
仏
の
、
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
お
き
た
ま
へ
る
御
法

も
、
方
便
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
悟
り
な
き
者
は
、
こ
こ
か
し

こ
違
ふ
疑
ひ
を
お
き
つ
く
く
な
ん
、
方
等
経
の
中
に
多
か
れ
ど
、

言
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
つ
旨
に
あ
り
て
、
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔

た
り
な
む
、
こ
の
、
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り
け（１）

る
。
よ
く
言
へ
ば
、
す
べ
て
何
ご
と
も
空
し
か
ら
ず
な
り
い
や
。

右
は
、
『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
中
で
、
光
源
氏
が
養
女
玉
鬘
に
語

り
聞
か
せ
る
と
い
う
設
定
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
物
語
論

の
最
終
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
作
者
紫
式
部
は
仏
教
の
教
説
を
も
ち

は
じ
め
に

蛍
巻
物
語
諭
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
位
置
づ
け
Ｉ
「
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」
新
釈
Ｉ

（
２
）

だ
す
こ
と
で
論
を
結
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
に
表
れ
た
仏
教
思
想
は
、

物
語
論
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

本
居
宣
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
た
て
て
中
世
以
来
の
儒
仏

的
立
場
に
よ
る
『
源
氏
物
語
』
理
解
を
排
撃
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、

蛍
巻
の
物
語
論
で
論
じ
ら
れ
た
物
語
創
作
の
動
機
に
つ
い
て
、
儒
教

的
も
し
く
は
仏
教
的
な
教
誠
を
め
ざ
す
と
す
る
見
方
は
急
速
に
支
持

者
を
失
う
に
至
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
右
の
論
述
に
つ
い
て
も
、

物
語
を
仏
教
の
唱
導
を
図
る
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
と
す
る

旧
説
は
否
定
さ
れ
、
仏
教
の
教
説
の
論
理
を
借
り
る
こ
と
で
物
語
論

の
そ
れ
ま
で
の
論
述
を
補
い
、
論
の
享
受
者
の
理
解
を
た
す
け
よ
う

（
３
）

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。

佐
藤
勢
紀
子

日本思想史学29<1997> Io6



そ
う
し
た
見
方
の
一
つ
の
典
型
を
な
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
蛍
巻

の
物
語
論
が
『
法
華
経
』
の
三
周
説
法
の
型
を
ふ
ま
え
て
論
じ
ら
れ

（
４
）

て
い
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
花
烏
余
情
』
が

帯
木
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
論
法
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
と
同

様
に
、
蛍
巻
物
語
論
も
仏
典
で
い
う
法
説
、
髻
瞼
説
、
因
縁
説
の
三

周
説
法
の
形
式
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
右
の
仏
教
教
説
を
用
い
た
部

分
は
そ
の
う
ち
の
髻
瞼
説
に
あ
た
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に

よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
の
論
述
は
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
論
の
本
論
（
法
説
）

を
支
え
る
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
仏
教
の
教
説
は
、
物
語
論
の

論
理
を
補
強
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

筆
者
も
、
基
本
的
に
は
そ
う
し
た
見
方
に
異
論
は
な
い
・
後
述
す

る
よ
う
に
、
こ
の
部
分
の
論
述
が
前
段
ま
で
の
論
述
を
裏
付
け
補
う

機
能
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
は
、
少
な
く
と
も
仏
教
教
説
そ
の
も
の
の
唱
導
で
は
な
い
・

問
題
は
、
現
在
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
仏
教
的
教
誠
色
は
み
と
め
ら

れ
な
い
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
述
の

一
部
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
大
き
く
矛
盾
す
る
解
釈
が
広
く
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
な
む
、

こ
の
、
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り
け
る
」
と
い
う
一
節

の
解
釈
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
一
節
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
を
物
語
論
全
体
の

論
理
構
造
に
て
ら
し
て
再
検
討
し
、
新
た
な
解
釈
の
仕
方
を
提
示
す

ま
ず
、
前
掲
の
仏
教
教
説
提
示
部
分
に
至
る
ま
で
の
物
語
論
の
構

成
を
た
ど
り
、
こ
の
物
語
論
に
一
貫
す
る
論
点
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
。

蛍
巻
の
物
語
論
を
と
り
あ
げ
て
考
察
の
対
象
と
す
る
場
合
、
場
面

設
定
や
登
場
人
物
の
人
間
関
係
の
把
握
が
重
要
で
あ
る
と
み
る
立
場

か
ら
、
光
源
氏
の
物
語
談
義
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
導
入
部
分

や
余
論
の
部
分
ま
で
含
め
て
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
方
法
の
有
効
性
は
認
め
る
が
、
こ
こ

で
は
、
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
る
た
め
に
考
察
の
範
囲
を
し
ぼ
り
、

源
氏
が
玉
鬘
を
相
手
に
行
っ
た
一
連
の
物
語
談
義
の
部
分
の
み
を

「
物
語
論
」
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

最
初
に
、
あ
え
て
源
氏
の
発
言
の
部
分
は
伏
せ
て
、
そ
の
枠
組
み

だ
け
を
示
す
。
物
語
論
の
各
部
分
に
お
け
る
源
氏
の
論
調
を
把
握
す

る
た
め
で
あ
る
。

殿
も
、
こ
な
た
か
な
た
に
か
か
る
物
ど
も
の
散
り
つ
つ
、
御

目
に
離
れ
ね
ば
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
蛍
巻
物
語
論
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
な
展
望
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
〈
虚
〉
か
〈
実
〉
か
Ｉ
物
語
論
の
論
点
Ｉ
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と
、
物
語
を
い
と
わ
ざ
と
の
事
に
の
た
ま
ひ
な
し
つ
。

こ
の
よ
う
に
、
源
氏
の
物
語
談
義
は
、
地
の
文
の
存
在
に
よ
っ
て

Ａ
～
Ｄ
の
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
Ｂ
と
Ｃ
の
間
の
括
弧
内
の

発
言
は
、
聞
き
手
の
玉
鬘
の
も
の
で
あ
る
。

Ａ
と
Ｃ
の
発
言
は
比
較
的
短
く
、
い
ず
れ
も
論
者
で
あ
る
源
氏
み

と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。

と
の
た
ま
へ
ば
、
「
げ
に
い
つ
は
り
馴
れ
た
る
人
や
、
さ
ま

ざ
ま
に
さ
も
酌
み
は
く
ら
む
。
た
だ
い
と
ま
こ
と
の
事
と
こ
そ

思
う
た
ま
へ
ら
れ
け
れ
」
と
て
、
硯
を
押
し
や
り
た
ま
へ
ば
、

と
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
ま
た
、

ず
か
ら
の
笑
い
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
Ａ
は
、
物
語
に
心
を
奪
わ
れ

書
写
に
熱
中
し
て
い
る
玉
鬘
へ
の
か
ら
か
い
の
発
言
で
あ
る
。
物
語

を
「
す
ず
ろ
ご
と
」
と
断
じ
る
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「
こ
こ
ら
の
中

に
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
Ｃ
は
、
直

前
の
玉
鬘
の
反
発
に
応
じ
て
、
Ａ
と
は
逆
に
物
語
賞
讃
に
転
じ
た
も

の
で
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
」

と
い
う
発
言
は
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
正
史

、
、
、
、

で
は
な
く
物
語
に
こ
そ
「
道
々
し
く
く
は
し
き
事
」
が
あ
る
と
い
う

論
の
常
識
は
ず
れ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
笑
い
を
と
も
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
物
語
は
「
た
だ
い
と
ま
こ
と
の
事
」

と
む
き
に
な
っ
て
抗
弁
す
る
玉
鬘
の
矛
先
を
冗
談
半
分
の
大
仰
な
物

言
い
で
か
わ
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
Ａ
と
Ｃ
は
、
一
方
で
は
物
語

と
そ
の
熱
狂
的
享
受
者
と
し
て
の
玉
鬘
を
必
要
以
上
に
お
と
し
め
、

ま
た
一
方
で
は
極
端
に
も
ち
あ
げ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的

に
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
源
氏
の
玉
鬘
へ
の
屈
折
し
た

思
い
を
反
映
し
た
、
誇
張
の
多
い
発
言
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て

共
通
し
て
い
る
。

残
る
Ｂ
と
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
や
Ｃ
の
四
～
五
倍
ほ
ど
の
ま
と
ま

っ
た
分
量
も
あ
り
、
源
氏
が
や
や
真
顔
に
な
っ
て
物
語
の
本
質
に
つ

い
て
持
論
を
披
瀝
し
て
い
る
も
の
で
、
物
語
論
の
実
質
的
な
部
分
を

構
成
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
し
く
は
次
節
で
検
討
す

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
主
旨
を
あ
え
て
一
言
で
い
う
な
ら
、
Ｂ
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は
物
語
の
魅
力
を
認
め
た
上
で
の
消
極
的
擁
護
論
、
Ｄ
は
玉
鬘
か
ら

の
反
撃
に
応
じ
て
の
、
物
語
の
積
極
的
顕
彰
論
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
か
ら
Ｄ
へ
の
論
の
展
開
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

前
掲
Ａ
の
「
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む
」
と
い
う
発
言
が
、
こ
の

物
語
論
に
一
貫
す
る
論
点
を
提
示
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

Ａ
ま
こ
と
は
い
と
少
な
か
ら
む

↑

Ｂ
い
つ
は
り
ど
も

そ
ら
ご
と
を
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
だ

す
ら
む↑

（
い
と
ま
こ
と
の
事
）

↑

，
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ
そ
な
け
れ

こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し

ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ
て

な
む
あ
り
け
る

す
べ
て
何
ご
と
も
空
し
か
ら
ず
な
り
い
や

源
氏
の
物
語
談
義
が
始
ま
る
前
の
部
分
の
、
玉
鬘
の
物
語
へ
の
熱

中
ぶ
り
を
描
い
た
条
に
、
玉
鬘
の
心
中
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
「
ま

こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
物
語
論
は
お

の
ず
か
ら
そ
の
疑
問
に
応
じ
て
、
様
々
な
解
答
の
あ
り
よ
う
を
次
々

に
示
し
て
み
せ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
物
語
を
「
ま
こ
と
は

い
と
少
な
か
ら
む
」
と
評
し
「
い
つ
は
り
ど
も
」
と
決
め
つ
け
て
い

た
の
が
、
玉
鬘
の
「
ま
こ
と
の
事
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
「
ひ
た

ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
：
…
・
」
と
方
向
転
換
し
、
最
後

に
は
仏
教
の
教
説
を
引
い
て
「
何
ご
と
も
空
し
か
ら
ず
」
と
、
一
見

最
初
と
は
正
反
対
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
語
を

「
そ
ら
ご
と
」
あ
る
い
は
「
い
つ
は
り
」
と
と
ら
え
る
見
方
と
、
さ

に
あ
ら
ず
と
す
る
見
方
が
相
接
し
て
示
さ
れ
て
い
て
矛
盾
が
あ
る
が
、

源
氏
の
本
意
が
い
ず
れ
に
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
後
者
に
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
物
語
論
の
後
半
（
Ｄ
）
の
部

分
は
語
ら
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
の
見
方
が

必
ず
し
も
前
者
を
擬
無
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
こ
に
引
か
れ

て
い
る
仏
教
教
説
の
思
想
内
容
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
第
三
節
で
再
び
論
じ
る
。

以
上
み
て
き
た
論
全
体
の
構
成
と
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
か
ら
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
論
の
最
大
の
論
点
は
、
物
語
に
書
い
て
あ

る
こ
と
が
「
そ
ら
ご
と
」
か
「
ま
こ
と
」
か
Ｉ
〈
虚
〉
か
く
実
〉

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
論
と
し
て
（
〈
虚
〉
と
み
え
る
こ

と
も
）
す
べ
て
が
〈
虚
〉
な
ら
ざ
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
見
解
が
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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さ
て
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
お
い
て
物
語
の
虚
実
が
論
じ
ら
れ
る
際

に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
論
じ
方
を
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
先

に
実
質
的
な
物
語
論
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
た
Ｂ
と
Ｄ
を
通
じ
て
、

く
り
か
え
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
の
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
善
」
「
悪
」
と
言
い
換
え
る
と
語

意
が
特
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
原
文
の
ま
ま
と
り
あ
げ
て
お
く
。

こ
の
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
の
は
、
Ｄ
の
初

め
の
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。

Ｄ
①
そ
の
人
の
上
と
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
ひ
出
づ
る
こ
と
こ

そ
な
け
れ
、
よ
き
も
あ
し
き
も
、
世
に
経
る
人
の
あ
り
さ
ま
の
、

見
る
に
も
飽
か
ず
、
聞
く
に
も
あ
ま
る
こ
と
を
、
後
の
世
に
も

言
ひ
伝
へ
さ
せ
ま
ほ
し
き
節
ぶ
し
を
、
心
に
籠
め
が
た
く
て
、

言
ひ
お
き
は
じ
め
た
る
な
り
。
よ
き
さ
ま
に
言
ふ
と
て
は
、
よ

き
事
の
か
ぎ
り
選
り
出
で
て
、
人
に
従
は
む
と
て
は
、
ま
た
あ

し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め
た
る
、
み
な
か
た
が

た
に
つ
け
た
る
こ
の
世
の
外
の
事
な
ら
ず
か
し
。

こ
こ
で
は
物
語
述
作
に
お
い
て
人
の
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
あ
り

さ
ま
を
強
調
す
る
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
「
あ
り
の
ま

ま
」
（
〈
実
〉
）
で
は
な
い
が
、
「
こ
の
世
の
外
の
事
」
（
〈
虚
〉
）
で
も
な
い
、

二
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
Ｉ
物
語
論
の
論
理
構
造
Ｉ

と
い
う
論
旨
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
〈
実
）
な
ら
ざ

る
側
面
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
人
の
あ
り
さ
ま
の
「
よ
き
」

「
あ
し
き
」
両
方
向
へ
の
誇
張
が
示
さ
れ
、
そ
れ
が
同
時
に
、
〈
虚
〉

な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
後
に
続
く
Ｄ

③
の
部
分
で
も
、
物
語
の
生
ま
れ
る
環
境
等
の
違
い
に
言
及
し
つ
つ
、

前
引
の
「
ひ
た
ぶ
る
に
そ
ら
ご
と
と
言
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
違
ひ

て
な
む
あ
り
け
る
」
と
い
う
見
解
に
立
ち
至
り
、
や
は
り
物
語
が
必

ず
し
も
〈
虚
〉
と
い
え
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
の
が
、
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
、
仏
教
教

説
を
用
い
た
論
述
で
あ
る
。

Ｄ
⑧
仏
の
、
い
と
う
る
は
し
き
心
に
て
説
き
お
き
た
ま
へ
る
御

法
も
、
方
便
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
、
悟
り
な
き
者
は
、
こ
こ
か

し
こ
違
ふ
疑
ひ
を
お
き
つ
く
く
な
ん
、
方
等
経
の
中
に
多
か
れ

ど
、
言
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
つ
旨
に
あ
り
て
、
菩
提
と
煩
悩
と

の
隔
た
り
な
む
、
こ
の
、
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変

り
け
る
。

こ
こ
に
再
び
、
人
の
「
よ
き
あ
し
き
」
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
用
語
の
一
致
か
ら
み
て
も
、
ま
た
、
直
前

に
「
こ
の
」
と
い
う
指
示
詞
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、

こ
れ
は
Ｄ
①
で
展
開
さ
れ
た
人
の
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
論
に
つ
い

て
の
言
及
で
あ
る
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
の

「
よ
き
あ
し
き
」
も
、
Ｄ
①
で
の
用
例
と
同
様
に
、
ま
ず
は
、
二
者
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と
も
に
物
語
に
お
け
る
〈
実
〉
な
ら
ざ
る
側
面
を
体
現
す
る
も
の
と

し
て
、
〈
虚
〉
か
〈
実
〉
か
の
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
の

は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
菩
提
と
煩
悩
の
隔
た
り
」
以
下
の
一
節
に
つ

い
て
従
来
行
わ
れ
て
き
た
解
釈
を
み
る
と
、
判
で
押
し
た
よ
う
に
「
よ

き
」
と
「
あ
し
き
」
が
切
り
離
さ
れ
対
置
さ
れ
、
両
者
の
異
同
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
虚
〉
か
〈
実
〉
か
の
論
点
を
棚
に

あ
げ
て
、
「
よ
き
」
と
「
あ
し
き
」
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
例
と
し
て
、
現
行
の
主
な
『
源
氏
物
語
』
注
釈
害
の
こ
の
一

節
に
つ
い
て
の
注
釈
を
あ
げ
よ
う
。

①
菩
提
（
悟
り
）
と
煩
悩
（
迷
と
と
の
間
隔
（
差
別
）
が
、
ど
う
も
、

物
語
の
、
こ
の
、
善
い
人
（
菩
提
）
と
悪
い
人
（
煩
悩
）
の
差
別

（
５
）

位
の
程
度
（
室
に
は
、
違
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
つ
け
。

②
菩
提
と
煩
悩
と
の
差
が
、
物
語
の
人
物
の
善
と
悪
と
の
差
ぐ
ら

（
６
）

い
に
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

③
悟
り
と
迷
い
の
違
い
と
は
、
今
こ
こ
で
い
う
、
物
語
に
誇
張
さ

れ
た
善
人
と
悪
人
の
違
い
と
同
じ
程
度
の
違
い
な
の
で
す
。
逆

に
言
え
ば
、
煩
悩
即
菩
提
の
道
理
と
同
じ
よ
う
に
、
善
と
い
い

悪
と
い
っ
て
も
、
こ
の
世
の
ほ
か
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点

（
７
）

で
、
結
局
は
一
に
帰
す
る
と
論
を
結
ぶ
。

④
悟
り
と
迷
い
の
違
い
は
、
こ
う
し
た
物
語
で
誇
張
さ
れ
て
い
る
、

（
８
）

善
人
と
悪
人
の
差
ぐ
ら
い
の
も
の
、
の
意
。

い
ず
れ
も
、
〈
虚
〉
・
〈
実
〉
の
問
題
が
〈
善
〉
・
〈
悪
〉
の
そ
れ
に

置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
見
事
に
一
致
し
て

い
る
。
中
で
は
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
説
に
言
及
し
て
い
る
③
が

親
切
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
続
く
解
説
は
全
く
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。

も
し
「
煩
悩
即
菩
提
」
に
な
ぞ
ら
え
て
〈
善
〉
と
く
悪
〉
と
の
関
係

を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
善
即
悪
」
、
「
善
悪
不
二
」
と
な
る
は
ず

で
あ
っ
て
、
「
こ
の
世
の
ほ
か
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
」
な

ど
と
い
う
条
件
が
つ
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
納
得
が
い
か
な
い
の
は
、
い
ず
れ
の
注
釈
に
お
い
て
も
、

「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
を
安
易
に
「
善
」
「
悪
」
に
書
き
換
え
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
漢
字
を
あ
て
が
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
よ
き
」

「
あ
し
き
」
は
、
途
端
に
道
徳
的
色
彩
を
帯
び
る
。
②
③
④
の
よ
う
に
、

漢
語
に
変
換
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

物
語
論
で
い
う
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
と
は
、
人
の
境
涯
、
品
位
、

能
力
、
教
養
、
心
的
態
度
、
容
姿
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
基
準
と

関
わ
る
包
摂
的
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
「
善
」
「
悪
」

と
書
き
換
え
た
の
で
は
、
意
味
が
極
度
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
安
易
な
書
き
換
え
を
行
う
の
か
。
漢
字
〔
語
〕
の
使
用

に
よ
る
意
味
の
変
化
を
承
知
の
上
で
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
直
前

の
「
煩
悩
と
菩
提
」
と
い
う
仏
教
用
語
に
つ
ら
れ
て
、
「
よ
き
」
「
あ

し
き
」
に
も
仏
教
的
な
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
う
し
た
行
為
は
、
宣
長
以
来
の
文
学
研
究
に
お
け
る
、
宗
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教
的
呪
縛
か
ら
の
脱
却
の
道
筋
を
逆
行
す
る
に
ひ
と
し
い
も
の
で
あ

る
。

注
釈
言
の
注
釈
ば
か
り
で
は
な
い
。
蛍
巻
の
物
語
論
に
関
す
る

種
々
の
研
究
文
献
を
み
て
も
、
こ
の
一
節
の
解
釈
に
は
、
一
様
に
、

〈
虚
〉
・
〈
実
〉
の
問
題
か
ら
〈
善
〉
・
〈
悪
〉
の
そ
れ
へ
の
論
点
の
移

（
９
）

動
が
み
と
め
ら
れ
る
。

前
節
で
論
じ
た
如
く
、
こ
の
物
語
論
の
主
旨
が
一
貫
し
て
物
語
に

書
い
て
あ
る
こ
と
の
虚
実
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
Ｄ
①
と
Ｄ
③
の
部
分
に
み
ら
れ
る
論
点
の
相
違
は
、
Ｄ
③
の
一

節
の
解
釈
の
誤
謬
に
起
因
す
る
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
部
分
の
前
後
の
論
述
に
よ
っ
て
再
度
検
証

す
る
。

ま
ず
、
前
段
Ｂ
を
か
え
り
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」

と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
論
旨
を
た
ど
る
と
、
そ

れ
に
あ
た
る
内
容
の
論
述
が
こ
の
部
分
の
中
核
を
な
し
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

Ｂ
か
か
る
世
の
古
事
な
ら
で
は
、
げ
に
何
を
か
紛
る
る
こ
と
な

き
つ
れ
づ
れ
を
慰
め
ま
し
。
さ
て
も
こ
の
い
つ
は
り
ど
も
の
中

た
心
つ
く
か
し
。
ま
た
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
と
見
る
見

づ
け
た
る
、
は
た
は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
、
い
た
づ
ら

に
心
動
き
、
ら
う
た
げ
な
る
姫
君
の
も
の
思
へ
る
見
る
に
、
か

に
、
げ
に
さ
も
あ
ら
む
と
あ
は
れ
を
見
せ
、
つ
き
づ
き
し
く
つ

は
な
る
な
ど
も
あ
る
べ
し
。
こ
の
ご
ろ
幼
き
人
の
、
女
房
な
ど

に
時
々
読
ま
す
る
を
立
ち
聞
け
ば
、
も
の
よ
く
言
ふ
者
の
世
に

あ
る
べ
き
か
な
、
そ
ら
ご
と
を
よ
く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り

ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
さ
し
も
あ
ら
じ
や
。

「
げ
に
さ
も
あ
ら
む
」
以
下
の
部
分
は
「
よ
き
」
こ
と
の
強
調
、

「
い
と
あ
る
ま
じ
き
こ
と
か
な
」
以
下
の
部
分
は
「
あ
し
き
」
こ
と

の
強
調
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
は
、
「
よ
き
」
こ
と
と
「
あ
し
き
」
こ
と
と
の
違
い
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
よ
き
」
内
容
で
あ
る
に
せ
よ
、

「
あ
し
き
」
内
容
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
誇
張
に
満
ち
た
物
語
は
「
い

つ
は
り
ど
も
」
と
総
括
さ
れ
、
ひ
と
く
く
り
に
〈
虚
〉
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
最
後
に
「
そ
ら
ご
と
を
よ
く
し

馴
れ
た
る
口
つ
き
よ
り
ぞ
言
ひ
出
だ
す
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
さ
し

も
あ
ら
じ
や
」
と
問
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
論
点
は

や
は
り
物
語
叙
述
の
〈
虚
〉
・
〈
実
〉
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
「
よ
き
」

こ
と
「
あ
し
き
」
こ
と
の
そ
れ
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
後
段
、
先
の
Ｄ
③
に
ひ
き
つ
づ
く
物
語
論
の
結
末
を
み
て

０
コ
い
〕
、

Ｄ
性
よ
く
言
へ
ぱ
、
す
べ
て
何
ご
と
も
空
し
か
ら
ず
な
り
い
や
。

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
物
語
論
の
発
端
か
ら
掲
げ
ら
れ
て
き
た
、
〈
虚
〉

る
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
と
り
な
し
け
る
が
目
驚
き
て
、
静
か

に
ま
た
聞
く
た
び
ぞ
憎
け
れ
ど
、
ふ
と
を
か
し
き
ふ
し
、
あ
ら
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か
く
実
〉
か
の
問
題
へ
の
、
最
終
的
な
解
答
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
物
語
論
を
貫
く
論
点
は
、
や
は
り
、

物
語
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
〈
虚
〉
か
〈
実
〉
か
と
い
う
そ
の
一
点

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
現
行
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
Ｄ
③
の

部
分
の
み
、
論
点
が
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
わ
か
り
や
す
く
図
示
す
れ
ば
、
図
ｌ
の
よ
う
に
な
る
。

Ｂ
↓
Ｄ
①
②
↓
Ｄ
側
と
た
ど
る
か
ぎ
り
、
論
点
は
一
貫
し
て
い
る

が
、
Ｄ
側
の
み
、
ず
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
何
故
、
Ｄ
側
か
ら
Ｄ

側
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
、
理
解
不
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
論
理
の
不
整
合
性
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
Ｄ
③
の

「
菩
提
と
煩
悩
」
以
下
の
部
分
の
解
釈
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
一
節
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
全
体
の
筋
が
と
お
り
、
作
者

紫
式
部
が
構
築
し
た
も
と
も
と
の
論
旨
に
添
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

図
ｌ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ｄ
③
の
「
菩
提
と
煩
悩
」
以
下
の

一
節
に
つ
い
て
の
現
行
の
解
釈
の
問
題
点
は
、
「
よ
き
」
と
「
あ
し
き
」

の
対
比
が
関
心
の
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
物
語
叙
述

の
虚
実
と
い
う
、
こ
の
物
語
論
本
来
の
論
点
が
み
え
な
く
な
っ
て
し

三
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
こ
と
」
新
釈

Ｉ
物
語
論
の
結
論
Ｉ

ｊ
Ｄ
性 ｊ

Ｄ
Ｂ ｊ

ｊ

Ｄ
ｕ
⑫

Ｂ

虚不
虚

不
虚

不
実

物
語
叙
述

真
実
相

実 実

図1 現行の解釈による蛍巻物語論の論理構造

実
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ｌ
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ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
こ
の
「
よ
き
あ
し
き
」
は
、
も
と
も
と
の
形
が
そ
う
な
っ
て
い

る
よ
う
に
、
切
り
離
さ
ず
に
一
つ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
文
面
に
は
表
れ
て
い
な
い
が
、
物
語
論
の
こ
れ
ま

で
の
論
理
構
造
に
な
ら
え
ば
、
物
語
の
中
の
人
の
「
よ
き
あ
し
き
」

あ
り
さ
ま
と
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
現
実
世
界
に
お
け
る
人
間

の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
が
暗
に
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
で
「
菩
提
と
煩
悩
」
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
の

は
、
通
説
に
い
う
「
よ
き
」
と
「
あ
し
き
」
で
は
な
く
、
い
わ
ば
人

間
世
界
の
真
実
相
と
「
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」
な
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
「
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り
け
る
」
と
は
、

「
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」
が
真
実
相
と
「
変
り
け
る
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、

物
語
論
の
論
理
が
首
尾
一
貫
す
る
。

以
上
の
論
は
、
「
人
の
よ
き
あ
し
き
」
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
、

物
語
論
の
論
理
構
造
か
ら
演
緯
的
に
新
た
な
解
釈
を
導
き
出
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
言
葉
の
使
い
方
そ
の
も
の
を
み
て
も
、

こ
の
解
釈
の
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
よ
き
」
と
「
あ
し
き
」

を
切
り
離
さ
ず
に
「
よ
き
あ
し
き
」
と
一
括
し
て
い
る
。
し
か
も
、

、

「
よ
き
あ
し
き
」
で
切
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の

事
」
と
続
く
。
こ
れ
で
、
い
よ
い
よ
「
よ
き
あ
し
き
」
の
一
体
性
は

確
実
で
あ
る
。
「
よ
き
あ
し
き
は
変
り
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
よ
き
」
と
「
あ
し
き
」
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
と
解
釈

、
、

で
き
る
が
、
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変
り
け
る
」
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
し
た
解
釈
の
成
り
立
つ
可
能
性
は
低
い
。

も
う
一
つ
論
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
よ
き
あ
し
き
」
の

後
に
「
ば
か
り
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
ば
か
り
」
に
は
程
度
の

意
味
と
限
定
の
意
味
が
あ
る
が
、
前
掲
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
書
類

の
注
釈
で
は
、
①
「
差
別
位
の
程
度
」
、
②
「
差
ぐ
ら
い
」
、
③
「
違

い
と
同
じ
程
度
」
④
「
差
ぐ
ら
い
」
と
、
い
ず
れ
も
「
ば
か
り
」
を

程
度
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
原
文
で
は
「
ば
か
り
」
は
「
よ
き
あ

し
き
」
に
直
属
し
て
い
る
か
ら
、
「
差
（
別
）
」
や
「
違
い
」
に
「
ば

か
り
」
を
付
け
る
こ
れ
ら
の
訳
し
方
は
ど
う
み
て
も
変
な
の
だ
が
、

「
ば
か
り
」
を
程
度
の
意
味
に
と
っ
て
「
よ
い
わ
る
い
の
程
度
」
と

解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
も
し
も
、
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
」

で
切
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
「
よ
い
わ
る
い
の
程

度
が
違
う
」
と
筋
の
通
っ
た
訳
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
原
文
は
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」
な
の
で
あ
る
。
「
ば
か
り
」

を
程
度
の
意
味
に
と
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
事
」
が
ど
う
し
て
も
理
解

で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
ば
か
り
」
は
、
限
定
の
意
味
で
と
ら
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
り
①
の
部
分
に
「
よ
き
事
の
か
ぎ
り
選

り
出
で
て
」
「
あ
し
き
さ
ま
の
め
づ
ら
し
き
事
を
と
り
集
め
た
る
」
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と
あ
り
、
「
よ
き
」
に
つ
け
「
あ
し
き
」
に
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要

素
を
選
択
・
集
積
し
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
と
い
う
物
語
述
作
の

あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
ば
か
り
」
と
い
う
語
は
、
こ
れ
ら

の
記
述
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り

の
事
」
と
い
う
表
現
は
「
よ
き
ば
か
り
の
事
、
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」

の
意
で
あ
っ
て
、
や
は
り
全
体
と
し
て
、
よ
い
な
ら
よ
い
で
そ
れ
だ

け
を
選
び
、
わ
る
い
な
ら
わ
る
い
で
そ
れ
だ
け
を
集
め
て
書
く
と
い

う
物
語
述
作
の
あ
り
方
を
さ
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
」
以
下
に
つ
い
て
の
筆
者
の
解
釈
は

右
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
「
菩
提
と
煩

悩
の
隔
た
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
掲
の
注
釈
に
も
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
菩
提
と
煩
悩
の
違
い
と
解

す
る
見
方
と
、
先
に
触
れ
た
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
説
を
ふ
ま
え
て

結
局
両
者
に
隔
た
り
が
な
い
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と
す
る
見
方
が
あ

る
。
こ
の
全
く
対
照
的
な
二
つ
の
見
方
の
当
否
を
見
極
め
な
い
か
ぎ

り
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
「
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
こ
と
」
以
下

の
真
意
も
、
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

煩
悩
と
菩
提
の
概
念
は
仏
教
思
想
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

両
者
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
、
古
来
仏
教
教
学
上
の
最
重
要

課
題
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
煩
悩
と
菩
提
は
本
来
的
に
は
対

極
に
位
置
す
る
も
の
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
、
天
台
教
学
に
い
う
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
理
に
よ

り
、
両
者
の
相
即
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
中
世
日
本

に
お
け
る
本
覚
思
想
の
盛
行
は
そ
う
し
た
思
想
動
向
の
究
極
的
な
到

達
点
と
み
て
よ
い
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
書
か
れ
た
平
安
中
期
に
お

い
て
既
に
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
理
は
知
識
人
階
層
に
広
く
浸
透

（
Ⅲ
）

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
当
時
世
に
流
行
し
紫
式
部
も
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
も
、

生
死
即
浬
藥
。
煩
悩
即
菩
提
。
翻
二
二
塵
労
問
一
即
是
八
万
四

千
諸
波
羅
密
。
無
明
変
為
し
明
如
〆
融
レ
氷
成
腰
水
。
更
非
二
遠

（
皿
）

物
一
。
不
二
余
処
来
一
・
但
一
念
心
普
皆
具
足
如
一
如
意
珠
一
・

と
あ
り
、
ま
た
、

当
し
知
生
死
即
浬
藥
煩
悩
即
菩
提
円
融
無
磯
無
二
無

別
。
而
由
二
一
念
妄
心
一
入
二
生
死
界
一
来
無
明
病
所
し
盲
久

（
吃
）

忘
一
本
覚
道
一
。

と
あ
る
。
迷
妄
の
娑
婆
世
界
と
清
浄
な
る
極
楽
浄
土
と
の
二
元
性
を

強
調
し
念
仏
往
生
を
勧
め
る
の
が
浄
土
教
の
教
旨
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
本
来
そ
れ
と
は
相
容
れ
ぬ
は
ず
の
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い

う
発
想
が
こ
こ
に
み
え
る
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
天
台
教
学
に
お
け

（
旧
）

る
こ
の
教
理
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
紫
式

部
の
天
台
教
学
に
関
す
る
知
識
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は

論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
れ
を
ご
く
控
え
め
に
見

積
も
っ
て
も
、
教
学
の
根
本
に
関
わ
る
こ
の
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教

（
Ｍ
）

理
を
、
紫
式
部
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
の
よ
う
な
前
提
に
た
っ
て
あ
ら
た
め
て
本
文
を
検
討
す
る
と
、

前
後
の
文
脈
か
ら
み
て
も
、
こ
の
「
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
」
は
、

「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
理
に
添
っ
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
直
前
の
Ｄ
③
前
半
部
に
何
が
書
い
て

あ
る
か
と
言
え
ば
、
要
す
る
に
、
（
仏
教
の
教
説
に
は
方
便
と
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
）
「
言

ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
っ
旨
に
あ
り
て
」
Ｉ
畢
寛
、
仏
の
教
え
は
一

つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
先
に
み
た
と
お
り
、
後
続
す
る

Ｄ
側
の
部
分
で
も
、
「
す
べ
て
何
ご
と
も
む
な
し
か
ら
ず
」
と
し
て

〈
虚
〉
な
ら
ざ
る
こ
と
に
お
い
て
の
全
体
の
一
致
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
日
本
紀
」
な
ど
の
歴
史
叙
述
も
物
語
叙
述
も
、

方
法
は
違
う
が
事
実
を
語
り
真
実
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
お
い
て
一
様

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
菩
提
と
煩
悩

と
の
「
隔
た
り
」
を
両
者
の
懸
隔
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
に
比
せ
ら
れ
た
人
間
の
真
実
相
と
「
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か

り
の
事
」
も
そ
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
叙

述
の
〈
虚
〉
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
前
後
の
文
意
と

合
わ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
物
語
論
の
Ｄ
①
．
Ｄ
②
の
部
分
で
示

さ
れ
る
に
至
っ
た
、
物
語
叙
述
は
〈
実
〉
な
ら
ず
〈
虚
〉
な
ら
ず
と

い
う
判
断
も
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
「
菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
」
と
い
う
表

現
は
、
対
極
に
位
置
す
る
も
の
、
大
き
く
隔
た
っ
た
も
の
と
し
て
の

菩
提
と
煩
悩
の
本
義
を
孕
み
つ
つ
も
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
説
に

添
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
両
者
に
は
違
い
が
な
い
と
い
う
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
互
い
に
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
よ

う
に
み
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
は
一
致
し
て
い
る
ｌ
そ
う
い
う

も
の
の
典
型
と
し
て
、
仏
教
で
い
う
「
煩
悩
」
と
「
菩
提
」
と
が
と

り
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
る
形
で
、
物
語
叙
述
と
現
実
の
人

間
世
界
の
真
実
相
と
の
関
係
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
至
っ
て
、
物
語
叙
述
は
、
真
実
相
と
一
如
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

〈
虚
〉
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
〈
実
〉
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
獲
得

ｊＤ
Ｇ
Ⅱ
実

ｊＤ
Ｂ
Ｉ
虚

物
語
叙
述
真
実
相

物
語
叙
述

真
実
相

実 実

図2 新解釈による蛍巻物語論D(3)部分の論理構造
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す
る
。以

上
、
現
行
の
解
釈
に
不
備
が
あ
る
と
み
ら
れ
た
「
菩
提
と
煩
悩
」

以
下
の
一
節
に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
解
釈
を
試
み
た
。
こ
の
新
解

釈
に
よ
れ
ば
、
先
の
図
１
の
Ｄ
③
の
部
分
は
、
図
２
の
よ
う
に
描
き

換
え
ら
れ
る
。

Ｉ
．
Ⅱ
の
二
つ
の
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
菩
提
」
と
「
煩
悩
」
の

関
係
の
二
つ
の
と
ら
え
方
に
応
じ
て
い
る
。
Ｉ
は
両
者
を
隔
絶
し
た

も
の
と
す
る
と
ら
え
方
で
あ
り
、
Ⅱ
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
の
教
説
に

も
と
づ
く
と
ら
え
方
で
あ
る
。
Ｉ
の
上
に
Ⅱ
の
重
ね
ら
れ
た
形
が
、

こ
の
Ｄ
③
の
部
分
の
論
理
構
造
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に

考
え
て
は
じ
め
て
、
先
に
示
し
た
り
佃
か
ら
Ｄ
側
へ
の
論
の
展
開
が

自
然
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

蛍
巻
の
物
語
論
の
仏
教
教
説
を
引
い
た
部
分
、
特
に
「
菩
提
と
煩

悩
と
の
隔
た
り
な
む
、
こ
の
、
人
の
よ
き
あ
し
き
ば
か
り
の
事
は
変

り
け
る
」
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
を
物
語
論
全
体
の

論
理
構
造
に
て
ら
し
て
再
検
討
し
、
よ
り
整
合
性
の
あ
る
新
し
い
解

釈
の
仕
方
を
提
示
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
語
釈
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ

の
物
語
論
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
、
少
な

お
わ
り
に

か
ら
い
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
で
も
述
べ
た
が
、

従
来
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
右
の
一
節
の
「
よ
き
あ
し
き
」
は
「
よ

き
」
と
「
あ
し
き
」
に
分
断
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
「
菩
提
」
と

「
煩
悩
」
に
比
定
さ
れ
る
た
め
、
「
善
」
「
悪
」
と
い
う
仏
教
道
徳
的

色
彩
を
帯
び
た
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
物
語
論
で
い
う
「
よ
き
」
「
あ

し
き
」
全
体
の
概
念
規
定
に
ま
で
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
言
葉
の
意
味
、

ひ
い
て
は
論
全
体
の
主
旨
の
正
当
な
理
解
を
妨
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
菩
提
と
煩
悩
」
と
「
よ
き
あ
し
き
」
が
並
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、

何
の
た
め
ら
い
も
な
く
「
菩
提
」
と
「
よ
き
」
（
「
善
」
）
、
「
煩
悩
」

と
「
あ
し
き
」
（
「
悪
」
）
を
そ
れ
ぞ
れ
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
反

応
の
仕
方
は
、
我
々
の
思
考
回
路
が
、
た
と
え
ば
『
花
烏
余
情
』
の

作
者
の
そ
れ
と
さ
し
て
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い

（
脂
）か

。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

儒
仏
的
見
地
か
ら
の
『
源
氏
物
語
』
論
を
あ
れ
ほ
ど
激
し
く
糾
弾
し

た
宣
長
に
し
て
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

か
は
り
け
る
と
は
、
物
語
ど
も
に
、
人
の
よ
き
と
あ
し
き
と

の
、
か
は
り
た
る
さ
ま
を
書
た
る
は
、
か
の
仏
説
の
、
菩
提
と

（
略
）

煩
悩
と
の
へ
だ
、
り
を
説
た
る
が
ご
と
し
と
也

と
い
う
解
釈
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

紫
式
部
の
思
想
形
成
に
仏
教
が
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
に
は
か
り
し

れ
ぬ
も
の
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
時
代
背
景
や
生
活
環
境
を
知
り
、
作
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品
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
や
日
記
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ

っ
て
、
式
部
の
思
想
に
お
い
て
仏
教
思
想
の
占
め
る
比
重
の
大
き
さ

を
過
小
評
価
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
蛍
巻
の
物
語
論
に
み
る

か
ぎ
り
、
式
部
は
、
物
語
の
存
在
価
値
と
い
う
も
の
を
、
仏
教
の
思

想
内
容
と
は
本
質
的
に
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
と
ら
え
て
い
た
よ

う
だ
。
物
語
論
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
引
か
れ
る
仏
教
の
教
説
は
、
こ

の
物
語
論
の
最
大
の
論
点
と
な
っ
て
い
る
虚
実
論
に
決
着
を
つ
け
る

た
め
に
、
そ
の
論
証
の
手
だ
て
と
し
て
援
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
、
蛍
巻
物
語
論
の
仏
教
教
説
を
用
い
た
論

述
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
半
部
を
中
心
に
論
じ
残
し
た
問
題
も
多
く
、

本
稿
と
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
そ
の
意
義
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き

そ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
提
示
し
た
新
解
釈
も
含
め
た
形
で
、
こ
の
部

分
全
体
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
そ
の
典
拠
を
さ
ぐ
り
つ
つ
解
明
す

る
作
業
を
通
じ
て
、
当
時
の
「
物
語
」
を
め
ぐ
る
思
想
史
的
状
況
に

つ
い
て
作
者
が
何
を
考
え
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
か
が
明
か
さ
れ

る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
槁
を
改
め
て
論
ず
る

（
Ⅳ
）

所
存
で
あ
る
。

註（
１
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
三
』
（
小
学
館
）
二
○
五
頁
。

以
下
、
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

（
２
）
蛍
巻
の
源
氏
に
よ
る
物
語
論
を
作
品
内
部
の
こ
と
と
し
て
作
者

と
切
り
離
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
が
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
う
し

た
立
場
は
と
ら
な
い
。
こ
の
方
法
論
上
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
つ

い
て
は
、
阿
部
好
臣
「
源
氏
物
語
の
物
語
観
Ｉ
そ
の
周
辺
を
め
ぐ

っ
て
ｌ
」
『
源
氏
物
語
講
座
五
』
（
勉
誠
社
、
一
九
九
二
に
整

理
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
そ
う
し
た
割
り
切
り
方
に
疑
問
を
呈
す
る
広
川
勝
美
「
「
源
氏

物
語
」
蛍
巻
物
語
論
ｉ
評
価
基
準
の
再
検
討
Ｉ
」
（
『
同
志
社
国

文
学
』
五
・
六
、
一
九
七
○
）
の
よ
う
な
見
方
も
あ
る
が
、
少
数
派

に
属
す
る
。

（
４
）
阿
部
秋
生
「
蛍
の
巻
の
物
語
論
」
（
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
二
四
、

一
九
六
○
）
、
高
橋
亨
「
物
語
論
の
発
生
と
し
て
の
源
氏
物
語
Ｉ

物
語
史
覚
え
書
き
（
二
）
Ｉ
」
（
『
名
古
屋
大
学
教
養
部
紀
要
Ａ
』
、

一
九
七
八
）
。

（
５
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』
（
岩
波
書
店
）
四
三

三
頁
。

（
６
）
註
（
１
）
書
二
○
五
頁
。

（
７
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
四
』
（
新
潮
社
）
七
五
頁
。

（
８
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』
（
岩
波
書
店
）
四

四
○
頁
。

（
９
）
菊
田
茂
男
「
「
源
氏
物
語
」
蛍
の
巻
の
物
語
論
」
『
文
化
』
三
○

’
二
、
一
九
六
六
、
一
二
四
頁
。
藤
井
貞
和
「
雨
夜
の
し
な
定
め
か

ら
蛍
の
巻
の
〃
物
語
論
〃
へ
」
『
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
八
、

一
九
七
四
、
四
六
頁
。
村
井
利
彦
「
源
氏
物
語
蛍
巻
「
物
語
論
」
の
た

め
に
」
『
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
八
、
一
九
七
五
、
五

八
頁
。
今
井
卓
雨
『
物
語
文
学
史
の
研
究
源
氏
物
語
』
（
早
稲
田

大
学
出
版
部
）
、
一
九
七
六
、
四
○
八
頁
。
高
橋
亨
註
（
４
）
書
二
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（
妬
）
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』
（
国
文
注
釈
全
書
）
一
九
一
頁
に
、

「
煩
悩
と
菩
提
と
は
、
た
と
へ
ば
水
と
氷
の
ご
と
し
。
．
…
．
．
（
中
略
）

（
Ｍ
）
紫
式
部
の
天
台
教
学
上
の
知
識
に
つ
い
て
は
、
三
角
洋
一
「
『
源

氏
物
語
』
と
仏
教
」
（
『
仏
教
文
学
』
一
二
、
一
九
八
八
）
の
三
九
～

五
一
頁
。
高
木
宗
監
『
源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
教
故
事
の
研
究
』

（
桜
楓
社
）
、
一
九
八
○
、
四
一
四
頁
。
石
田
穰
二
「
蛍
の
巻
の
物
語

論
に
つ
い
て
」
『
文
学
論
藻
』
五
六
、
一
九
八
一
、
二
一
頁
。
吉
岡

曠
「
蛍
巻
の
物
語
論
」
『
文
学
』
五
○
Ｉ
二
、
一
九
八
二
、
七
四
頁
。

武
原
弘
「
蛍
巻
の
物
語
論
に
つ
い
て
Ｉ
そ
の
機
構
お
よ
び
位
相

Ｉ
」
『
日
本
文
学
研
究
』
二
○
、
一
九
八
四
、
二
八
頁
。
阿
部
秋

生
『
源
氏
物
語
の
物
語
論
Ｉ
作
り
話
と
史
実
Ｉ
』
（
岩
波
書
店
）
、

一
九
八
五
、
二
二
頁
。
神
野
藤
昭
夫
「
蛍
巻
物
語
論
場
面
の
論
理

構
造
」
『
国
文
学
研
究
』
六
七
、
一
九
八
九
、
六
五
頁
。
三
角
洋
一
「
蛍

巻
の
物
語
論
」
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
九
七
、
一
九
九
三
、
二
九
頁
。

伴
利
昭
「
『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
物
語
論
と
勧
学
会
」
『
論
究
日
本
文

学
』
六
○
、
一
九
九
四
、
一
三
頁
。
以
上
い
ず
れ
も
、
「
菩
提
と
煩
悩
」

に
〈
善
〉
・
〈
悪
〉
を
比
定
し
て
い
る
。
表
記
に
つ
い
て
も
、
古
注
釈

の
引
用
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
の
ひ
ら
が
な
表

記
を
用
い
て
い
る
の
は
、
阿
部
・
伴
の
両
氏
の
み
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
大
久
保
良
峻
「
天
台
本
覚
思
想
の
基
盤
」
『
国
文
学
解
釈
と

鑑
賞
』
六
二
’
三
、
一
九
九
七
、
二
九
～
三
○
頁
。

（
Ⅱ
）
巻
上
大
文
第
四
第
三
、
『
往
生
要
集
』
（
徳
間
書
店
）
二
四
九
頁
。

（
吃
）
巻
中
大
文
第
六
第
二
、
註
（
Ⅱ
）
書
、
四
九
三
頁
。

（
旧
）
田
村
芳
朗
「
天
台
本
覚
思
想
概
説
」
、
日
本
思
想
大
系
『
天
台

本
覚
論
』
（
岩
波
書
店
）
所
収
。

四
二
頁
が
参
考
に
な
る
。

。
…
：
善
悪
不
二
邪
正
一
如
の
理
な
れ
ば
、
し
ば
ら
く
よ
き
あ
し
き
ば

か
り
の
か
は
り
め
な
り
」
と
あ
る
。

（
略
）
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
（
本
居
宣
長
全
集
第
四
巻
）
一
九
五
頁
。

こ
こ
で
宣
長
が
「
よ
き
」
「
あ
し
き
」
を
仏
教
的
な
概
念
と
し
て
と

ら
え
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
両
者
の
関
係

を
菩
提
と
煩
悩
と
の
関
係
に
比
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
『
花

鳥
余
情
』
等
に
お
け
る
儒
仏
的
見
地
か
ら
の
解
釈
の
仕
方
と
何
ら
選

ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
Ⅳ
）
佐
藤
勢
紀
子
「
紫
式
部
の
物
語
観
Ｉ
狂
言
綺
語
の
文
芸
観
へ

の
対
応
と
し
て
Ｉ
」
『
季
刊
日
本
思
想
史
』
五
二
（
ぺ
り
か
ん
社
）
、

近
刊
。

（
東
北
大
学
助
教
授
）
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