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「
聴
耳
」
説
話
の
形
成
と
展
開

―
中
世
期
の
説
話
を
中
心
と
し
て
―

佐
　
藤
　
　
優

◆ キーワード　昔話「聴耳」／悉
しったんがく

曇学／法華経注釈／直談物／呪宝譚

は
じ
め
に

　

昔
話
「
聴
耳
」
に
つ
い
て
梗
概
を
簡
単
に
提
示
す
る
な
ら
、「
主
人
公

が
あ
る
契
機
か
ら
動
物
の
言
葉
を
解
す
こ
と
の
で
き
る
呪
宝
を
獲
得
し
、

呪
宝
の
機
能
を
使
い
動
物
の
言
葉
を
解
し
て
庄
屋
の
娘
等
の
病
気
を
治
し

幸
福
に
な
る
物
語
」
と
ひ
と
ま
ず
は
規
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
昔

話
は
、
現
在
学
問
上
「
呪
宝
譚
」
と
し
て
話
型
分
類
さ
れ
、
物
語
の
中
で

の
呪
宝
の
登
場
及
び
そ
の
機
能
が
、
話
の
主
要
な
特
徴
つ
ま
り
、
主
要
モ

テ
ィ
ー
フ
だ
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

　

で
は
こ
の
話
が
、
現
在
の
伝
承
資
料
や
過
去
の
記
載
説
話
に
お
い
て
今

述
べ
た
見
方
の
み
で
捉
え
き
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
鹿
児
島
県

徳
之
島
で
は
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
る
。

昔
あ
る
所
に
、
生
ま
れ
つ
き
正
直
な
鳥
野
公
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。

あ
る
日
、
鳥
野
公
は
隣
り
村
へ
遊
び
に
出
か
け
た
。
す
る
と
途
中
で
人

が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
行
っ
て
見
る
と
部
落
の
人
達
だ
っ

た
。
あ
ま
り
大
騒
ぎ
し
て
い
る
の
で
た
ず
ね
て
み
る
と
、「
子
供
が
家

か
ら
出
て
、
は
や
一
週
間
に
も
な
る
が
、
家
に
帰
ら
な
い
の
で
子
供
を

捜
し
て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
た
。
そ
れ
か
ら
鳥
野
公
は
そ
の
場
を
す

ぎ
て
し
ば
ら
く
行
く
と
、
松
の
木
の
上
で
烏
が
カ
ア
カ
ア
と
鳴
い
て
い

た
。
こ
の
鳥
野
公
と
云
う
人
は
、
鳥
の
鳴
声
は
み
な
わ
か
る
人
だ
っ
た

の
で
、
そ
の
場
に
立
っ
て
、
烏
が
カ
ア
カ
ア
と
鳴
い
て
い
る
の
を
聞
い

た
。
す
る
と
烏
が
い
う
事
に
は
、
向
う
の
竹
や
ぶ
に
子
供
が
死
ん
で
い

る
と
い
う
。
そ
こ
で
鳥
野
公
は
、
さ
っ
き
の
子
供
に
違
い
な
い
と
思
っ

て
、
後
に
引
き
返
し
部
落
の
人
に
、「
向
う
の
竹
や
ぶ
で
子
供
が
死
ん

で
い
ま
す
よ
」
と
教
え
た
。
子
供
の
親
や
部
落
の
人
は
び
っ
く
り
し
て

そ
の
場
に
か
け
つ
け
て
み
る
と
、
捜
し
て
い
る
子
供
だ
っ
た
。
村
の
人

達
は
、
泣
く
泣
く
子
供
の
死
骸
を
以
て
帰
っ
た
。
鳥
野
公
が
歩
い
て
い

る
と
後
か
ら
、「
も
し
も
し
」
と
呼
ぶ
声
が
す
る
の
で
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
村
の
人
達
だ
っ
た
。
鳥
野
公
が
用
件
を
聞
く
と
、「
お
前
が
子

供
を
殺
し
て
竹
や
ぶ
に
な
げ
す
て
た
の
だ
ろ
う
」
と
子
供
の
父
親
ら
し
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い
人
が
言
っ
た
。
そ
し
て
、「
さ
あ
警
察
に
い
こ
う
」
と
言
っ
て
引
っ

ぱ
っ
て
行
っ
た
。
鳥
野
公
は
一
緒
に
警
察
署
に
行
き
、「
私
は
生
ま
れ

て
七
十
歳
に
な
る
ま
で
、
悪
い
事
を
し
た
り
、
嘘
を
言
っ
た
り
し
た
事

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
。
そ
れ
か
ら
裁
判
所
へ
ま
わ
さ
れ
た
が
、

鳥
野
公
が
い
く
ら
、「
自
分
は
殺
さ
な
い
。
自
分
は
烏
の
鳴
き
声
を
聞

い
て
わ
か
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
も
承
知
せ
ず
、
何
月
何
日
何
時
に
死

刑
に
す
る
と
言
い
わ
た
し
た
。
そ
こ
で
鳥
野
公
は
、「
一
目
な
り
と
も

妻
や
子
供
に
会
わ
せ
て
下
さ
い
」
と
願
い
出
た
。
そ
の
時
、
裁
判
所
の

庭
に
雀
が
集
ま
っ
て
、
盛
ん
に
飛
ん
だ
り
鳴
い
た
り
し
て
い
た
。
裁
判

官
は
、
そ
の
雀
を
見
て
気
が
つ
き
、「
鳥
野
公
、
お
前
は
鳥
の
鳴
き
声

が
わ
か
る
の
な
ら
、あ
の
雀
が
な
ん
と
言
っ
て
い
る
か
わ
か
る
だ
ろ
う
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
鳥
野
公
が
、「
あ
の
雀
は
、『
向
う
の
橋
の
上
に
荷

車
が
倒
れ
て
、
米
俵
破
れ
て
米
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
食
べ

に
行
く
か
ら
み
ん
な
集
ま
れ
』
と
言
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
裁

判
官
は
、
さ
っ
そ
く
橋
へ
行
っ
て
み
る
と
米
が
こ
ぼ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
鳥
野
公
が
正
直
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
り
、
無
罪
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
正
直
は
一
生
の
宝
」
と
い
う
事
は
こ
の
事
だ（
２
）。

　

幾
分
近
代
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
話
で
あ
る
。
採
集
時
期
は
、
昭
和

二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
か
ら
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
か
け
て

奄
美
の
高
等
女
学
校
の
生
徒
に
よ
っ
て
採
集
さ
れ
た
と
あ
る
。
話
者
は
、

明
治
十
三
年
生
ま
れ
の
森
太
郎
氏
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
で
ま
ず

注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
主
人
公
が
「
鳥
野
公
」
と
い
う
人
物
で
あ
り
、
呪

宝
を
用
い
ず
鳥
の
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、管
見
の
限
り
、

呪
宝
を
使
わ
な
い
事
例
が
十
一
例
確
認
で
き
た
（
３
）。

よ
っ
て
、昔
話
「
聴
耳
」

の
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
呪
宝
使
用
の
部
分
を
欠
い

た
事
例
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
上
記
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
昔
話
「
聴

耳
」
の
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
が
記
載
説
話
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有

し
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
主
要

モ
テ
ィ
ー
フ
の
内
「
動
物
の
言
葉
を
解
す
」
部
分
が
、
記
載
説
話
の
中
で

は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
院
政
期
か
ら
南
北
朝
期
の
悉
曇

学
資
料
と
室
町
期
の
天
台
宗
に
お
け
る
法
華
経
注
釈
書
を
中
心
に
検
討
し

て
み
る
。

　

ま
た
今
回
中
世（
４
）の

文
献
を
中
心
に
検
討
す
る
理
由
は
、
中
国
古
代
か
ら

日
本
の
中
世
初
頭
ま
で
は
、柳
瀬
喜
代
志
氏
［
柳
瀬　

一
九
八
五
］
及
び
、

中
世
末
期
か
ら
近
世
期
に
関
し
て
は
渡
辺
守
邦
氏
［
渡
辺　

一
九
八
四
］

の
詳
細
な
研
究
が
既
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
上

記
の
研
究
を
加
味
し
な
が
ら
も
両
氏
が
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
中
世
期

の
文
献
を
中
心
に
検
討
し
て
み
る
。
そ
し
て
通
時
的
見
地
か
ら
こ
の
モ

テ
ィ
ー
フ
が
、
個
々
の
説
話
の
中
で
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
考

察
し
て
み
た
い
。

一
、
先
行
研
究
の
紹
介

　

で
は
ま
ず
、今
触
れ
た
両
氏
の
研
究
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
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ま
ず
柳
瀬
氏
の
研
究
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
両
氏
の
論
文

の
引
用
は
初
出
の
も
の
と
し
頁
数
も
そ
れ
に
準
拠
す
る
。

　

柳
瀬
論
文
で
は
、
柳
田
國
男
の
「
鳥
言
葉
の
話
」
を
整
理
し
な
が
ら
、

中
国
古
典
籍
に
記
載
さ
れ
た
「
聴
耳
」
説
話
を
「
解
鳥
語
譚
」
と
名
付
け

そ
れ
を
紹
介
し
な
が
ら
そ
の
成
立
過
程
や
特
異
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
柳
瀬
氏
は
、『
史
記
』
や
『
春
秋
左
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
解

鳥
語
譚
」
の
話
が
持
つ
意
味
合
い
と
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
昔
話
「
聴
耳
」

や
三
国
六
朝
期
以
降
の
そ
れ
と
を
「
価
値
を
異
に
す
る
別
種
の
思
潮
を
土

壌
と
し
て
語
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
区
別
し
て
お
ら
れ
る
（
一
八
一
頁
）。

　

具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
前
者
に
お
い
て
は
「
動
物
こ
と
ば
に
通
じ
て

い
た
と
の
記
述
は
、
城
外
の
人
の
知
能
を
異
聞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
」（
一
八
一
頁
）
と
し
、
動
物
の
言
葉
を
解
す
る
能
力
は
野
蛮
な

民
族
の
特
異
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
見
地
は
「
漢
代
知
識
人
の
伝
統
的
な
考
え
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
し

か
し
後
者
の
時
代
に
な
る
と
、
事
情
は
変
化
し
て
く
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
物
語
性
を
備
え
た
「
解
鳥
語
譚
」
が
登
場
し
そ
こ
で
語
ら

れ
る
こ
と
は
「
人
の
特
殊
な
才
能
を
語
る
こ
と
に
な
っ
て
」（
一
八
二
頁
）

い
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
特
に
流
布
し
た
物
語
と
し
て
『
論
語
義
疏
』
に
記
さ
れ
た
公

冶
長
の
「
解
鳥
語
譚
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
説
話
は
、
日
本
に
も
伝
わ

り
各
種
の
『
論
語
』
注
釈
書
な
ど
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。
ま

た
、
梁
代
に
制
作
さ
れ
た
経
典
に
『
経
律
異
相
』
に
も
「
解
鳥
語
譚
」
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
こ
れ
が
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
仏
教
の
類

書『
金
言
類
聚
抄
』に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
も
触
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
論

語
義
疏
』
以
外
に
も
仏
典
記
載
の
「
解
鳥
語
譚
」
の
日
本
へ
受
容
も
見
て

お
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
昔
話
「
聴
耳
」
に
つ
い
て
は
、
呪
宝
の
多
様
性
を
挙
げ
そ
れ
は

「
咒
宝
と
そ
の
獲
得
の
方
途
に
対
す
る
伝
承
者
の
興
趣
の
深
さ
を
示
し
て

い
る
」（
一
八
〇
頁
）
と
し
、「
超
人
の
才
能
や
習
練
に
「
鳥
言
葉
」
を
解

く
力
の
獲
得
を
認
め
ず
、
不
思
議
な
働
き
を
持
つ
道
具
で
あ
る
咒
宝
に
の

み
認
め
る
と
い
う
、
道
具
を
万
能
と
す
る
語
り
手
の
意
識
も
注
目
に
値
す

る
現
象
」（
一
八
〇
頁
）
と
す
る
。　

　

し
か
し
、
冒
頭
に
示
し
た
昔
話
の
事
例
の
よ
う
に
呪
宝
が
登
場
し
な
い

話
も
い
く
ら
か
採
集
さ
れ
て
い
る
の
で
、
語
り
手
す
べ
て
が
道
具
万
能
と

い
う
見
解
に
な
い
事
は
指
摘
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
呪
宝
に
つ
い
て

は
語
り
手
の
興
趣
よ
り
も
民
俗
社
会
の
中
で
の
呪
宝
と
さ
れ
る
モ
ノ
の
表

象
性
を
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
（
５
）。

ま
た
、「
そ
の
類
（
＝
公
冶
長

の
「
解
鳥
語
譚
」
：
佐
藤
記
）
と
見
る
べ
き
昔
話
は
採
集
さ
れ
て
い
な
い
」

（
一
八
六
頁
）
と
す
る
が
冒
頭
に
紹
介
し
た
話
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り

疑
問
が
残
る
。

　

次
に
渡
辺
氏
の
研
究
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
渡
辺
氏
は
、
陰
陽
師
安

倍
晴
明
の
伝
承
に
つ
い
て
、
近
世
期
仮
名
草
子
と
し
て
成
立
し
た
『
安
倍

晴
明
物
語
』
の
原
初
を
、
歴
占
の
秘
伝
書
『
簠
簋
』
の
抄
物
『
簠
簋
抄
』

に
求
め
て
お
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
に
拠
る
と
『
簠
簋
抄
』
成
立
は
は
っ
き

り
と
は
判
ら
ず
、
大
胆
な
推
測
と
し
な
が
ら
そ
の
成
立
を
「
室
町
期
も
中

期
ま
で
は
溯
ら
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
の
成
立
」（
二
四
頁
）



47

と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、第
三
節
「
天
正
寺
猫
嶋
」
で
『
簠
簋
抄
』
と
『
臥
雲
日
件
録
』

の
抄
物
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
に
出
て
く
る
「
聴
耳
」
説
話
を
比
較（
６
）し

次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
に
は
、
龍
宮
の
耳
薬
に

相
当
す
る
霊
宝
が
現
わ
れ
な
い
。（
中
略
）
む
し
ろ
欠
落
は
抄
出
の
し
か

ら
し
め
た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
異
伝
の
一
で
あ
り
、「
聴
耳
づ
き
ん
」

の
最
古
の
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」（
二
八
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

は
た
し
て
、『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
の
霊
宝
の
欠
落
は
、
こ
の
書
の
抄
物

と
い
う
性
質
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
中
世
期
の

　
「
聴
耳
」
説
話
の
様
相
を
具
体
的
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、
悉
曇
学
に
お
け
る
「
聴
耳
」

　

さ
て
、
中
世
に
お
け
る
「
聴
耳
」
説
話
は
、
悉
曇
学
特
に
悉
曇
中
興
の

祖
と
い
わ
れ
る
天
台
の
学
僧
明
覚（
７
）を

中
心
と
し
た
資
料
群
に
豊
富
に
見
出

せ
る
。
ま
た
近
年
、
中
世
悉
曇
学
と
説
話
や
中
世
悉
曇
学
が
持
っ
て
い
た

言
語
観
な
ど
を
中
心
に
研
究
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
が
た
い
（
８
）。

こ
う
し
た
研
究
状
況
か
ら
明
覚
流
悉
曇
学
に
つ
い
て
は
、「
読
経
道
」
と

い
う
観
点
で
柴
佳
世
乃
氏
が
す
で
に
多
く
の
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る

［
柴　

二
〇
〇
四
］。

　

そ
こ
で
本
節
で
は
、
悉
曇
学
に
お
け
る
「
聴
耳
」
資
料
の
検
討
を
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
柴
氏
の
検
討
さ
れ
た
資
料
を
中
心
に

も
う
一
度
「
聴
耳
」
説
話
の
観
点
か
ら
再
考
し
、「
聴
耳
」
説
話
が
悉
曇

学
資
料
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

で
は
、
ま
ず
『
悉
曇
要
訣
』
か
ら
順
次
、
見
て
み
よ
う
。

　

問
。
世
人
常
云
。
善
解
二
悉
曇
一
者
鳥
獣
言
語
亦
能
聞
知
云
云　

此
事
事

実
不　

答
。
大
日
経
疏
引
レ
経
云
。
時
劫
初
獣
等
亦
解
二
人
語
一
文
雑
宝
蔵
経
第

二
説
古
自
鮭
中
云
。
上
古
畜
生
皆
能
人
語
文　

四
馬
意
云
。
畜
生
亦
欲

二
色
声
香
味
細
滑
一
。
亦
自
相
語
。
但
不
レ
能
二
如
レ
人
語
一
耳
文
入
楞
伽
経

四
云
。
諸
世
界
中
一
切
微
虫
蚊
虻
蝿
等
衆
生
之
類
。
不
レ
説
二
言
語
一
共

作
二
自
事
一
而
得
二
成
弁
一
文
阿
跋
経
云
。
大
恵
。
見
二
世
界
一
蚊
虻
虫
蟻
。

是
等
衆
生
有
二
言
説
一
而
各
弁
レ
事
文
薩
婆
多
論
云
律
抄
批
九
及
法
苑

珠
林
二
十
六
引
レ
之　

古
時
畜
生

所
二
―
以
能
語
一
今
時
畜
生
所
二
―
以
不
一
レ
能
レ
語
。　

謂
劫
初
時
先
有
二

人
天
一
。
未
レ
有
二
三
悪
一
。
尽
従
二
人
天
中
一
来
。
以
二
宿
習
近
一
故
。
是

以
能
語
。
今
時
畜
生
多
従
二
三
悪
道
中
一
来
。
是
以
不
レ
語
文　

既
不
レ
能

レ
語
。
豈
有
二
聞
知
人
一
耶

問
。
仁
海
僧
正
解
二
悉
曇
一
故
聞
二
―
知
鳥
語
一
云
云　

豈
非
二
聞
知
一
耶　

答
。
有
人
云
。
彼
僧
正
善
解
二
周
易
占
一
。
占
故
能
知
。
非
二
悉
曇
之

力
一
云
云
況
彼
僧
正
不
レ
窮
二
悉
曇
一
。
何
至
レ
解
二
鳥
語
一
焉
。
天
台
法
華

疏
四
釈
二
畜
生
一
中
云
。
劫
初
時
皆
解
二
聖
語
一
。
後
飲
食
異
諂
心
而
語

皆
変
。
或
不
二
復
能
語
一
文
古
婆
沙
第
七
釈
二
畜
生
一
云
。
世
界
初
成
時

一
切
衆
生
尽
作
二
聖
語
一
。
後
以
二
飲
食
過
患
一
。
時
世
転
悪
諂
曲
心
多
。

便
有
二
種
種
語
一
。
乃
至
有
下
不
二
能
言
一
者
上
文
故
云
レ
不
レ
能
語
者
其
一

類
也
。
語
者
亦
一
類
也（
９
）。
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『
悉
曇
要
訣
』
は
、
明
覚
が
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
以
後
に
成
立
し

た
も
の
と
さ
れ
、
様
々
な
書
物
を
引
用
し
な
が
ら
悉
曇
に
つ
い
て
解
説
を

行
っ
て
い
る
。
さ
て
、
冒
頭
で
「
問
」
と
し
て
「
善
ク
悉
曇
ヲ
解
ス
ル
者

ハ
鳥
獣
ノ
言
語
モ
亦
タ
能
ク
聞
キ
知
ル
云
云
」が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
聴

耳
」
能
力
を
獲
得
す
る
前
提
と
し
て
悉
曇
学
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
仏
語
や
梵
字
に
精
通
す
る
こ
と
つ
ま
り
、
悉

曇
学
を
修
め
る
こ
と
で
鳥
獣
の
こ
と
ば
も
ま
た
解
せ
る
と
い
う
発
想
は
、

い
か
な
る
出
自
や
根
拠
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
覚

自
身
の
次
の
よ
う
な
伝
承
が
存
在
す
る
。

皇
代
記
裏
書
云
、
此
明
覚
ハ
叡
山
之
住
侶
也
。
離
山
之
後
、
住
玉シ
二

加
州

温
泉
寺
ニ一

也
。
此
人
ハ
法
花
之
声
并
ニ
悉
曇
師
也
。
仍
聞
二
知
ル
鳴
音
ヲ一

人

也
）
（（
（

。（
傍
線
＝
佐
藤
記
）

　

明
覚
は
悉
曇
の
師
で
あ
る
が
故
に
動
物
の
鳴
き
声
を
理
解
で
き
た
人

だ
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
柴
佳
世
乃
氏
は
、
今
示
し
た
二
つ
の
資
料
等

を
比
較
さ
れ
、「
聴
耳
」
説
話
と
関
わ
り
な
が
ら
も
別
の
位
相
を
示
し

て
い
る
と
さ
れ
［
柴　

二
〇
〇
四
：
二
五
二
頁
］、
世
界
の
始
ま
り
の
言

語
世
界
で
は
、
動
物
と
人
の
言
葉
が
近
し
く
、
動
物
の
声
は
、「
畜
生
」

と
し
て
で
な
く
、
梵
語
に
通
ず
る
聖
な
る
音
声
と
意
識
さ
れ
た
［
柴　

二
〇
〇
四
：
二
六
四
頁
］
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
人
の
こ
と
ば
と
動
物
の

こ
と
ば
が
、
近
し
い
と
い
う
言
語
観
が
悉
曇
学
の
基
底
に
示
さ
れ
て
い
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
言
語
観
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
仏

典
に
は
人
が
動
物
の
言
葉
を
解
す
る
「
聴
耳
」
説
話
の
構
造
と
は
逆
の
説

話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
少
し
見
て
み
た
い
。

　

仏
言
。
昔
迦
尸
国
有
レ
王
。
名
為
二
悪
受
一
。
極
作
二
非
法
一
。
苦
二
―
悩

百
姓
一
。
残
賊
無
道
。
四
遠
賈
客
。
珍
琦
勝
物
。
皆
税
奪
取
。
不
レ
酬
二

其
直
一
。
由
レ
是
之
故
。
国
中
宝
物
。
遂
二
大
貴
一
。
諸
人
称
伝
。
悪
名

流
布
。
爾
時
有
二
鸚
鵡
王
一
。
在
二
於
林
中
一
。
聞
三
行
路
人
説
二
王
之
悪
一
。

即
自
思
念
。我
雖
二
是
鳥
一
。尚
知
二
其
非
一
。今
当
三
詣
レ
彼
為
説
二
善
道
一
。

彼
王
若
聞
二
我
語
一
。
必
作
二
是
言
一
。
彼
鳥
之
王
。
猶
有
二
善
言
一
。
奈

何
人
王
）
（（
（

。（
傍
線
＝
佐
藤
記
）

　

仏
在
二
舎
衛
国
一
。
爾
時
般
遮
羅
国
。
以
二
五
百
白
鴈
一
。
献
二
波
斯
匿

王
一
。
波
斯
匿
王
。
送
著
二
祇
桓
精
舎
一
。
衆
僧
食
時
。
人
人
乞
食
。
鴈

見
二
僧
聚
一
来
在
レ
前
立
。
仏
以
二
一
音
一
説
レ
法
。
衆
生
各
得
二
隋
レ
類
受

解
一
。
当
時
群
鴈
。
亦
解
二
仏
語
一
。
聞
レ
法
歓
喜
。
鳴
声
相
和
。
還
二
於

池
水
）
（（
（

一
。（
傍
線
＝
佐
藤
記
）

　

両
資
料
と
も
『
悉
曇
要
訣
』
が
引
用
し
て
い
た
仏
典
『
雑
宝
蔵
経
』
に

載
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
説
話
で
は
傍
線
部
の
箇
所
で
、
オ
ウ
ム
の
王

が
林
の
中
で
通
行
人
の
王
の
悪
政
を
嘆
く
声
を
耳
に
し
、
自
分
は
鳥
だ
が

こ
の
庶
民
の
声
を
王
に
伝
え
悪
政
を
戒
め
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
後
者
の
説
話
で
は
、
群
れ
た
鴈
は
仏
語
を
解
せ
た
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こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
取
り
上
げ
た
二
つ
の
説
話
を
「
聴
耳
」
説
話

の
機
能
と
い
う
点
で
見
た
場
合
、
人
が
動
物
の
言
葉
を
解
す
と
い
う
設
定

と
全
く
逆
の
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
ま
た
後
者
の
説

話
で
、
人
の
言
葉
で
は
な
く
鴈
が
仏
語
を
解
せ
た
と
い
う
発
想
は
、
梵
語

に
精
通
し
た
人
つ
ま
り
、
悉
曇
学
を
修
め
た
人
が
、
動
物
の
言
葉
を
解
す

こ
と
が
で
き
る
と
説
く
『
閑
語
抄
』
の
論
理
と
響
き
あ
う
も
の
を
看
取
で

き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
人
と
動
物
の
声
が
近
し
い
と
い
う
発
想
は
、
柴
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
動
物
の
こ
と
ば
を
翻
訳
す
る
と
い
う
「
聴
耳
」
説
話
の
モ
テ
ィ
ー

フ
の
そ
れ
と
位
相
を
異
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
覚

が
仏
語
や
梵
字
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
で
鳥
獣
の
こ
と
ば
を
解
せ
た
と
説

く
こ
と
は
、
特
異
な
人
物
が
、
呪
宝
を
使
用
せ
ず
自
身
の
持
つ
特
殊
な
能

力
（
こ
こ
で
は
悉
曇
学
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
動
物
の
声
を

解
す
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
説
話
の
中
で
機
能
し
て
い
る
点
を
注
目
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
こ
の
点
は
、
現
在
多
く
伝
承
さ
れ
る
呪
宝
を
媒
体
と
す
る

「
聴
耳
」
説
話
と
性
格
を
異
に
す
る
が
、
中
世
期
の
「
聴
耳
」
説
話
を
考

察
す
る
上
で
有
効
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
も
う
少
し
時
代
を

下
っ
た
「
聴
耳
」
説
話
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三
、
直
談
物
に
お
け
る
「
聴
耳
」

　

お
よ
そ
院
政
期
の
頃
よ
り
歌
や
物
語
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な

事
象
に
対
す
る
知
的
営
み
と
し
て
注
釈
行
為
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
年
中
世
文
学
研
究
を
中
心
に
多
く
の
研
究
成
果
が

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
中
世
の
仏
教
布
教
の
実
態
を
見
て
み
る

と
、
様
々
な
法
華
経
注
釈
書
が
そ
れ
を
講
義
す
る
談
義
所
（
談
所
）
に
お

い
て
制
作
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
講
義
を
す
る
能
化
と

学
僧
で
あ
る
所
化
が
お
り
、
現
在
の
大
学
の
よ
う
な
形
式
で
法
華
経
な
ど

の
経
典
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
学
僧
の
交
流
は
宗
派
を
超
え
て
盛

ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
）
（（
（

。
廣
田
哲
通
氏
に
拠
れ
ば
、
天
台
宗
に

お
け
る
談
義
所
の
数
は
、
現
在
判
明
し
て
い
る
限
り
全
国
に
お
よ
そ
六
十

箇
所
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。［
廣
田　

二
〇
〇
〇
：
八
十
頁
］
そ
し
て
天
台

宗
に
お
け
る
談
義
所
の
主
な
機
能
は
、「
談
義
所
の
僧
が
学
問
研
鑽
を
積

ん
で
比
叡
山
の
学
侶
に
な
る
と
い
う
課
程
」［
廣
田　

二
〇
〇
〇
：
七
九

頁
］
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
談
義
所
で
成
立
し
た
書
物
の
一
群
に
、
直
談
物
）
（（
（

と
呼

ば
れ
る
法
華
経
注
釈
書
が
あ
る
。
こ
の
一
群
の
書
物
は
、
法
華
経
の
内
容

を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と

し
て
注
目
さ
れ
る
事
項
の
一
つ
は
、「
事
的
叙
述
に
お
い
て
多
く
説
話
的

内
容
や
和
歌
が
使
用
さ
れ
る
」［
廣
田　

一
九
九
三
：
六
六
頁
］
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
わ
か
り
や
す
く
法
華
経
を
説
く
方
法
と
し
て
、
ど
の

よ
う
に
「
聴
耳
」
説
話
が
機
能
し
て
い
た
の
か
。
で
は
ま
ず
、
比
較
的
成

立
の
早
い
『
一
乗
拾
玉
抄
』
か
ら
順
次
検
討
し
て
み
よ
う
。

唐
土
ニ
コ
ウ
ヤ
長
ト
云
人
ハ
靜
律
ニ
達
シ
テ
或
ル
時
、
此
國
ニ
敵
キ
ガ
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可
トレ

来
ル
申
ス
。
是
ヲ
御ミ
カ
ト門

ヘ
奏
門
ス
。
四
五
日
過
テ
敵
キ
打
入
ル
。
其

上
ノ
云
ク
、
今
度
ノ
敵
ノ
□
向
ハ
非
余
事
ニ一

公コ
ウ

夜ヤ

長
カ
所
為
也
ト
テ
令

籠
者
一
。
然
ニ
籠
中
ニ
シ
テ
是
ヨ
リ
南
ニ
三
里
過
テ
米ヨ
子

車
カ
破
ル
。
是

ヲ
鳥
リ
□
可
トレ

食
（
マ
マ
）ス一

云
テ
鳴
ク
也
ト
云
。
依
之
一
、
南
方
ヘ
人
ヲ
遣
シ

テ
見
ハ
如
レ
云
カ
也
。
サ
テ
ハ
彼
ハ
靜
律
ニ
達
シ
タ
リ
。
長
籠
中
ヲ
出

□
也
云

く
。
是
耳
根
ノ
性
也
）
（（
（

。

　
『
一
乗
拾
玉
抄
』
は
、「
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）、「
防
州
吉
敷
郡
氷
上

山
興
隆
寺
住
僧
叡
海
」
が
類
聚
、五
年
後
の
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）、「
常

陸
国
信
太
庄
若
栗
郷
北
宿
坊
」
に
於
い
て
「
傳
海
」
が
書
写
」［
中
野　

一
九
九
八
：
四
頁
］
し
た
と
さ
れ
る
。
今
引
用
し
た
部
分
は
、
法
華
経
の

法
師
功
徳
品
に
つ
い
て
説
い
た
箇
所
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
功
徳

と
は
、
仏
教
の
六
根
清
浄
（
六
根
浄
と
も
い
う
）
の
こ
と
で
あ
る
。
六
根

清
浄
と
は
、「
六
根
浄
と
も
い
う
。
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
の
六
根
（
六

つ
の
器
官
）
が
け
が
れ
を
払
っ
て
清
ら
か
に
な
る
こ
と
。
人
間
の
身
心
が

種
々
の
功
徳
に
満
ち
て
清
浄
に
な
る
こ
と
）
（（
（

」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
聴
覚
が

清
ら
か
に
な
る
と
様
々
な
事
象
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
具
体

例
と
し
て
公
冶
長
の
「
聴
耳
」
説
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
前
代
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
公
冶
長
の
「
聴
耳
」
説
話
と
相
違

点
は
あ
る
の
か
。
前
節
で
触
れ
た
渡
辺
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
論
語
義

疏
』
の
本
文
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

別
有
一
書
、
名
之
為
論
釈
、
云
、
公
冶
長
従
衛
還
魯
、
行
至
二
堺
上
、

聞
鳥
相
呼
往
清
渓
食
死
人
肉
、
須
臾
見
一
老
嫗
当
道
而
哭
、
冶
長
問
之
、

嫗
曰
、
児
前
日
出
行
、
于
今
不
反
、
当
是
已
死
亡
、
不
知
所
在
、
冶
長
曰
、

向
聞
鳥
相
呼
往
清
渓
食
肉
、
恐
是
嫗
児
也
、
嫗
往
看
、
即
得
其
児
、
已

死
、
即
嫗
告
村
司
、
村
司
問
嫗
従
何
得
知
之
、
嫗
曰
、
児
冶
長
道
如
此
、

村
官
曰
、
冶
長
不
殺
人
、
何
縁
知
之
、
囚
録
冶
長
付
獄
主
、
問
冶
長
何

以
殺
人
、
冶
長
曰
、
解
鳥
語
、
不
殺
人
、
主
曰
、
当
試
之
、
若
必
解
鳥
語
、

便
相
放
也
、
若
不
解
、
当
令
償
死
、
駐
冶
長
在
獄
六
十
日
、
卒
日
、
有

雀
子
縁
獄
柵
上
、
相
呼
嘖
嘖
洸
洸
、
冶
長
含
笑
、
吏
啓
主
冶
長
笑
雀
語
、

是
似
解
鳥
語
、
主
教
問
冶
長
、
雀
何
所
道
而
笑
之
、
冶
長
曰
、
雀
嘖
嘖

洸
洸
、
白
蓮
水
辺
有
車
翻
覆
黍
粟
、
牡
牛
折
角
、
収
斂
不
尽
、
相
呼
往

啄
、
獄
主
未
信
、
遣
人
往
看
、
果
如
其
言
、
後
又
解
猪
及
燕
語
、
屡
験
、

於
是
得
放
、

然
此
語
乃
出
雑
書
、
未
必
可
信
、
而
亦
古
旧
相
伝
云
冶
長
解
鳥
語
、
故

聊
記
之
）
（（
（

、

　

公
冶
長
が
拘
束
さ
れ
る
理
由
が
、『
論
語
義
疏
』
で
は
行
方
不
明
の
子

が
死
ん
で
い
る
こ
と
と
そ
の
場
所
を
特
定
し
た
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
一
乗
拾
玉
抄
』
で
は
四
、五
日
後
に
敵
が
攻
め
て
く
る
こ
と
を
予
言
し
的

中
さ
せ
た
こ
と
が
公
冶
長
の
謀
略
だ
と
見
な
さ
れ
拘
束
を
受
け
て
い
る
。

今
挙
げ
た
点
以
外
で
も
若
干
の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
箇
所
だ
け
が

大
き
な
相
違
点
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
な
ぜ
改
変
さ
れ
た
の
か
。
わ
か
り
や
す
く
法
華
経
の
内
容
を
説
く

こ
と
に
直
談
物
の
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
一
乗
拾
玉
抄
』
が
書
写
さ



51

れ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
戦
乱
の
世
た
け
な
わ
で
あ
る
。
よ
っ
て
改
変
は
、

直
談
物
が
背
景
に
持
つ
時
代
性
を
端
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。

　

さ
て
、こ
の
後
『
一
乗
拾
玉
抄
』
記
載
の
公
冶
長
が
登
場
す
る
「
聴
耳
」

説
話
は
、
時
を
経
て
も
ほ
ぼ
同
内
容
で
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
）
（（
（

。
し
か
し
な

が
ら
『
直
談
因
縁
集
』
で
は
少
し
様
子
が
違
っ
て
い
る
。
本
文
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

一
、
六
根
浄
ニ
付
テ
。
書
写
、
性
空
上
人
、
叶
六
根
浄
ニ一

御
人
也
。
有
時
、

山
門
ヲ
、
雀
、
多
飛
通
ル
時
、
声
ヲ
聞
テ
、
此
雀
ハ
、
坂
本
ニ
、
馬
臥
テ
、

米
カ
コ
ホ
ル
ヽ
ヲ
、
往
テ
食
ン
、
ト
鳴
也
、
ト
云

云
。
或
ハ
笑
人
モ
有
之
一
。

但
シ
、
ト
云
テ
、
下
テ
見
ル
ニ
、
軈
テ
馬
臥
シ
、
米
コ
ホ
ル
、
ト
云

云

。）
（（
（

　

説
話
の
機
能
と
い
う
面
で
は
、
や
は
り
『
一
乗
拾
玉
抄
』
な
ど
と
同
じ

で
あ
る
が
、
公
冶
長
の
「
聴
耳
」
説
話
か
ら
性
空
上
人
が
聴
耳
の
持
ち
主

と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
性
空
上
人
と
は
、

平
安
時
代
中
期
の
僧
で
十
歳
の
時
『
法
華
経
』
読
み
始
め
、
後
に
播
磨
国

書
写
山
に
籠
居
し
た
。
そ
し
て
、
花
山
天
皇
が
二
度
行
幸
す
る
な
ど
都
人

と
の
接
点
が
多
分
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
）
（（
（

。
ま
た
、
奇
談
的
説
話
を
多
く
残

し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
）
（（
（

。
で
は
『
直
談
因
縁
集
』
で
の
主
人
公
改

変
理
由
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　
『
直
談
因
縁
集
』
の
注
釈
態
度
に
つ
い
て
、
注
二
十
書
の
巻
末
類
話
索

引
を
見
る
と
様
々
な
説
話
や
物
語
世
界
と
の
交
流
を
見
透
か
す
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
巻
三
―
十
八
話
で
は
、
鬼
の
呪
宝
に
関
す
る
話
、
巻
五
―

七
話
で
は
諏
訪
縁
起
の
甲
賀
三
郎
譚
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
、
巻
五
―
一

話
で
は
昔
話
「
猿
の
生
肝
」（
別
称
＝
「
海
月
骨
な
し
」）
と
の
類
似
も
見

出
せ
る
）
（（
（

。
こ
の
様
な
『
直
談
因
縁
集
』
の
多
様
な
説
話
世
界
の
交
流
は
、

中
世
説
話
世
界
に
お
い
て
書
承
の
基
層
に
口
承
が
あ
っ
た
と
い
う
単
純
な

文
化
の
受
容
形
態
で
は
な
く
、
語
り
（
唱
導
な
ど
）
も
媒
介
と
し
な
が
ら

文
字
説
話
が
重
な
り
合
っ
て
存
在
し
て
い
た
［
黒
田 

一
九
九
三
：
四
二

～
四
三
頁
］
こ
と
の
証
左
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
談

義
所
で
学
問
を
修
め
た
僧
達
は
そ
の
知
識
を
一
般
庶
民
へ
伝
え
る
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
た
［
酒
井　

一
九
九
六
：
一
〇
八
頁
］
と
い
う
指
摘
を
加
味

す
る
な
ら
、
直
談
物
の
世
界
と
口
承
世
界
と
の
漸
次
的
交
流
も
ま
た
見
通

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
多
種
多
層
な
背
景
が
、「
聴
耳
」

説
話
の
主
人
公
を
変
化
さ
せ
た
因
と
し
て
求
め
ら
れ
の
で
は
な
い
か
）
（（
（

。

　

以
上
、
天
台
宗
の
直
談
物
を
中
心
に
中
世
説
話
に
お
け
る
「
聴
耳
」
説

話
の
展
開
を
見
て
み
た
。
室
町
期
に
お
い
て
は
仏
教
、
特
に
天
台
宗
の
直

談
物
に
「
聴
耳
」
説
話
が
積
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
ま
た
、
仏
教
概
念
六
根
清
浄
の
体
現
者
と
し
て
性
空
上
人
が
公
冶
長

と
共
に
「
聴
耳
」
の
持
ち
主
と
し
て
説
話
世
界
に
登
場
す
る
な
ど
、
多
少

の
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
も
「
聴
耳
」
説
話
が
室
町
期
を
通
じ
て
天
台
の
直

談
の
場
で
語
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
中
で
も
、
呪

宝
は
登
場
せ
ず
特
異
な
人
物
の
聴
耳
能
力
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ

る
。
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お
わ
り
に

　

今
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
「
聴
耳
」
説
話
は
、
儒
仏
文
化
を
背
景

と
し
て
、
そ
れ
が
説
か
れ
る
文
字
の
世
界
で
積
極
的
に
受
容
及
び
享
受

さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
説
話
の
中
で
は
、
中
世
期
ま
で
主
と
し

て
特
異
な
人
物
が
特
に
呪
宝
を
使
用
せ
ず
、
自
身
の
持
つ
特
異
な
能
力
に

よ
っ
て
動
物
の
声
を
解
す
機
能
を
担
う
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
重
要
な

事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
世
期
に
お
け
る
「
聴
耳
」
説
話
は
、
悉
曇
学
に

お
け
る
言
語
観
や
法
華
経
の
功
徳
を
説
明
す
る
道
具
立
て
と
し
て
も
機
能

し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
た
。

　

そ
し
て
通
時
的
に
見
た
場
合
、「
聴
耳
」
説
話
が
現
在
伝
承
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
「
呪
宝
譚
」
の
様
相
を
呈
す
る
の
は
、
近
世
期
に
入
っ
て
か
ら

漸
次
説
話
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
文
字
及
び
口
頭
で
伝
播
・
伝
承
が
拡
大
し

て
い
っ
た
と
推
察
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
現
在
昔
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

る
「
聴
耳
」
説
話
と
中
世
期
ま
で
の
そ
れ
と
は
少
し
位
相
を
異
に
し
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
一
節
末
尾
で
触
れ
た
渡
辺
氏
の
指
摘
の
よ

う
に
、
中
世
期
の
呪
宝
を
用
い
な
い
「
聴
耳
」
説
話
と
現
在
の
も
の
と
同

一
視
す
る
よ
り
は
、
な
ぜ
近
世
期
に
な
り
動
物
言
葉
を
聴
く
媒
体
と
し
て

呪
宝
が
登
場
し
て
く
る
の
か
、
と
い
う
説
話
の
変
化
を
考
察
す
る
視
点
が

今
後
必
要
か
つ
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
記
の
観
点

は
、「
聴
耳
」
説
話
が
昔
話
と
し
て
口
承
化
さ
れ
て
い
っ
た
近
世
期
の
メ

デ
ィ
ア
と
し
て
の
オ
ー
ラ
ル
の
捉
え
方
も
考
察
の
対
象
と
な
り
得
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
と
し
て
鳥
や
動
物
の
声
を
聴
き
、
そ
れ

ら
を
人
が
こ
と
ば
と
し
て
捉
え
る
発
想
す
な
わ
ち
、
聴
き
な
し
の
問
題
と

も
合
わ
せ
て
多
面
的
な
視
野
か
ら
「
聴
耳
」
説
話
に
つ
い
て
今
後
検
討
の

必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
為
の
一
つ
の
小
さ
な
布
石
で
あ
る
。

注（
１
） 

関
敬
吾
氏
『
日
本
昔
話
大
成
』
第
三
巻
（
一
九
七
八　

角
川
書

店 

二
八
八
～
三
〇
九
頁
）・
稲
田
浩
二
氏
『
日
本
昔
話
通
観
』
第

二
十
八
巻
（
一
九
八
八　

同
朋
舎 

二
七
九
頁
）
を
参
照
。

（
２
） 

田
畑
英
勝
氏
編
『
奄
美
大
島
昔
話
集
』〈『
全
国
昔
話
資
料
集
成
』

十
五
〉（
一
九
七
五　

岩
崎
美
術
社 

一
三
三
～
一
三
四
頁
）

（
３
） 

本
文
記
載
事
例
以
外
で
以
下
の
事
例
が
得
ら
れ
た
。
な
お
町
村
名

は
、
旧
名
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
秋
田
県
北
秋
田
郡
阿

仁
町
（
秋
田
県
文
化
財
保
護
協
会
阿
仁
町
支
部 

『
阿
仁
町
伝
承
夜

話
』
第
四
集　

一
九
七
五　

阿
仁
町
教
育
委
員
会
）・
秋
田
県
仙

北
郡
角
館
町
（
武
藤
鉄
城
氏
『
角
館
昔
話
集
』　

一
九
七
五　

岩

崎
美
術
社
）・
岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町
（
高
橋
貞
子
氏
編
・
平

野
直
氏
監
修 

『
火
っ
こ
を
た
ん
も
う
れ
―
岩
泉
の
む
か
し
話
―
』　

一
九
七
七　

熊
谷
印
刷
出
版
部
）・
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
（
岩
崎

と
し
ゑ
氏
『
日
本
昔
話
』 

一
九
七
七　

自
刊
）・
山
形
県
飽
海
郡
松

山
町
（
清
野
久
雄
氏
編
『
庄
内
昔
話
集
』〈『
全
国
昔
話
資
料
集
成
』

三
十
七
〉 
一
九
八
四　

岩
崎
美
術
社
）・
福
島
県
田
村
郡
船
引
町
（
船
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引
町
教
育
委
員
会
編
刊 

『
ふ
ね
ひ
き
の
ざ
っ
と
昔
』　

一
九
八
〇
）・

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町（
池
上
真
理
子
氏
編『
武
蔵
の
昔
話
』（『
日

本
の
昔
話
』
二
十
八
）
一
九
七
九　

日
本
放
送
出
版
協
会
）・
長
野

県
上
水
内
郡
中
条
村
（
小
林
朱
美
氏
「
信
濃
上
水
内
の
昔
話
」〈
昔

話
研
究
懇
話
会
編 

『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
六
〉　

一
九
七
七　

三
弥
井
書
店
）・
富
山
県
射
水
郡
小
杉
町
（
伊
藤
曙
覧
氏
編
『
越
中

射
水
の
昔
話
』〈『
昔
話
研
究
資
料
叢
書
』
六
〉
一
九
七
一　

三
弥

井
書
店
）・
鹿
児
島
県
大
島
郡
徳
之
島
町
（
福
田
晃
氏
他
編
『
徳
之

島
の
昔
話
』〈『
南
島
昔
話
叢
書
』
三
〉　

一
九
八
四　

同
朋
舎
出
版
）

（
４
） 

以
下
本
稿
で
用
い
る
「
中
世
」
と
い
う
時
代
意
識
は
、
以
下
論
じ

る
注
釈
と
い
う
営
為
が
盛
ん
に
な
る
院
政
期
を
含
め
た
も
の
で
あ

る
。
歴
史
的
時
代
性
よ
り
も
文
化
史
的
側
面
を
意
識
し
た
用
い
方

で
あ
る
。
こ
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
文
献
の
諸
論
考
を
参

照
願
い
た
い
。（
三
谷
邦
明
・
小
峯
和
明
両
氏
編
『
中
世
の
知
と

学
〈
注
釈
〉
を
読
む
』〈
一
九
九
七　

森
話
社
〉・
院
政
期
文
化
研

究
会
編
『
院
政
期
文
化
論
集
』
全
五
巻
〈
二
〇
〇
一
～
二
〇
〇
五　

森
話
社
〉）

（
５
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、日
本
昔
話
学
会
編
『
昔
話
と
呪
物
・
呪
宝
』

（〈『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
第
二
十
五
号
〉
一
九
九
七　

三
弥
井

書
店
）
に
掲
載
さ
れ
た
呪
宝
譚
に
関
す
る
各
論
考
が
参
考
に
な
る
。

（
６
） 『
簠
簋
抄
』
で
は
、「
龍
宮
ニ
テ
烏
薬
ヲ
耳
ニ
ツ
ケ
給
フ
。
無
レ
程
、

元
ノ
鹿
島
ニ
帰
リ
、
諸
鳥
ノ
囀
ヲ
聞
ク
ニ
、
能
ク
聞
知
ル
也
。」（
深

沢
徹
責
任
編
集
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊
』
第
三
巻
〈
二
〇
〇
四　

現
代
思
潮
新
社 

一
七
四
～
一
七
七
頁
〉
よ
り
引
用
。）
と
記
さ
れ
、

以
下
で
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
昔
話
「
聴
耳
」
と
同
じ
展
開
を
し

て
い
る
。『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
は
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
の

記
事
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

 

紹
蔵
主
来
。
又
居
二
天
王
寺
一
。
或
時
聴
二
二
鳥
相
語
一
。
一
鳥
則

自
二
京
祇
園
一
来
。
一
鳥
自
レ
本
栖
二
于
此
里
一
者
也
。
此
時
天
皇

不
豫
。
祇
園
鳥
曰
内
里
西
北
中
。
有
二
一
銅
器
一
久
埋
二
地
中
一
。

有
レ
霊
。
天
皇
不
豫
為
レ
祟
云
々
。
請
明
聴
レ
之
。
上
京
療
二
治
帝

病
一
。
遂
発
レ
名
為
二
天
下
无
雙
陰
陽
師
一
也
。
請
明
无
二
父
母
一
。

蓋
化
生
者
也
。
其
廟
在
二
奥
州
一
云
々
。（
史
籍
集
覧
研
究
会
『
続

史
籍
集
覧
』
第
三
冊
〈
一
九
七
〇　

す
み
や
書
房　

四
九
六
頁
〉

よ
り
引
用
。）

 

こ
こ
で
は
、
呪
宝
ら
し
き
も
の
を
媒
介
せ
ず
に
カ
ラ
ス
の
鳴
き
声

を
聞
い
て
い
る
。

（
７
）　

明
覚
の
学
的
詳
細
に
つ
い
て
は
、
馬
渕
和
夫
氏
『
日
本
韻
学
史
の

研
究
』Ⅰ（
一
九
六
二　

日
本
学
術
振
興
会　

四
〇
二
～
四
八
一
頁
）

を
参
照
。

（
８
）　

近
年
中
世
悉
曇
学
に
関
し
て
は
、
説
話
文
学
研
究
者
の
豊
富
か

つ
示
唆
に
富
む
研
究
が
相
次
い
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
小
川
豊
生

氏
「
夢
想
す
る
《
和
語
》
―
中
世
の
歴
史
叙
述
と
文
字
の
神
話
学

―
」（『
日
本
文
学
』
第
四
十
六
巻
第
七
号　

一
九
九
七 

日
本
文
学

協
会
）・
同
氏
「
幻
像
の
悉
曇
―
梵
・
漢
・
和
三
国
言
語
観
を
め

ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
』
第
四
十
五
巻
第
十
号　

二
〇
〇
〇　

至
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文
堂
）・
伊
藤
聡
氏
「
梵
・
漢
・
和
語
同
一
観
の
成
立
基
盤
」（
院

政
期
文
化
研
究
会
編
『
権
力
と
文
化
』〈『
院
政
期
文
化
論
集
』
第

一
巻
〉
二
〇
〇
一　

森
話
社
）
な
ど
を
参
照
。

（
９
）　
『
悉
曇
要
訣
』
第
四
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
八
十
四
巻　

五
六
六
～
五
六
七
頁
）

（
10
） 

園
城
寺
法
明
院
蔵
『
閑
語
抄
』［
柴　

二
〇
〇
四
：
三
六
二
頁
］
成

立
に
関
し
て
は
、
永
和
四
年
（
一
三
六
七
）
俊
誉
に
よ
っ
て
ま
と

め
ら
れ
た
も
の
。［
柴　

二
〇
〇
四
：
二
五
〇
頁
］

（
11
） 『
雑
宝
蔵
経
』
第
八
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
四
巻　

四
八
五
頁
）

（
12
） 

注
（
11
）
書　

四
八
八
頁

（
13
） 

注（
４
）掲
載
文
献
や
石
川
透
氏『
室
町
物
語
と
古
注
釈
』（
二
〇
〇
二 

三
弥
井
書
店
）
等
を
参
照
。

（
14
） 『
岩
波
仏
教
辞
典
（
第
二
版
）』 

二
〇
〇
二　

岩
波
書
店　

六
九
一

～
六
九
二
頁

（
15
） 「
談
義
」・「
直
談
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
仏
教
説
話
研
究
者
の
間

で
も
明
確
に
概
念
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
廣
田
氏

は
自
身
が
こ
の
二
つ
の
用
語
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
概
念
を
持
っ

て
い
る
か
を
経
験
的
に
「
直
談
を
談
義
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
と
し

て
と
ら
え
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

［
廣
田　

二
〇
〇
〇
：
一
〇
四
頁
］
ま
た
、「
直
談
」
の
趣
旨
を
『
法

華
経
直
談
書
』
の
序
文
か
ら
平
俗
に
説
く
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。［
廣
田　

二
〇
〇
〇
：
一
〇
五
頁
］
本
稿
で

は
、「
談
義
」、「
直
談
」
の
定
位
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ

え
ず
現
時
点
で
の
一
般
認
識
で
あ
る
「
平
易
に
説
く
」
こ
と
が
「
談

義
」・「
直
談
」
で
あ
る
と
の
見
解
で
論
を
進
め
る
。
な
お
、
こ
の

議
論
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
麻
理
子
氏
の
一
連
の
論
考
を
参
照
願
い

た
い
。

（
16
） 『
一
乗
拾
玉
抄
（
叡
山
文
庫
影
印
）』（
一
九
九
八 

臨
川
書
店  

六
一
一
頁
）
な
お
本
文
は
、
影
印
本
を
佐
藤
が
翻
刻
し
た
も
の
で

あ
る
。
句
読
点
は
、
私
的
に
付
し
た
。
ま
た
□
は
、
難
読
の
た
め

翻
刻
出
来
な
か
っ
た
箇
所
で
あ
り
、
随
所
に
誤
謬
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
御
教
示
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。

（
17
） 

中
村
元
氏
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
下
（
二
〇
〇
一　

東
京
書
籍 

一
七
七
八
頁
）
よ
り
引
用
。

（
18
） 

武
内
義
雄
氏 

『
武
内
義
雄
著
作
集
』
第
一
巻　

一
九
七
八　

角
川

書
店 

二
三
七
頁

（
19
） 

永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
成
立
の
『
法
ほ
っ
け
き
ょ
う
じ
ゅ
り
ん
し
ゅ
う
よ
う
し
ょ
う

華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』
や

天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
成
立
の
『
法
華
経
直
談
鈔
』
で
は
、

物
語
性
を
増
す
が
ほ
ぼ
同
内
容
の「
聴
耳
」説
話
を
記
載
し
て
い
る
。

五
十
年
以
上
も
同
様
の
説
話
が
、
法
華
経
の
同
箇
所
の
注
釈
と
し

て
存
在
し
か
つ
、三
書
が
別
々
の
地
域
で
編
纂
・
書
写
さ
れ
て
い
る
。

直
談
物
の
書
写
過
程
及
び
説
話
の
伝
播
と
し
て
も
興
味
あ
る
問
題

で
あ
る
。

（
20
） 
廣
田
哲
通
氏
他
編
『
日
光
天
海
蔵 

直
談
因
縁
集
―
翻
刻
と
索
引
―
』 

一
九
九
八 

和
泉
書
院　

二
四
一
～
二
四
二
頁
。『
直
談
因
縁
集
』

の
成
立
は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
で
あ
る
。
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（
21
） 『
国
史
大
辞
典
』
第
七
巻　

一
九
八
六　

吉
川
弘
文
館　

四
九
一
頁

（
22
） 

例
え
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
二
第
三
十
四
話
「
書
写
山
性
空

聖
人
語
」
で
は
、
出
生
時
「
其
ノ
児
左
ノ
手
ヲ
捲
テ
生
タ
リ
。
父

母
怪
ム
デ
、
強
ニ
開
テ
見
レ
バ
、
一
ノ
針
ヲ
捲
レ
リ
。」（
馬
淵
和

夫
氏
他
校
注
・
訳
『
今
昔
物
語
集
』
一
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』
三
十
五
）〈
一
九
九
九 

小
学
館 

二
五
二
頁
〉
か
ら
引
用
）
と

語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
性
空
上
人
は
六
根
清
浄
の
体
現
者
と

し
て
、
様
々
な
説
話
で
語
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、『
古
事
談
』
巻

第
三
―
九
十
一
話
・『
古
事
談
』
巻
第
三
―
九
十
六
話
・『
元
亨
釈

書
』
巻
第
十
一
な
ど
）。
ま
た
、
耳
根
体
現
者
の
例
と
し
て
『
徒
然

草
』
第
六
十
九
段
に
豆
が
煮
え
る
音
や
豆
殻
を
煎
る
音
を
こ
と
ば

と
し
て
聴
き
取
る
「
聴
耳
」
説
話
が
あ
る
。
性
空
上
人
以
外
の
中

世
期
に
お
け
る
「
聴
耳
」
説
話
と
し
て
は
、『
閑
居
友
』
下
五
―
七

「
唐
土
の
人
、
馬
・
牛
の
物
憂
う
る
聞
て
発
心
す
る
事
」
に
馬
と
牛

の
こ
と
ば
を
解
す
る
人
の
話
が
あ
る
。
い
ず
れ
の
説
話
に
お
い
て

も
、
呪
宝
的
な
モ
ノ
を
媒
介
と
し
て
動
物
の
声
を
人
間
の
こ
と
ば

に
換
言
し
て
は
い
な
い
。

（
23
） 

巻
五
―
第
一
話
は
、
こ
の
ほ
か
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
経
律
異
相
』

な
ど
も
類
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
当
該
話
が
口

承
の
話
を
取
り
入
れ
た
と
断
定
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
り
避
け
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
昔
話
の
日
中
の
比
較
研
究
と
し
て
は
、

立
石
展
大
氏
「「
猿
の
生
き
肝
」
の
変
遷
」（
日
本
昔
話
学
会
編
『
昔

話
と
呪
物
・
呪
宝
』〈『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
第
二
十
五
号
〉

一
九
九
七　

三
弥
井
書
店
）
が
参
考
に
な
る
。

（
24
） 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
調
査
・
検
討
の
余
地
が
残

さ
れ
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

引
用
・
参
考
文
献

大
場
朗　

一
九
九
七
「
性
空
説
話
と
『
摩
詞
止
観
』
―
法
名
「
性
空
」
と

「
六
根
清
浄
譚
」
の
源
流
―
」（
大
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
編
・
刊

『
国
文
学
試
論
』
第
十
三
号
）

尾
上
寛
仲　

一
九
六
〇
「
中
古
天
台
に
於
け
る
談
義
所
」（
日
本
印
度
学

仏
教
学
会
編
・
刊
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
八
巻
第
一
号
）

　

―
―
―　

一
九
六
一
「
談
義
所
と
天
台
教
学
の
流
伝
」（『
叡
山
学
報
』

再
刊
第
一
巻　

叡
山
学
会
）

　

―
―
―　

一
九
七
〇
「
関
東
の
天
台
宗
談
義
所
（
中
）」（『
金
沢
文
庫

研
究
』
第
十
六
巻
第
四
号　

金
沢
文
庫
）

川
村
湊　

一
九
九
〇
『
言
霊
と
他
界
』 

講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
と
し

て
二
〇
〇
二
年
に
同
タ
イ
ト
ル
で
再
刊
）

金
文
京　

一
九
九
〇「A

 little bird told m
e ! 

―
公
冶
長
解
鳥
語
考
」（
慶

應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
編
・
刊
『
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
二
十
二
号
）

粂
稔
子　

一
九
八
七
「
狐
女
房
譚
考
―
書
承
よ
り
口
承
の
可
能
性
―
」（
大

谷
大
学
大
学
院
編
・
刊
『
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
四
号
）

黒
田
彰　

一
九
九
三
「
注
釈
」（
本
田
義
憲
他
編
『
説
話
の
場
』〈『
説
話

の
講
座
』
三　

勉
誠
社
〉）
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小
池
淳
一　

一
九
九
三
「
陰
陽
道
系
説
話
の
展
開
と
位
相
」（
日
本
口
承

文
藝
学
会
編
・
刊
『
口
承
文
藝
研
究
』
第
十
六
号
）

　

―
―
―　

一
九
九
七
「
鬼
の
呪
宝
の
系
譜
」（
日
本
昔
話
学
会
編
『
昔

話
と
呪
物
・
呪
宝
』〈『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
第
二
十
五
号
〉
三
弥

井
書
店
）

小
峯
和
明　

二
〇
〇
〇
「『
中
世
仏
伝
集
』
解
題
」（
国
文
学
研
究
資
料
館

編
『
中
世
仏
伝
集
』〈『
真
福
寺
善
本
叢
書
』
第
五
巻
〉
臨
川
書
店
）

酒
井
綾
子　

一
九
九
六
「『
法
華
経
直
談
鈔
』
の
説
話
」（
大
正
大
学
出
版

部
編
、
刊　
『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
二
十
号
）

柴
佳
世
乃　

二
〇
〇
一
「
読
経
道
の
説
話
形
成
―
明
覚
流
を
基
点
と
し
て

―
」（
仏
教
文
学
会
編
、刊
『
仏
教
文
学
』
第
二
十
五
号
→
柴
佳
世
乃
『
読

経
道
の
研
究
』〈
二
〇
〇
四　

風
間
書
房
〉
に
再
録
）

高
橋
均　

一
九
八
九
「
日
本
に
お
け
る
「
論
語
義
疏
」
の
受
容
」（『
高
校

通
信
東
書
国
語
』　

東
京
書
籍
）

竹
原
威
滋　

一
九
九
七
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
に
お
け
る
呪
物
・
呪
宝
」

（
日
本
昔
話
学
会
編
『
昔
話
と
呪
物
・
呪
宝
』〈『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』

第
二
十
五
号
〉
三
弥
井
書
店
）

徳
田
和
夫　

一
九
八
七
「
民
間
説
話
と
古
文
献
―
『
月
菴
酔
醒
記
』
の
「
猫

と
茶
釜
の
蓋
」「
く
ら
げ
骨
な
し
」
を
紹
介
し
つ
つ
―
」（
荒
木
博
之
他

編
『
民
間
説
話
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
）

　

―
―
―　

一
九
八
八
「「
蛙
草
紙
」
絵
巻
の
成
立
」（
徳
田
和
夫
『
お
伽

草
子
研
究
』
三
弥
井
書
店
）

　

―
―
―　

一
九
九
六
「
動
物
に
宣
命
を
含
め
る
話
―
お
伽
草
子
「
横
座

房
物
語
」
論
そ
の
１
―
」（
学
習
院
女
子
短
期
大
学
編
・
刊
『
国
語
国

文
論
集
』
第
二
十
五
号
）

　

―
―
―　

一
九
九
七
「
も
の
言
う
動
物
の
話
―
お
伽
草
子
「
横
座
房
物

語
」
論
（
承
前
）
―
」（
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
編
・

刊
『
国
語
国
文
論
集
』
第
二
十
六
号
）

　

―
―
―　

二
〇
〇
一
「
中
世
民
間
説
話
と
『
蛙
草
紙
絵
巻
』」（
学
習
院

女
子
大
学
編
・
刊
『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
号
）

　

―
―
―　

二
〇
〇
四
「
鳥
獣
草
木
譚
の
中
世
―
〈
も
の
言
う
動
物
〉
説

話
と
お
伽
草
子
『
横
座
房
物
語
』
―
」（
福
田
晃
他
編
『
口
頭
伝
承
〈
ヨ

ミ
・
カ
タ
リ
・
ハ
ナ
シ
〉
の
世
界
』〈『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学
』
第
十

巻
〉
三
弥
井
書
店
）

中
野
真
麻
理　

一
九
九
八
『
一
乗
拾
玉
抄
の
研
究
』　

臨
川
書
店

林
雅
彦　

一
九
七
二
「
中
世
に
お
け
る
性
空
上
人
説
話
に
つ
い
て
」（
中

世
文
学
会
編
・
刊
『
中
世
文
学
』
第
十
七
号
→
林
雅
彦　
『
穢
土
を
厭

ひ
て
浄
土
へ
参
ら
む
』〈
一
九
九
五　

名
著
出
版
〉
に
再
録
）

　

―
―
―　

一
九
七
三
「
性
空
上
人
攷
覚
書
」（『
学
習
院
女
子
短
期
大
学

紀
要
』
第
十
一
号　

学
習
院
女
子
短
期
大
学
）

　

―
―
―　

一
九
七
四
「
性
空
上
人
説
話
攷
」（
学
習
院
女
子
短
期
大
学

国
語
国
文
学
会
編
・
刊
『
国
語
国
文
学
論
集
』
第
三
号
）

廣
田
哲
通　

一
九
九
三
『
中
世
法
華
経
注
釈
書
の
研
究
』
笠
間
書
院

　

―
―
―　

二
〇
〇
〇
『
中
世
仏
教
文
学
の
研
究
』
和
泉
書
院

丸
山
顕
徳　

一
九
九
七
「
昔
話
に
お
け
る
呪
物
・
呪
宝
」（
日
本
昔
話

学
会
編　
『
昔
話
と
呪
物
・
呪
宝
』〈『
昔
話
―
研
究
と
資
料
―
』
第
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二
十
五
号
〉
三
弥
井
書
店
→
丸
山
顕
徳
『
古
代
文
学
と
琉
球
説
話
』

〈
二
〇
〇
五　

三
弥
井
書
店
〉
に
再
録
）

宮
田
登　

一
九
九
二
「
言
霊
信
仰
」（
祖
父
江
孝
男
編
『
人
間
を
考
え
る
』

放
送
大
学
教
育
振
興
会
→
宮
田
登
『
宮
田
登
日
本
を
語
る
』
第
四
巻

〈
二
〇
〇
六　

吉
川
弘
文
館
〉
に
「
俗
信
の
諸
相
」
の
一
節
と
し
て
再
録
）

柳
田
國
男　

一
九
三
七
「
鳥
言
葉
の
昔
話
」（『
昔
話
研
究
』
第
二
巻
、
第

九
号　

民
間
伝
承
の
会
）
→
『
昔
話
と
文
学
』（
柳
田
國
男
『
柳
田
國

男
全
集
』
第
九
巻　

一
九
九
八　

筑
摩
書
房
）
等
に
再
録

柳
瀬
喜
代
志　

一
九
八
五
「
解
鳥
語
譚
考
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
編
・
刊
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
十

輯
→
柳
瀬
喜
代
志
『
日
中
古
典
文
學
論
考
』〈
一
九
九
九　

汲
古
書
院
〉

に
再
録
）

　

―
―
―　

一
九
九
三
「
蒙
求
和
歌
・
百
詠
和
歌
」（
本
田
義
憲
他
編
『
説

話
集
の
世
界
』
Ⅱ
〈『
説
話
の
講
座
』
第
五
巻
〉
勉
誠
社
）

渡
辺
麻
里
子　

二
〇
〇
〇
「
法
華
経
注
釈
書
の
位
相
」（
仏
教
文
学
会
編
・

刊
『
仏
教
文
学
』
第
二
十
四
号
）

　

―
―
―　

二
〇
〇
二
「
談
義
書
（
直
談
抄
）
の
位
相
」（
中
世
文
学
会
編
・

刊
『
中
世
文
学
』
第
四
十
七
号
）

　

―
―
―　

二
〇
〇
四
「『
鷲
林
拾
葉
鈔
』
と
『
轍
塵
抄
』」（『
印
度
学
仏

教
学
研
究
』
第
五
十
二
巻
第
二
号　

日
本
印
度
学
仏
教
学
会
）

渡
辺
守
邦　

一
九
八
四
「
清
明
伝
承
の
成
立
―
『
簠
簋
抄
』
の
「
由
来
」

の
章
を
中
心
に
―
」（
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
『
国
語
と
国
文
学
』

第
六
十
一
巻
第
二
号　

至
文
堂
→
『
仮
名
草
子
の
基
底
』〈
一
九
八
六

　

勉
誠
社
〉
に
再
録
）

　

―
―
―　

一
九
八
八
「『
簠
簋
抄
』
以
前
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
・

刊
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
十
四
号
）

　

―
―
―　

一
九
八
九
「〈
狐
の
子
別
れ
〉
文
芸
の
系
譜
」（
国
文
学
研
究

資
料
館
編
・
刊
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
十
五
号
）

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
一
月
十
日
に
國
學
院
大
學
大
学
院
に
提
出
し
た

修
士
論
文
を
基
に
第
二
節
を
増
補
し
、
二
〇
〇
七
年
六
月
三
日
弘
前
学
院

大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
第
三
十
一
回
大
会
で
の
発
表

を
再
構
成
し
執
筆
し
ま
し
た
。
ま
た
、
伝
承
文
学
研
究
会
の
皆
様
に
も
本

稿
執
筆
に
あ
た
り
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
関
係
各
位
に
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
さ
と
う
・
ま
さ
る
／
昔
話
伝
説
研
究
会
）


