し
て
換
算
し
た
合
計
を
示
し

た
。

〔
表
2
〕

段序5
HHH

特
に
心
に
残
っ

て
い
る

環
段
と
へ
　
そ
の
理
山

HI・;、
_#_
汁

段味

圭't'
れ好作く
るのntt
o心全に
11

16

27

告>:.'. /.一・Mi

日
頃
気
づ
か
な
い

点
を
詳
し
-
観
祭

る
。

(
表
1
〕

且
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に

500,;男i
⑤ r(頓位)

624;女】
;ョ_1哩
1124　計
(むi(ォ位).

芸言Hv
い
づ
く
に
も
あ
れ
'
し

ば
し
旅
立
ち
た
る
こ
そ

215142137|117
ags胤724

九
月
二
十
日
の
こ
ろ

輿
菊
固
町
風
矧
僚
酢
i
)

て蟻
の
ご
と
-
に
集
ま
り

て耳
サ
0
-
^
'
o
r
恥
!
<
?
<
J
A
J

を
i
-
-
i
ふ
に

友
と
す
る
に
悪
さ
老

花
は
盛
り
に

心
な
し
と
見
ゆ
る
者
も

平
宜
時
朝
臣
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男
女
の
別
に
よ
っ
て

多
少
の
差
が
見
ら
れ
は

す
る
も
の
の
、
高
得
点

を
占
め
る
前
段
は
'
九

二
・
七
四
・
六
〇
・
一

1
七
段
と
共
通
し
て
い

る
。今

後
'
前
段
選
択
や

童
段
編
成
の
あ
り
方
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
上

で
の
一
助
と
し
た
い
。
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兼
好
独
自
の
物
の
見
方

と
ら
え
方
に
深
く
共

た
o

兼
好
の
庶
民
に
対
す

方
や
社
会
批
判
に
同

き
る
。

意る】鴨

5

11

16

畦田Tk

に舎好
反のの
感入監

枚
に
感
銘
封
受
け
た
。
　
L
J
J
」
物
児

名当いの
時
の
人
の

雰人i
開聞
気矧
にや:

生ひ質
i-.-i王事
2

一昔-J6
23-1
「高一辛でJ

'.:-.・:I.吾..:・.ll..'tl-LI.'.

-11言　皇　・Ii
不た想i　にい氏
鮮めが　なるま

以
上
の
よ
う
に
'
七
四
・
九
二
段
を
多
く
の
者
が
選
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は

学
習
者
自
身
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
問
題
を
含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
六
〇
段
を
選
ん
で
い
る
の
は
'
勿
論
内
容
の
お
も
し
ろ
い
点
も
挙
げ
ら

れ
よ
う
が
、
む
し
ろ
無
欲
で
創
造
力
豊
か
で
自
由
奔
放
に
生
き
て
い
る
僧
都
に

憧
れ
を
い
だ
き
、
不
可
能
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
か
-
あ
り
た
い
と
い
う
願

望
を
各
日
が
も
っ
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
二
七
段
を
選
ん
で
い
る
の

は
、
簡
潔
で
理
解
し
や
す
い
内
容
を
も
つ
点
が
見
逃
せ
な
い
が
、
各
自
の
考
え

る
友
人
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
上
で
の
興
味
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
t
よ
り

碓
か
な
兼
好
の
人
間
像
を
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

〔
表
3
〕
教
科
書
採
鐙
f
t
r
段
以
外
で
興
味
の
あ
っ
た
市
段

188　　44

209　　54

49　　7

3　　71　12

236　　45

87　　3 i

89　18

121　19

1 22　　20

232　31

235　75

238　　80
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1

補
習
や
家
庭
学
習
に
お
い
て
は
内
容
理
解
に
力
点
が
位
か
れ
て
、
鑑
常
に
ま

で
深
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
'
ま
た
各
人
の
読
み
取
り
に
深
浅
の
別
が
あ
る

た
め
、
確
か
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
学
習
者
が
選
び
出
し
た

章
段
及
び
そ
の
選
択
理
由
を
み
る
と
'
い
ず
れ
も
、

・
内
容
の
お
も
し
ろ
さ

・
兼
好
の
思
想
・
精
神
の
深
さ
・
豊
か
さ

・
人
間
・
人
生
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
示
唆

を
含
み
も
っ
た
茸
段
に
ひ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
.

⑨
『
徒
然
草
』
を
学
円
し
て
l
番
卦
-
感
じ
た
こ
と

。
来
好
に
つ
い
て

・
今
の
時
代
・
人
間
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
こ
と
を
何
百
年
も
前
に
書

い
た
偉
大
さ

・
知
識
の
広
さ
や
豊
か
な
人
間
性

・
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
独
自
性

○
作
晶
に
つ
い
て

・
い
ろ
い
ろ
な
立
場
や
角
度
か
ら
見
て
、
種
々
の
こ
と
を
思
う
ま
ま
に
記
し

て
い
る
㌣

・
現
代
に
も
十
分
適
用
す
る
革
え
の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

o
文
節
表
現
に
つ
い
て

・
表
現
方
法
・
表
現
力
の
豊
か
さ

・
説
柑
力
の
あ
る
文
体

。
作
品
か
ら
学
ん
だ
も
の
に
つ
い
て

・
人
間
の
営
み
の
は
か
な
さ

・
本
来
の
人
間
の
姿

・
い
か
に
生
き
る
べ
き
か

・
廿
の
人
の
も
の
の
考
え
方
、
鋭
活
様
式

⑲
『
徒
然
草
』
作
品
の
中
で
特
に
心
に
残
っ
た
言
葉
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序

兼
好
自

身
の
　
教

え
・
戒
め

が
-
i
わ
さ

れ
た
文
'

真
理
を
言

い
当
て
て

い
　
る
　
も

の
へ
　
ま
た

表
現
が
巧

み
で
口
調

の
良
い
文

な
ど
を
多

E

S

S

3

嗣

い
る
。序

・
七

四
・
九
二

二
四
二

段
の
中
か

ら
指
摘
し

て
い
る
者

が
群
を
抜

い
て
多
い

こ
と
が
注

目

さ

れ

る
。

-
-
J
'
㌫
　
　
詰
V
-
J
 
I
リ
】
り
リ

⑪
『
徒
然
草
』
学
習
上
、
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
考
え
て
み
た
か
っ
た
点

賓

画

像

境
・
他
の
作
品
な
ど
)

仏
教
的
無
常
観

兼
好
の
思
想
・
精
神

時
代
背
景
・
社
会
事
情
・
生
活
様
式

何
故
「
徒
然
草
」
を
書
い
た
の
か

人
間
の
生
き
方

抜
粋
部
分
以
外
の
内
容

鎌
倉
時
代
の
宗
教
の
性
格

こ
こ
で
も
や
は
り
学
習

者
が
'
著
者
・
兼
好
を
さ

ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
知
り

た
い
と
郎
い
'
更
に
、
彼

の
思
想
を
よ
り
探
-
探

り
へ
　
自
分
達
の
そ
れ
と
対

応
さ
せ
て
考
え
て
み
た
い

と
願
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
'
中
世
に
生

き
た
人
間
一
般
に
つ
い
て

も
'
よ
り
深
く
知
り
た
い

と
い
う
欲
求
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
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川
「
感
想
文
」
の
分
析
・
考
察

続
い
て
、
提
出
さ
せ
た
1
九
八
(
男
子
八
l

・
女
子
二
七
)
編
の
読
後
感

想
文
を
分
析
・
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
『
徒
然
草
』
教
材
に
接
し
た
学
習

者
が
感
じ
取
っ
て
い
る
も
の
を
探
っ
て
み
た
い
。

感
想
文
の
内
容
に
即
し
て
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
、



o
あ
る
特
定
の
葦
段
を
選
ん
で
、
表
現
さ
れ
た
兼
好
の
思
想
・
精
神
・
生
き
方

な
ど
に
つ
い
て
、
或
は
描
出
さ
れ
た
人
間
・
社
会
・
時
代
性
な
ど
に
つ
い

て
へ
或
は
同
様
な
体
験
・
見
聞
に
つ
い
て
綴
っ
た
も
の
　
(
八
六
編
)

序

段

-

2

　

1

5

段

-

1

　

3

0

段

-

2

　

5

2

段

-

1

　

6

0

段

-

1

6

7

4

段

-

S

　

」

段

　

　

　

目

段

-

5

　

m

段

-

8

　

4

2

段

-

9

1
-
4
段
.
.
.
r
t
　
2
段
・
・
蝣
1
-
1
　
複
数
段
*
*
'
f
-
¥

。
全
章
段
を
通
し
て
、
兼
好
の
人
間
像
、
そ
の
思
想
・
精
神
に
つ
い
て
、
或
は

-
各
自
が
考
え
及
ん
だ
人
間
観
・
人
生
観
に
つ
い
て
、
或
は
文
辞
表
現
に
-
つ
い

て
綴
っ
た
も
の
(
二
二
編
)

・
兼
好
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
-
-
‥
7
0

・
作
品
論
に
力
点
が
置
か
れ
た
も
の
-
4
2

と
な
る
。

以
下
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
概
観
を
記
し
て
い
-
こ
と
に
す

る
。ま

ず
へ
各
章
段
に
即
し
て
感
想
を
綴
っ
た
も
の
を
み
る
と
、
単
に
蔚
段
内
容

の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
直
し
、
発
展
的
に
考
え

を
記
し
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
第
七
四
段
に
関
し
て
、
「
ズ
'
バ
リ
自
分
が

来
好
の
描
い
た
醜
い
人
間
の
姿
に
該
当
す
る
た
め
よ
り
響
-
も
の
が
あ
る
。
こ

こ
で
兼
好
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
な
っ
て
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
生
き
る
上
で
の
心
構
え
と
し
て
持
つ
べ
き
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。
」
　
(

女
)
　
「
私
た
ち
が
今
へ
　
そ
れ
(
変
化
の
理
)
を
自
覚
し
た
と
こ
ろ
で
一
体
何
に

な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
世
は
確
か
に
無
常
で
あ
る
o
　
し
か
し
、
私
た
ち
若
い
者

に
は
そ
の
言
葉
は
ま
だ
不
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
中
略
)
私
は
こ

れ
か
ら
最
後
に
待
っ
て
い
る
ク
死
″
よ
り
も
そ
の
前
に
あ
る
は
ず
の
ク
何
か
″

に
向
か
っ
て
必
死
に
生
き
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
」
　
(
女
)
と
記
し
た
も
の

や
'
現
代
社
会
の
情
勢
批
判
に
続
い
て
'
「
六
百
年
以
上
前
も
現
代
も
人
々
は

同
じ
で
あ
る
。
私
腹
を
肥
や
す
た
め
に
人
々
を
だ
ま
し
'
更
に
は
祖
国
ま
で
を

も
裏
切
る
。
物
質
的
に
は
発
達
し
た
が
精
神
的
に
は
全
然
進
歩
し
て
い
な
い
。

無
常
で
は
な
く
て
無
情
だ
。
」
　
(
罪
)
と
記
し
、
兼
好
の
生
き
た
退
廃
と
窮
乏

の
乱
世
と
'
社
会
的
道
義
の
退
廃
や
物
質
文
明
の
偏
重
を
含
み
も
つ
現
代
と
の

繋
が
り
を
感
じ
と
り
'
心
に
触
れ
た
も
の
を
語
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

・
ま
た
'
・
第
1
三
七
段
に
つ
い
て
は
へ
情
趣
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
だ
け
に
現

代
高
校
生
に
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
'
意
外
に
も
強
い
間

心
を
示
す
著
が
多
か
っ
た
。
共
鳴
・
反
感
の
別
は
あ
る
に
せ
よ
'
兼
好
の
も
の

の
見
方
・
と
ら
え
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「

私
が
一
番
好
き
で
な
い
の
は
こ
の
段
で
し
た
。
別
に
兼
好
が
書
い
た
文
章
が
悪

い
の
で
は
な
く
、
あ
ま
り
に
も
私
の
い
な
か
者
-
さ
さ
を
指
摘
さ
れ
た
の
が
-

や
し
か
っ
た
か
ら
で
す
O
雪
が
ふ
れ
は
一
番
に
足
跡
を
つ
け
た
が
る
O
桜
が
咲

け
ば
1
校
折
っ
て
似
る
。
ま
さ
に
自
分
の
姿
で
し
た
O
」
(
女
)
と
い
う
意
見
も

あ
れ
ば
、
「
自
然
物
に
対
す
る
思
想
に
つ
い
て
共
鳴
し
'
強
く
心
を
ひ
か
れ
た
。

こ
う
い
っ
た
兼
好
の
人
並
み
は
ず
れ
た
J
T
r
然
観
に
ぼ
-
は
感
動
を
覚
え
る
。
」

(
罪
)
　
「
自
然
物
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
見
方
を
兼
好
が
教
え
て
く
れ

た
。
ク
美
″
と
は
こ
れ
だ
/
こ
の
時
が
1
番
美
し
い
/
と
は
全
く
言
え
な
い
と

思
う
.
生
き
て
い
る
す
べ
て
の
物
に
つ
い
て
'
そ
の
1
瞬
1
瞬
に
精
1
杯
生
き

て
い
る
姿
が
美
し
い
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
実
を
壊
し
が
ち
に
私
達
は
な
っ
て

い
は
し
な
い
か
?
鑑
賞
の
態
度
に
も
大
い
に
反
省
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
っ

た
。
」
　
(
女
)
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
「
物
の
生
命
が
は
か
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
こ
そ
完
全
な
美
し
き
よ
り
も
不
完
全
な
美
し
さ
の
方
に
'
本
来
の
美
と
い

230



う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
」
　
(
女
〕
と
と
ら
え
、
無
常
観
が
庶

流
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
っ
て
い
る
者
も
い
る
。

続
い
て
、
全
章
段
を
通
し
て
兼
好
に
焦
点
を
当
て
て
感
想
を
綴
っ
た
も
の
を

紹
介
す
る
。
彼
の
人
間
性
・
思
想
を
肯
定
・
礼
讃
す
る
者
と
否
定
・
批
判
す
る

著
の
二
者
に
大
き
く
分
か
れ
る
が
、
前
者
は
、
そ
の
観
察
の
的
確
さ
'
感
じ
方

・
考
え
方
の
探
さ
・
鋭
さ
・
新
鮮
さ
・
力
強
さ
・
情
味
と
い
っ
た
も
の
と
同
時

に
、
素
材
の
藍
か
さ
'
ユ
ー
モ
ア
の
本
質
'
表
現
の
簡
潔
美
へ
　
描
写
の
鮮
や
か

さ
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
へ
の
共
感
を
語
っ
て
い
る
。
1
方
へ
後
者
に
は
'

兼
好
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
付
着
し
て
い
る
理
屈
っ
ぽ
さ
・
偏
見
を
指
摘

し
、
自
己
告
白
性
の
稀
薄
さ
・
傍
観
者
的
姿
勢
に
対
し
て
不
満
を
示
し
へ
無
常

杭
や
閑
店
求
道
へ
の
志
向
を
1
種
の
社
会
的
現
実
か
ら
の
逃
避
と
見
て
、
自
分

達
に
は
無
用
の
も
の
と
し
て
い
る
者
が
少
な
-
な
い
。
こ
う
し
た
指
摘
か
ら

は
'
逆
に
'
学
習
者
が
今
の
自
分
達
の
立
場
で
『
徒
然
草
』
を
読
み
へ
　
自
分
達

の
生
活
感
覚
に
対
比
さ
せ
て
受
け
と
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
せ
る
の

で
あ
る
が
、
以
下
主
だ
っ
た
意
見
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
あ
る
意
味
で
人
間
の
良
き
理
解
者
で
あ
る
と
思
う
。
い
か
に
兼
好
が
人
間

と
い
う
も
の
を
探
-
み
つ
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
兼
好
は
人
間

の
た
わ
い
も
な
い
動
作
ひ
と
つ
に
も
間
心
を
持
ち
、
広
い
視
野
で
そ
れ
を
観
察

し
'
何
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
-
自
分
の
ほ
し
い
ま
ま
に
表
現
し
て

い
る
。
」
(
女
)
　
「
下
級
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
兼
好
に
と
っ
て
世
俗
で
の
出
世

に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
'
出
家
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
社
会

的
身
分
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
'
多
-
の
貴
族
と
つ
き
あ
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
兼
好
の
考
え
方
は
、
そ
ん
な
人
々
と
の
つ
き
あ
い
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
人

間
の
側
面
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
っ
た
も
の
だ
と
思
う
。
」
　
(
男
)

と
い
っ
た
意
見
や
、
更
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
'
「
兼
好
は
孤
独
で
寂
し
か

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
無
常
観
に
た
え
き
れ
ず
'
少
し
の
問
に
で
も
自
分

の
物
を
残
し
た
-
て
随
筆
を
書
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
鎌
倉
期

に
生
き
た
1
人
の
人
間
と
し
て
'
人
間
味
あ
ふ
れ
る
人
と
し
て
、
親
し
み
を
感

じ
ま
し
た
。
」
　
(
刀
)
　
「
兼
好
が
作
品
に
記
し
た
仏
教
的
な
悟
り
の
言
薬
は
'

他
な
ら
ぬ
自
分
n
身
に
言
い
き
か
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
人
間
の
愛
情
を
仏
教
的
な
立
場
か
ら
否
定
は
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の

人
は
だ
れ
よ
り
も
人
間
の
愛
情
と
い
う
も
の
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
」
　
(
女
)
な
ど
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
'
「
自
分
は
絶
対
に
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
と
こ
ろ
や
'
趣
味
の
お
し
つ
け
の
よ
う
に
思
え
る
と
こ
ろ
も
好
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
」
(
女
)
　
「
あ
ま
り
の
人
間
理
解
の
完
壁
さ
に
よ
っ
て
何
と
な
く
説
教

じ
み
た
感
じ
が
す
る
。
」
(
女
)
　
「
直
接
政
治
に
か
か
わ
っ
て
は
い
な
い
o
直
接

生
活
に
か
か
わ
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
が
欠
点
で
あ
る
。
(
中
略
)
あ
く
ま
で

も
第
三
者
と
い
う
立
場
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
冷
静
に
あ
の

よ
う
な
こ
と
が
書
け
る
の
だ
と
思
う
己
(
刀
)
と
い
う
批
判
的
意
見
も
多
い
の

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
擁
護
の
意
見
も
み
ら
れ
る
。

「
む
ろ
ん
自
分
円
身
で
そ
れ
を
実
行
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
'
世
の
中
の

動
き
を
み
て
も
そ
れ
は
理
想
論
に
終
わ
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
私
は
そ
れ
で
い
い

と
思
う
。
兼
好
は
文
学
者
と
し
て
文
辞
で
世
の
中
に
訴
え
た
の
だ
か
ら
立
派
だ

と
思
っ
た
。
」
(
女
)
　
「
人
間
ど
う
し
闘
争
心
を
持
っ
た
り
い
が
み
あ
っ
た
り
し

て
い
て
、
普
通
の
人
は
主
体
性
を
失
っ
て
操
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
だ
か
ら
'
1
段
上
の
離
れ
た
立
場
で
社
会
や
人
間
を
見
通
し
、
物
事

の
本
質
を
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
貴
重
な
能
力
だ
と
思
う
。
」
(
女
)
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続
い
て
、
作
品
論
に
力
点
が
置
か
れ
た
も
の
を
紹
介
す
る
。
全
体
を
見
通
し

て
、
「
世
を
捨
て
た
人
々
の
多
く
が
自
然
に
向
か
っ
て
い
く
の
に
、
役
ひ
と
り

が
人
間
に
向
か
っ
て
人
間
の
色
々
な
面
を
兄
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
'

各
段
を
読
ん
で
'
あ
る
段
で
は
な
つ
か
し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
'
あ
る
段

で
は
人
間
の
哀
れ
さ
を
思
い
'
ま
た
あ
る
段
で
は
お
も
わ
ず
笑
い
が
こ
み
上
げ

る
よ
う
な
お
か
し
さ
に
接
し
'
更
に
あ
る
段
で
は
身
の
ひ
き
し
ま
る
よ
う
な
思

い
を
畢
見
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
か
ら
受
け
る
感
銘
が
き
わ
め

て
多
様
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
-
し
か
も
へ
同
じ
な
つ
か
し
さ
'
哀
れ
さ
'
・

お
か
し
さ
と
い
っ
て
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
で
違
っ
た
感
じ
を
受
け
た
。
」
(
女
)

と
記
し
た
者
や
'
「
ど
の
段
に
お
い
て
も
無
常
観
は
感
じ
ら
れ
ま
す
が
、
私
の

好
き
な
段
は
、
無
常
観
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
世
の
中
の
状
況
を
悲

し
み
嘆
き
そ
れ
が
感
傷
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
o
そ
し
て
嫌
い
な
段
は
'

無
常
観
が
感
傷
性
か
ら
脱
し
て
無
常
こ
そ
現
実
の
姿
な
の
だ
と
冷
た
く
私
に
迫

っ
て
く
る
も
の
で
す
。
」
(
女
)
と
、
い
わ
ゆ
る
詠
嘆
的
無
常
観
か
ら
自
覚
的
無

常
観
へ
の
串
段
間
の
推
移
を
つ
か
み
と
っ
て
い
る
者
も
い
る
。

作
品
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
ほ
'
「
人
間
に
向
か
っ
て
訴
え
て
い
る
文
学
」

(
女
)
　
「
い
つ
の
世
に
も
共
通
す
る
人
間
の
弱
い
面
や
'
陥
り
や
す
い
面
な
ど

を
鋭
く
と
ら
え
て
読
者
に
教
え
さ
と
す
'
そ
ん
な
威
厳
の
あ
る
、
1
校
の
人
生

論
」
(
女
)
「
仏
教
的
思
想
に
萄
づ
い
て
作
老
来
好
が
持
ち
あ
わ
せ
の
鋭
い
観
察

力
と
豊
か
な
語
学
力
に
も
の
を
言
わ
せ
て
多
角
的
に
描
い
た
『
理
想
の
人
間
像
』

を
一
冊
に
集
約
し
た
物
」
　
(
男
)
　
「
年
を
と
り
常
識
的
な
こ
と
に
つ
い
て
頚
に

す
ん
な
り
入
っ
て
い
る
こ
と
を
'
と
て
も
適
切
な
例
で
印
象
深
く
書
き
表
し
て

い
る
。
」
(
女
)
　
「
作
品
は
兼
好
自
身
で
は
な
い
。
彼
が
日
常
の
生
活
体
験
か
ら

抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
葉
で
あ
る
。
」
(
男
)
な
ど
'
さ
ま
ざ
ま

な
考
え
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
作
品
評
価
と
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
、
「
こ
の
作
者
の
い
う
無

常
観
は
、
時
代
を
越
え
て
現
代
の
我
々
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
こ
の
『
徒
然
草
』
は
並
の
随
筆
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
『
思
想
の
教
科

雷
』
の
よ
う
だ
と
思
え
て
く
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
鎌
倉
時
代
の
思
想
が
現

代
に
お
い
て
理
解
さ
れ
何
か
を
教
え
る
と
い
う
の
は
'
兼
好
と
い
う
人
の
亨
見

方
の
客
観
性
が
す
ば
ら
し
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
、
す
ご
い
と
い
う
感
じ
を
通
り

越
し
て
恐
い
と
い
う
感
じ
さ
え
草
誉
Q
o
」
(
刀
)
　
「
六
百
年
前
の
日
本
は
今
と

は
全
く
追
っ
た
社
会
の
し
く
み
を
も
つ
時
代
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
に
生
き
て
い

た
兼
好
の
考
え
は
、
長
い
間
多
-
の
人
々
の
生
き
方
に
影
野
を
与
え
た
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
は
民
主
主
菜
の
世
に
な
っ
た
現
代
に
生
き
る
僕
ら
に
さ
え
古
く
さ

さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
O
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
段
に
お
い
て
必
ず

な
る
ほ
ど
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
兼
好
の
命
は
肉
体
が
滅
ん
だ
径

も
ず
っ
と
人
類
の
続
-
限
り
人
類
と
共
に
生
き
続
け
て
い
-
よ
う
な
気
が
す

る
。
」
(
罪
)
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
価
値
を
高
-
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
こ
の
作
品
か
ら
僕
達
が
何
を
学
ぶ
か
と
い
う
と
、
内
容
か
ら
は
何
も
心
を
う

つ
も
の
が
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
O
今
日
で
は
'
仏
教
は
管
理
化
社
会
に
お

い
て
社
会
生
活
の
表
面
に
出
て
-
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
人
間
の

心
の
氏
に
流
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
仏
教
だ
と
言
っ
て
も
、
今
の
時
代
は
そ
れ

を
す
ら
否
足
し
ま
す
。
鎌
余
時
代
に
で
も
戻
っ
て
そ
の
当
時
の
生
活
に
ふ
れ
て

こ
そ
『
徒
然
草
』
の
内
容
を
理
解
で
き
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
」
　
(
刀
)
の
よ

う
に
、
否
定
的
に
と
ら
え
る
者
も
い
る
。

茄
段
間
の
矛
盾
に
つ
い
て
ふ
れ
た
著
も
多
い
が
'
そ
う
し
た
点
を
踏
芋
見
て

批
判
の
目
を
向
け
る
者
と
、
矛
盾
が
存
在
す
る
原
因
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
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肯
定
す
る
著
と
に
分
か
れ
る
。
後
者
の
意
見
と
し
て
は
'
「
各
"
i
-
T
段
に
表
わ
れ

て
い
る
兼
好
の
心
境
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
(
中
略
)
こ
れ
は
何
が
も
た
ら
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
々
の
多
種
多
様
な
変
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
ろ
う

か
。
だ
と
し
た
ら
'
兼
好
は
よ
り
我
々
と
同
種
の
人
間
に
近
-
な
る
よ
う
だ
o
J

(
男
)
　
「
僕
は
学
習
前
は
'
何
か
1
本
す
じ
の
通
っ
た
道
理
を
災
め
た
よ
う
な

徒
然
草
を
期
待
し
た
が
へ
　
こ
れ
は
ま
ち
が
い
だ
っ
た
O
　
(
中
略
)
あ
る
時
に
は

仏
道
を
す
す
め
'
1
方
で
は
女
色
を
す
す
め
る
o
 
I
何
の
約
束
も
な
-
書
き
つ

け
た
文
章
に
現
わ
れ
た
の
は
、
人
間
吉
田
兼
好
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
思
う
。
」
(
刀
)

「
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
か
に
兼
好
が
世
の
中
の

あ
り
さ
ま
に
愛
着
と
関
心
を
寄
せ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
」
(
女
)
と
い
っ
た
も

の
が
あ
る
。

更
に
、
作
品
を
通
し
て
そ
の
人
間
理
解
・
人
生
認
識
の
深
さ
に
触
れ
、
人
間

性
の
追
求
、
自
己
の
将
来
・
人
生
へ
の
洞
察
、
自
己
確
立
の
欲
求
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
著
も
多
い
。
「
い
ず
れ
に
し
て
も
読
む
う
ち
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
生

き
方
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
、
毎
日
を
何
と
な
-
過
ご
し
て
い

る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
若
い
こ
と
に
ま
か
せ
て
'
私
た
ち
は
時
間
の
有
限
な

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
す
る
べ
き
こ
と
を
な
-
し
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

に
ぶ
つ
か
っ
て
精
神
的
に
も
っ
と
大
き
く
な
ろ
う
と
思
う
O
そ
し
て
、
1
日
一

日
を
真
剣
に
生
き
ら
れ
た
ら
へ
す
る
こ
と
な
ん
で
も
一
生
懸
命
で
き
た
ら
t
　
と

思
う
。
そ
の
た
め
に
も
'
自
分
自
身
の
欠
点
を
も
っ
と
み
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
(
女
)
　
「
人
間
の
本
質
は
決
し
て
時
代
や
社
会
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
と
感
じ
た
。
武
者
小
路
実
篤
の
『
馬
鹿
1
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
そ

の
中
で
馬
鹿
1
が
『
生
き
て
い
る
内
に
有
名
に
な
る
よ
り
'
千
年
後
に
世
界
1

の
人
間
に
な
る
方
を
僕
は
望
ん
で
い
る
』
と
い
う
所
が
あ
る
が
、
兼
好
の
事
を

考
え
て
初
め
て
こ
の
文
の
意
味
が
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
う
o
今
供
た
ち
が
ど

れ
ほ
ど
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
お
と
な
に
な
っ
て
か
ら
出
世
し
た
と
こ
ろ
で
へ
そ

の
栄
光
は
自
分
だ
け
の
も
の
で
、
長
く
て
も
百
年
も
杭
-
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

を
考
え
る
と
、
何
の
た
め
に
自
分
は
生
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と

が
あ
る
。
」
(
刀
)
な
ど
で
あ
る
9

こ
の
他
に
、
作
品
口
体
の
も
つ
成
長
の
可
能
性
に
触
れ
て
、
「
歳
を
経
て
だ

ん
だ
ん
人
生
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
て
き
た
ら
'
そ
れ
に
つ
れ
て
ま
た
徒
然
草

の
読
み
味
も
変
わ
っ
て
い
-
よ
う
な
気
が
す
る
.
」
(
女
)
「
人
生
経
験
も
知
識

も
何
も
か
も
乏
し
い
私
に
と
っ
て
当
代
随
一
の
教
養
人
と
い
わ
れ
た
兼
好
法
師

の
思
想
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
3
所
詮
は
」
ハ
百
年
以
上
も

前
の
話
だ
と
簡
単
に
片
づ
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
も
し
十
年
'
何
十
年
先

に
'
私
が
も
っ
と
お
と
な
に
な
っ
た
時
に
ま
た
違
っ
た
感
じ
方
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
な
と
思
っ
た
。
」
(
女
)
と
記
し
て
い
る
者
も
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
興
味
内
容
や
作
品
の
読
み
取
り
の
姿
勢
や
内
容
把
捉
の
程

度
に
質
的
差
遣
が
認
め
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
著
が
本
気
に
な
っ

て
教
材
と
接
し
'
そ
こ
か
ら
つ
か
み
と
り
考
え
た
も
の
を
率
直
に
表
わ
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
感
想
文
か
ら
へ
こ
の
教
材
が
'
学
習
者
と
古
典
作
品
と
の
間
に

存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ず
れ
を
克
服
L
t
創
造
さ
れ
た
価
値
の
世
界
を
直
観
的

に
把
握
し
批
判
的
に
摂
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
力
を
打
ち
、
古
典
と
の
間
の

承
離
の
取
り
戻
し
を
十
分
可
能
に
し
糾
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
感
を
深
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

"
-
-
f
=
に
"
.
.
-
^
'
蝣
-
蝣
J
-
i
i
恥
鴨
・
・
Z
心
i
'

'
-
*
-
つ
て
泊
-
A
ら
れ
る
と
い
う
過
応
汁

の
画
や
'
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
意
識
を
喚
び
即
ま
す
と
い
う
国
語
教
育

的
枚
能
の
面
か
ら
み
て
も
'
人
格
形
成
・
人
間
形
成
に
お
い
て
衷
要
な
時
期
に
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あ
る
高
校
生
に
与
え
る
教
材
と
し
て
'
こ
の
『
徒
然
草
』
が
も
つ
意
義
・
価
値

は
非
常
に
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

四
　
お
わ
り
に

現
代
高
校
生
が
、
古
典
文
学
と
し
て
『
徒
然
草
』
作
品
を
ど
う
と
ら
え
て
い

る
か
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
当
初
の
目
的
か
ら
は
、
な
お
程
遠
い
結
果
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
反
省
さ
れ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
事
項
の
不
附
や
、
調
査

結
果
・
読
後
感
想
文
の
分
析
・
考
察
が
一
面
的
な
も
の
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
'
残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
。

『
徒
然
草
』
と
い
う
文
学
作
品
を
、
そ
し
て
各
畢
段
を
'
ど
う
と
ら
え
ど
う

指
導
し
て
い
く
か
と
い
う
問
題
は
、
常
に
問
い
正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
で
あ
る
が
'
今
後
へ
　
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
や
感
想
文
に
綴
ら
れ
た
も
の

を
踏
ま
え
て
'
実
践
に
役
立
て
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
今
回
の
こ
の

報
告
を
良
い
反
省
材
料
に
し
'
踏
み
台
と
し
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し

の
中
で
、
古
典
学
習
指
導
の
あ
り
方
を
さ
ま
ざ
ま
に
問
う
て
い
き
た
い
と
の
決

意
を
新
た
に
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
(
兵
庫
県
立
相
生
高
等
学
校
教
諭
)
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