
現
代
語
訳
「
小
説
八
宗
」

坂

井

健

は
じ
め
に

斎
藤
緑
雨
の
「
小
説
八
宗
」
は
、
坪
内
祐
三
・
南
仲
坊
編
集
『
明

治
の
文
学

第
十
五
巻

斎
藤
緑
雨
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
二
年

七
月
）
に
収
録
さ
れ
、
花
崎
真
也
・
川
岸
絢
子
氏
に
よ
る
か
な
り
詳

し
い
注
も
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
緑
雨
の
も
の
の
言
い
方
が
独
特
の

た
め
、
い
っ
ぱ
ん
に
は
、
な
か
な
か
理
解
し
づ
ら
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
注
を
付
け
て
、
現
代
語
訳
し
、
緑
雨
研
究
の
一
助
と
し
た

い
。
本
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
書
物
、
ま
た
は
、『
斎

藤
緑
雨
全
集

第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
六
月
）
を
参

照
さ
れ
た
い
が
、
本
訳
は
初
出
本
文
を
採
用
し
て
い
る
『
斎
藤
緑
雨

全
集
』
に
よ
っ
た
。（『
明
治
の
文
学
第
十
五
巻

斎
藤
緑
雨
』
は
再

録
本
文
に
よ
っ
て
い
る
。）

小
説
八
宗１

）

正
直
正
太
夫２

）

時
勢
は
変
遷
い
た
し
ま
す
。
そ
の
時
々
の
も
の
は
移
り
変
わ
り
ま

す
。
流
行
も
の
が
毎
日
毎
日
掛
け
持
ち
を
す
る
の
は
、
今
日
た
だ
い

ま
の
世
の
中
の
約
束
で
あ
る
。
ご
覧
な
さ
い
。
改
良
熱３

）
か
ら
分
か
れ

て
出
た
流
行
物
で
、
長
持
ち
す
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
あ
ま
り
多

く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
な
い
の
が
た
だ
一
つ
、
往

生
し
な
い
小
説
の
流
行
で
あ
る
。
今
も
っ
て
寿
命
を
繫
い
で
い
る
の

は
、
さ
て
も
さ
て
も
命
冥
加
な
や
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に

新
し
い
手
を
出
す
の
に
飽
き
て
、
機
械
を
使
う
の
に
疲
れ
て
、
も
う

一
度
昔
に
返
っ
て
、
白
痴
の
よ
う
に
、
晦
日
の
前
に
金
を
才
覚
し
な

け
れ
ば
と
い
う
の
で
も
な
か
ろ
う
に
、
西
鶴
西
鶴
と
嬉
し
が
る
も
の

も
あ
れ
ば４

）
、
起
請
誓
紙
で
も
な
い
の
に
自
笑５

）
じ
ゃ
と
か
、
奇
跡
で
も

な
い
の
に
其
磧６

）
調
じ
ゃ
と
（
こ
れ
は
洒
落
で
あ
る
。
受
け
取
ら
な
い

と
い
う
こ
と
な
ら
、
い
つ
で
も
お
返
し
に
な
っ
て
も
差
し
支
え
な
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い
。）
あ
り
が
た
が
る
も
の
も
あ
る
。
実
際
、
小
説
道
は
賑
や
か
な

こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
小
説
八
宗
の
目
的
は
、
現
在
大
家

と
呼
ば
れ
る
方
々
の
御
規
則
を
初
心
者
に
示
す
こ
と
に
あ
っ
て
、
ど

れ
に
つ
こ
う
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
勝
手
で
あ
る
が
、
な
る
べ
く
御
法
度

の
だ
い
た
い
を
あ
ら
か
じ
め
呑
み
込
ま
せ
て
お
こ
う
と
い
う
意
図
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
恐
れ
多
い
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を

参
照
し
て
解
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
印
紙
を
貼
っ
た

証
文
と
は
違
う
の
で
、
万
々
一
大
家
の
思
し
召
し
に
そ
ぐ
わ
な
い
欠

点
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
直
正
太
夫
は
、
悪
態
を
つ
い
た
り
、

黙
っ
て
い
て
大
家
の
皆
さ
ん
の
御
徳
を
汚
し
申
し
上
げ
よ
う
と
す
る

よ
う
な
つ
も
り
で
は
な
い
こ
と
は
、
神
か
け
て
誓
い
申
す
つ
も
り
で
、

何
と
な
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
書
い
た
細
工
ご
と
な
の
で
、

麻
縄
に
縛
ら
れ
た
西
瓜
を
井
戸
に
入
れ
る
よ
う
に
冷
や
か
す７

）
の
だ
な

ど
の
御
邪
推
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
無
用
で
あ
る
。
世
辞
も
愛
想
も
色
気

も
無
い
正
直
正
太
夫
は
、
当
然
、
ど
こ
ま
で
も
正
直
正
太
夫
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
八
宗
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
っ
て
喜
ば
れ
る
に
は
及
ば

な
い
。
漏
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
ご
心
配
さ
れ
る
に
も
及
ば
な
い
。
ま

ず
、
今
日
を
初
め
と
し
て
続
八
宗
、
続
々
八
宗
、
続
々
々
八
宗
と
次

か
ら
次
へ
と
選
ん
で
載
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
の
で
、
順
番
は
一
定
の

基
準
に
よ
っ
て
い
な
い
で
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

今
の
大
家
の
数
は
か
ぎ
り
が
な
い
か
ら
だ
。

注１
）

八
人
の
小
説
家
を
宗
派
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
。
実
際
に
は
、
六
人
で

終
わ
っ
て
い
る
。

２
）

斎
藤
緑
雨
の
別
号
。
正
直
に
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
い
う
洒
落
で
あ

る
が
、
そ
の
名
前
で
悪
口
を
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
言
わ
れ
る
方

は
た
ま
ら
な
い
。

３
）

文
明
開
化
の
改
良
熱
を
指
す
。

４
）

井
原
西
鶴
を
再
評
価
し
た
尾
崎
紅
葉
な
ど
を
指
す
。

５
）

八
文
字
自
笑
の
「
自
笑
」
と
起
請
誓
紙
の
「
誓
紙
」
を
か
け
る
。

６
）

江
島
其
磧
の
「
其
磧
」
と
奇
跡
を
か
け
る
。

７
）

冷
や
し
て
お
く
と
い
う
意
味
の
「
冷
や
か
す
」
と
か
ら
か
う
の
意
味

の
「
冷
や
か
す
」
を
か
け
る
。

一
、
お
ぼ
ろ
宗１

）

小
説
の
癖
を
直
す
の
は
、
こ
の
宗
が
元
祖
で
あ
る
。

小
説
に
癖
を
つ
け
る
の
も
、
ま
た
、
こ
の
宗
が
元
祖
で
あ
る
。
言

葉
を
換
え
て
い
う
と
、
古
い
癖
を
直
し
た
け
れ
ば
、
さ
ら
に
新
し

い
癖
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る２

）
。
こ
の
門
に
入
る
者
は
、
事

実
の
極
み
で
あ
る
と
か
美
の
極
み
で
あ
る
と
か
は
自
分
か
ら
は
言

わ
な
い
け
れ
ど３

）
、
よ
そ
で
は
言
う
い
ろ
い
ろ
な
議
論
を
脳
裏
に
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
書
く
に
か
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
防
護

栅
に
遮
ら
れ
て
、
思
っ
た
よ
り
舞
台
が
狭
く
な
る
こ
と
が
あ
る４

）
。

た
び
た
び
流
儀
を
改
め
、
こ
う
で
も
な
い
、
あ
あ
で
も
な
い
と

（
言
う
。
そ
れ
な
ら
）
い
っ
そ
お
休
み
が
よ
か
ろ
う
と
、
門
を
閉

じ
て
「
今
日
は
売
り
切
れ
」
と
貼
り
紙
を
し
て
お
く
の
も
よ
い
。
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小
説
の
主
眼
は
、
百
八
煩
悩
を
写
す
の
だ
、
そ
れ
ま
で
の
こ
と
と
、

そ
っ
け
な
く
始
め
て
、
そ
っ
け
な
く
終
わ
る
の
が
得
意
で
あ
る５

）
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
間
に
さ
す
が
は
、
さ
す
が
は
、
と
二
口
続
け
て

言
わ
せ
る
だ
け
の
妙
所
は
備
え
て
い
る
の
だ
。
小
説
が
盛
ん
な
こ

ろ
は
黙
っ
て
い
て
、
少
し
さ
び
れ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、
小
説
は

文
壇
上
の
芸
術
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
、
リ
ッ
ト
ン
、
デ
ュ
ー
マ
、

エ
リ
オ
ッ
ト
、
フ
ラ
イ
、
オ
ム
レ
ツ
、
ラ
イ
ス
カ
レ
ー６

）
を
し
の
ぐ

傑
作
を
世
の
中
に
出
せ
出
せ
と
、
一
通
り
触
れ
回
っ
て
、
さ
て
、

そ
れ
で
、
自
分
は
門
を
閉
じ
る
こ
と
が
、
こ
の
宗
の
真
言
の
秘
密

で
あ
る７

）
。
詳
し
く
は
大
久
保
あ
た
り
で
中
に
い
る
か
外
に
い
る
か

宿
に
い
る
か
と
呼
ん
だ
ら
い
い
だ
ろ
う
。
多
分
、
返
事
が
あ
る
だ

ろ
う
。
大
江
の
千
里
と
い
う
曲
者
が
、
は
や
く
か
ら
こ
の
宗
を
ネ

タ
に
詠
ん
で
新
古
今
集
に
載
せ
て
い
る
。
曰
く
、
テ
レ
も
せ
ず
困

り
も
は
て
ぬ
春
の
舎
の
お
ぼ
ろ
づ
く
り
に
し
く
も
の
ぞ
な
き８

）
。
試

し
に
安
宅
の
松
鮨９

）
に
命
じ
て
、
お
ぼ
ろ
を
食
わ
せ
ろ
と
言
え
ば
、

味
わ
い
は
だ
い
た
い
分
か
る
の
だ
。
待
つ
間
が
辛
か
っ
た
ら
、
朧

の
罪
や
松
の
影10

）
と
鼻
歌
を
歌
っ
た
ら
よ
い
。
こ
れ
が
煙
草
（
の

煙
）
を
輪
に
し
て
吹
く
変
わ
っ
た
形
で
あ
る
。（
後
は
お
い
お
い

書
き
ま
す
。）

注１
）

坪
内
逍

の
別
号
は
、
春
の
舎
お
ぼ
ろ
。

２
）
『
小
説
神
髄
』
が
勧
善
懲
悪
を
否
定
し
た
が
、
小
説
を
写
実
主
義
の

型
に
は
め
た
こ
と
を
指
す
。

３
）

鷗
外
の
よ
う
に
抽
象
的
な
議
論
を
好
ま
な
い
こ
と
を
指
す
。

４
）

写
実
的
で
平
凡
な
主
人
公
の
心
理
を
中
心
と
し
た
た
め
に
小
説
の
範

囲
が
狭
く
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。

５
）
「
小
説
の
主
眼
は
、
百
八
煩
悩
を
写
す
」
は
、『
小
説
神
髄
』
の
根
本

的
主
張
。

６
）
「
フ
ラ
イ
、
オ
ム
レ
ツ
、
カ
ツ
カ
レ
ー
」
は
、
カ
タ
カ
ナ
の
作
家
を

並
べ
た
こ
と
に
対
す
る
皮
肉
。

７
）

逍

は
、
明
治
二
二
年
一
月
細
君
を
発
表
し
て
か
ら
、
小
説
の
筆
を

立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。「
小
説
八
宗
」
は
、
明
治
二
二
年
一
一
月
。

８
）

元
歌
は
、
大
江
千
里
の
「
照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
は
お

ぼ
ろ
月
夜
に
し
く
も
の
ぞ
な
き
」（『
新
古
今
』）。
朧
月
夜
の
美
し
さ
を

た
た
え
た
古
歌
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
春
の
屋
お
ぼ
ろ
」
が
作
る

作
品
以
上
の
も
の
は
な
い
、
と
い
う
意
味
に
し
た
も
の
。
い
ち
お
う
、

逍

を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。

９
）

江
戸
の
安
宅
に
あ
っ
た
松
が
鮨
。「
お
ぼ
ろ
」
の
鮨
が
名
物
で
あ
っ

た
。「
お
ぼ
ろ
」
で
作
っ
た
鮨
と
「
春
の
屋
お
ぼ
ろ
」
に
か
け
る
。

10
）
「
松
」
と
「
待
つ
」
を
か
け
る
。
こ
の
年
の
一
月
、
逍

が
『
細
君
』

を
発
表
し
て
以
来
、
新
作
を
発
表
し
な
い
こ
と
を
受
け
て
、
新
作
の
発

表
を
期
待
し
た
も
の
。

（
続
）

一
、
二
葉
宗１

）

ま
た
の
名
を
四
迷
宗
と
い
う
。
迷
宗
は
、
迷
執
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
妄
執
で
あ
る
と
も
い
う
。
妄
執
の
雲
が
晴
れ
て
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い
な
い
朧
夜
の
恋
に
迷
っ
た
我
が
心
、
と
長
唄
鷺
娘
に
あ
る２

）
。

思
う
に
、
こ
の
宗
の
宝
物
で
あ
る
「
浮
雲
」
を
詠
み
こ
み
、
か

つ
、
お
ぼ
ろ
宗
と
縁
故
の
あ
る
こ
と
を
言
い
現
わ
し
た
も
の
で
あ

ろ
う３

）
。
こ
の
宗
も
昨
今
は
門
を
閉
じ
て
い
る４

）
。
こ
れ
で
は
ど
う
か
、

あ
れ
で
は
ど
う
か
と
迷
い
に
迷
っ
て
、
何
度
と
な
く
膏
薬
を
練
る

の
で
あ
る
。
名
前
は
そ
の
体
を
現
わ
す
と
か
。
四
迷
と
い
う
名
前

も
前
世
の
約
束
で
あ
る
。
四
つ
辻
に
立
っ
て
泣
い
た
中
国
の
お
じ

さ
ん
も
、
こ
れ
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
匙
を
投
げ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る５

）
。
土
台
が
ロ
シ
ア
文
学
な
の
で６

）
、
緻
密
緻
密
と
や
た

ら
に
緻
密
が
る
の
を
よ
し
と
す
る
。「
煙
管
を
持
っ
た
。
煙
草
を

丸
め
た
。
雁
首
へ
入
れ
た
。
火
を
つ
け
た
。
吸
っ
た
。
煙
を
吐
い

た
。」
と
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吸
い
つ
け
煙

草
を
形
容
す
る
の
に
五
、
六
分
く
ら
い
か
け
る
こ
と
は
何
と
も
思

わ
な
い
。
そ
の
あ
い
だ
に
煙
草
は
た
い
て
い
燃
え
尽
き
る
も
の
で

あ
る
。
緻
密
が
主
で
あ
っ
て
、
御
本
尊
に
対
し
て
土
下
座
し
ろ
と

声
を
か
け
る
と
き
が
あ
る
が
、
ぜ
ん
ぜ
ん
問
題
に
し
な
い
の
だ７

）
。

ひ
た
す
ら
、
緻
密
々
々
と
緻
密
で
あ
る
よ
う
に
全
力
を
尽
く
そ
う

と
す
る
。
緻
密
で
あ
ろ
う
と
す
る
算
段
は
、
二
葉
亭
の
と
き
か
ら

素
晴
ら
し
く
な
っ
た
と
評
判
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い８

）
。
と

き
ど
き
翻
訳
す
る
の
も
よ
い
。
た
だ
し
、
緻
密
を
忘
れ
さ
え
し
な

い
の
で
、
な
る
べ
く
頭
も
尻
尾
も
無
い
も
の
を
選
ぶ
の
が
よ
い９

）
。

注１
）

二
葉
亭
四
迷
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
四
迷
宗
と
も
い
う
こ
と
に
な

る
。

２
）

歌
舞
伎
の
舞
踊
の
地
唄
。
白
鷺
が
娘
の
姿
で
踊
る
と
い
う
も
の
で
、

そ
の
冒
頭
の
歌
詞
。

３
）
「
妄
執
の
雲
」
か
ら
二
葉
亭
の
代
表
作
『
浮
雲
』
の
題
名
を
、「
朧
夜

の
恋
」
か
ら
二
葉
亭
が
春
の
舎
お
ぼ
ろ
、
す
な
わ
ち
逍

と
親
し
い
こ

と
を
連
想
し
て
い
る
。

４
）

二
葉
亭
が
『
浮
雲
』
三
篇
を
二
二
年
八
月
発
表
し
た
後
、
中
絶
し
て

い
た
こ
と
を
指
す
。

５
）

中
国
の
古
典
『
蒙
求
』
の
「
楊
朱
泣
岐
」
を
踏
ま
え
る
。
中
国
の
思

想
家
楊
朱
が
、
道
が
分
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
泣
い
た
。
そ
の
わ
け
は
、

北
に
も
南
に
も
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
故
事
で
、

い
っ
た
ん
踏
み
出
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
先
は
大
き
く
分
か
れ
て
し
ま

っ
て
、
元
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
二
葉
亭
が
あ
あ
で

も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
思
い
迷
っ
て
い
る
の
を
受
け
て
、
い
く
ら
い

っ
た
ん
踏
み
出
し
た
ら
後
戻
り
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
、
こ
ん
な
に
迷

っ
て
ば
か
り
い
る
の
で
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
意
味
。

６
）

二
葉
亭
四
迷
は
、
ロ
シ
ア
語
が
専
門
で
ロ
シ
ア
文
学
の
素
養
が
あ
る

こ
と
を
指
す
。

７
）

描
写
の
細
か
さ
ば
か
り
に
気
を
使
っ
て
、
肝
心
の
作
品
の
内
容
が
お

ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。

８
）
「
栴
檀
は
双
葉
よ
り
芳
し
」（
立
派
な
人
物
は
、
幼
い
時
か
ら
優
れ
て

い
る
。）
を
「
算
段
は
二
葉
よ
り
も
芳
し
」
と
も
じ
っ
た
も
の
。

９
）

描
写
が
細
か
す
ぎ
る
の
で
、
起
承
転
結
の
な
い
作
品
を
選
ん
で
訳
す

と
よ
い
、
と
い
う
皮
肉
。
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一
、
篁
村
宗１

）

こ
の
宗
は
、
す
べ
て
軽
さ
を
尊
ぶ
。
も
っ
と
も
、
篁

村
宗
そ
れ
自
身
が
尊
ぶ
の
で
は
な
い
。
世
間
で
尊
ぶ
の
で
あ
る
。

吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
辺
は
少
し
も
気
に

し
な
い
の
が
よ
い
。
ま
あ
、
い
い
よ
。
僕
は
僕
だ
よ
と
い
う
心
が

ま
え
は
、
い
つ
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の
だ
。
主
眼
は
と
問
う
な
ら

ば
、
洒
落
と
答
え
て
、
ひ
と
り
で
納
得
す
る
の
が
よ
い
。
趣
向
は
、

深
い
の
を
嫌
が
る
。
深
い
と
自
然
と
重
苦
し
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

別
の
名
を
竹
の
舎
宗
と
い
う２

）
。
竹
が
生
い
茂
る
と
藪
と
な
る
。
藪

は
ヘ
ボ
な
医
者
の
あ
だ
名
で
あ
る
。
ヘ
ボ
な
医
者
は
、
太
鼓
持
ち

を
兼
ね
る
の
が
多
い
。
だ
か
ら
、
口
が
軽
い
。
こ
の
宗
が
軽
い
の

は
、
こ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
似
せ
て
み
せ
る
の
で
あ

る
。
治
国
平
天
下
、
風
な
く
、
波
な
く
、
い
つ
も
お
め
で
た
い
の

に
か
ぎ
る
の
で
あ
る
。
京
伝３

）
か
、
い
や
三
馬４

）
だ
。
三
馬
か
。
い
や

其
磧５

）
だ
。
い
や
其
磧
か
。
い
や
篁
村
だ
（
秋
成６

）
は
略
）、
と
こ
の

よ
う
に
決
め
込
み
な
が
ら
、
ど
こ
か
臭
い
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
い
や
、
保
存
し
て
お
い
て
、
た
ま
た
ま
生
煮
え
の
宗
派

の
敵
に
嗅
が
せ
て
や
る
こ
と
が
あ
る
。「
幸
せ
の
風
よ
、
吹
井
の

浦７
）

に
吹
け
。
そ
の
評
判
も
高
師
の
浜８

）
の
「
た
か
」
で
は
な
い
が
、

高
い
こ
と
だ
。」
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
あ
っ
て
、
鳥
に
対
す
る

案
山
子
と
は
訳
が
違
う
の
だ
。
冷
や
か
し
た
で
も
な
く
、
冷
や
か

さ
な
い
で
も
な
く
、
軽
く
て
微
妙
な
中
に
、
自
然
と
面
白
さ
が
あ

る
も
の
と
、
宗
徒
は
も
ち
ろ
ん
、
和
尚
も
承
知
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
宗
は
、
肉
食
妻
帯
を
禁
じ
て
い
る
。
御
膳
の
上
に
は
、

子

味
噌
と
根
岸
の
竹
の
子９

）
に
山
椒
の
佃
煮
を
ち
ょ
い
と
箸
の
先
に
引

っ
掛
け
て
、
な
め
な
が
ら
、
独
酌
で
酒
を
飲
ん
で
い
る
感
じ
で
あ

る
。
今
に
お
肴
が
出
る
よ
と
い
う
の
を
何
か
と
見
る
と
、
湯
豆
腐

だ
と
知
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
宗
か
ら
口
や
か
ま
し
い
人
が

来
る
と
、
と
か
く
角
を
立
て
て
は
い
け
な
い
よ
、
縁
の
な
い
衆
生

は
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
横
を
向
く
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

い
い
さ
、
い
い
さ
と
あ
ご
で
返
事
を
す
る
な
ど
、
く
れ
ぐ
れ
も
自

分
自
身
で
理
解
す
る
こ
と
が
こ
の
宗
の
肝
心
の
秘
密
で
あ
る
。
こ

の
頃
、
こ
の
宗
の
た
め
に
三
味
線
を
弾
い
て
、
持
ち
上
げ
、「
篁

村
宗
が
ま
さ
に
広
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。」
と
触
れ
た
親
切

者
が
あ
る
と
見
受
け
た
。（
あ
と
は
、
追
い
追
い
書
き
ま
す
。）

注１
）

饗
庭
篁
村
を
指
す
。
根
岸
派
の
中
心
人
物
と
さ
れ
た
。

２
）

饗
庭
篁
村
の
別
号
は
、「
竹
の
舎
（
屋
）」。

３
）

山
東
京
伝
の
こ
と
。

４
）

式
亭
三
馬
の
こ
と
。

５
）

江
島
其
磧
の
こ
と
。

６
）

上
田
秋
成
の
こ
と
。

７
）

三
重
県
に
あ
る
砂
浜
。
歌
枕
。

８
）

大
阪
府
下
の
海
岸
。
歌
枕
。

９
）

篁
村
は
江
戸
根
岸
に
住
ん
で
居
た
。
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（
続
）

一
、
美
妙
宗１

）

こ
の
宗
に
は
、
秘
蔵
の
お
経
が
あ
る
。
言
文
一
致
と

名
づ
け
る
。
あ
く
ま
で
お
経
に
酔
っ
て２

）
、
身
だ
し
な
み
を
繕
う
見

栄
っ
ぱ
り
で
あ
る
。
一
時
は
、
あ
り
が
た
い
、
あ
り
が
た
い
を
唱

え
る
者
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
、
小
説
を
書
く
近
道
は
、
こ
こ
を
渡

れ
と
大
繁
盛
を
き
わ
め
た
が
、
近
頃
は
少
し
さ
び
れ
て
、「
漸
寒

や
石
の
仏
を
刻
む
音３

）
」
で
あ
る
。
何
で
も
、
一
夜
漬
け
じ
ゃ
、
甘

酒
流４

）
じ
ゃ
と
口
上
を
付
け
て
、
こ
れ
が
美
妙
宗
の
本
体
じ
ゃ
と
い

う
も
の
は
、
あ
ま
り
人
に
見
せ
な
い
の
が
得
意
で
あ
る
。
思
う
に
、

雑
兵
の
服
を
着
て
敵
の
大
将
に
近
づ
こ
う
と
し
た
何
某
の
軍
略
に

な
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
者
は
こ
の
宗
を
銀
流
し５

）
と
い
っ

た
。
ひ
ど
い
こ
と
を
い
う
も
の
だ
と
思
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
考
え

て
い
く
と
、
早
く
剥
げ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
早
く
で
き

る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
さ
て
さ
て
名
誉
の
こ
と
だ
な
あ
。
こ

の
宗
の
初
級
は
、
ま
あ
、
こ
う
や
る
の
が
よ
い
。「
向
こ
う
か
ら

来
た
の
は
男
で
す
。
下
駄
を
は
い
て
い
ま
す
。
が
、
下
駄
の
歯
が

減
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
頭
は
刈
り
込
む
前
の
散
切
り
頭
で
す
。

フ
ケ
の
雪
が
襟
の
麓
に
積
も
っ
て
い
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
女
な
ら

ど
う
で
し
ょ
う

髷
を
結
っ
て
い
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。」
ま

た
、
時
々
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
新
説
を
さ
し
は

さ
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
見
本
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
酒
を
お

チ
ョ
コ
に
注
げ
ば
お
チ
ョ
コ
の
形
で
す
。
酒
を
升
に
注
げ
ば
、
升

の
形
で
す
。
実
に
酒
は
、
四
角
で
も
丸
い
器
に
で
も
し
た
が
い
ま

す
。
水
も
ま
た
そ
の
通
り
で
す
。
が
、
水
は
酔
い
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
酒
も
水
も
流
動
体
で
す
。」
総
じ
て
こ
の
宗
は
熱
心
に
経

文
を
唱
え
る
の
で
あ
る
。
他
宗
の
耳
に
入
ろ
う
が
入
る
ま
い
が
、

絶
え
ず
休
ま
ず
言
文
一
致
経
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
は
、
頭
に
尊
称

の
言
葉
「
ゴ
」
を
加
え
、「
デ
、
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
で
結
ぶ
の
で
、

ご
苦
労
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、
申
し
た
い
く
ら
い
で
あ
る
と
知
る
べ

き
だ
。

注１
）

山
田
美
妙
。
言
文
一
致
を
主
張
し
た
。

２
）
「
因
っ
て
」
と
「
酔
っ
て
」
を
か
け
る
。

３
）

蝶
夢
編
『
新
類
題
発
句
集

秋
之
部
』
の
「
漸
寒
」
に
見
え
る
嗽
石

の
句
。
盛
ん
で
あ
っ
た
言
文
一
致
が
衰
え
た
こ
と
を
、
秋
の
気
配
が
深

ま
っ
て
き
た
こ
と
に
例
え
る
。

４
）

山
田
美
妙
『
胡
蝶
』（
明
治
二
一
年
）
の
序
文
に
「
こ
れ
こ
そ
主
人

が
精
一
杯
に
作
つ
た
作
で
決
し
て
い
つ
も
の
甘
酒
で
は
有
り
ま
せ
ん
。」

と
あ
る
。
甘
酒
は
、
一
晩
で
作
れ
る
こ
と
か
ら
、
簡
単
に
作
れ
る
こ
と

を
い
う
。

５
）

水
銀
に
砥
の
粉
を
ま
ぜ
て
、
銅
な
ど
に
擦
り
付
け
て
銀
色
に
仕
上
げ

る
こ
と
。
簡
単
に
出
来
る
が
剥
げ
や
す
い
。
転
じ
て
、
外
見
だ
け
で
、

中
味
が
悪
い
こ
と
を
い
う
。
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一
、
紅
葉
宗１

）

硯
友
大
師２

）
の
な
わ
ば
り
の
中
に
あ
っ
て
、
一
段
と
た

く
ま
し
い
の
を
紅
葉
宗
と
い
う
。
紅
葉
は
、
も
み
じ
で
あ
る
。
紅

葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に３

）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
宗
は
神
仏
混
交
と

見
え
る
。
雅
俗
折
衷
と
い
う
の
も
、
思
う
に
理
由
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
白
楽
天
を
気
取
っ
て
、
紅
葉
を
焚
く４

）
。
焚
く
の
は
護
摩
で

あ
る
。
鳴
る
の
は
滝
で
あ
る
。
護
摩
を
修
す
る
に
は
、
凡
人
の
知

ら
な
い
秘
法
が
あ
る
。
作
れ
ば
菓
子
と
な
り
、
消
え
れ
ば
灰
と
な

る
。
皆
こ
の
護
摩
の
行
な
い
で
あ
る
。
宝
物
が
三
つ
あ
る
。
曰
く

…
…
曰
く

曰
く

））
ず
い
ぶ
ん
め
ま
ぐ
る
し
く
用
い
る５

）
。

そ
の
用
法
は
文
盲
手
引
草６

）
と
い
う
書
物
に
よ
っ
て
、
こ
の
宗
自
ら

が
世
に
公
に
し
て
い
る
の
で
、
略
す
。
た
だ
し
、
ち
ら
ー
ほ
ら
、

あ
や
ー
ふ
や
、
あ
り
ゃ
ー
こ
り
ゃ
な
ど
一
つ
の
方
法
を
押
し
通
そ

う
と
す
る
す
ば
ら
し
い
宝
物
だ
。
西
鶴
と
い
う
曲
者
を
か
く
ま
い
、

つ
と
め
て
オ
ツ
な
作
り
方
に
よ
っ
て７

）
、
筆
の
省
略
、
省
略
と
、
や

た
ら
に
無
精
に
世
を
送
る
こ
と
を
専
門
に
す
る
。
い
く
ら
か
は
俗

物
に
理
解
さ
れ
な
い
が
、
み
や
び
に
詳
し
い
人
に
は
、
や
は
り
理

解
で
き
な
い
く
ら
い
を
よ
い
加
減
と
す
る８

）
。
こ
れ
が
雅
俗
折
衷
の

本
旨
で
あ
っ
て
、
簡
単
に
兜
の
内
側
を
見
透
か
さ
れ
な
い
方
法
で

あ
る
。
な
ま
め
か
し
い
姿
で
世
を
惑
わ
し
、
美
し
い
衣
装
で
愚
か

者
を
驚
か
す
と
そ
の
方
面
に
詳
し
い
本
に
あ
る
の
を
み
て
、
上
の

句
を
美
妙
宗
に
送
り
、
下
の
句
を
紅
葉
宗
に
贈
ろ
う
と
、
実
に
勘

の
悪
い
男
が
つ
ぶ
や
い
た
の
も
お
か
し
い
。
こ
の
宗
は
、
文
に
綴

っ
た
つ
も
り
、
字
に
書
い
た
つ
も
り
で
、
実
は
自
分
の
心
の
中
で

納
得
し
て
い
る
の
を
良
し
と
す
る
。「
う
む
、
は
て
な
、
う
む
、

は
て
な
」
と
向
う
の
裏
の
愚
か
者
が
忘
れ
物
を
探
す
よ
う
な
心
意

気
で
、
い
つ
も
身
の
周
り
を
と
り
ま
い
て
い
る
よ
う
に
心
が
け
よ

う
と
す
る
。
趣
向
は
、
支
離
滅
裂
で
も
、
頭
で
考
え
た
も
の
で
も
、

金
箔
、
銀
箔
、
手
あ
た
り
し
だ
い
の
箔
を
塗
っ
て
、
こ
れ
は
う
ま

い
と
い
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
う
ま
い
と
い
っ
た
男
に
分

か
っ
た
か
と
聞
け
ば
、
ど
う
か
ね
と
ば
か
り
で
、
そ
の
あ
と
は
言

わ
な
い
こ
と
が
不
思
議
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
す
な
わ
ち
無
精
で
あ

る
か
ら
、
行
き
渡
ら
な
い
の
だ
。
行
き
渡
っ
た
な
ら
ば
、
紅
葉
の

美
し
い
錦
が
途
中
で
切
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う９

）
と
い
う
教
え
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
宗
は
、
し
き
り
に
何
と
か
ぶ
り
た
が
っ
て
、
折

衷
ぶ
り
た
が
っ
た
揚
句
、
町
内
の
頭
が
婚
礼
の
媒
妁
を
頼
ま
れ
て
、

高
砂
や
の
𥡴
古
が
す
で
に
終
わ
り
、
羽
織
・
袴
を
つ
け
た
嬉
し
さ

に
、「
ど
う
だ
」
と
あ
ご
を
突
出
し
て
挨
拶
す
る
様
子
が
あ
る
。

折
衷
し
た
が
る
調
合
が
得
意
と
み
え
て
、
薩
摩
汁
を
作
り
損
ね
た

心
得
が
大
切
で
あ
る10

）
。「
ど
ち
ら
も
煮
た
も
の11

）
｜
か
ぼ
ち
ゃ
と
唐

茄
子
」

お
や
、
あ
な
た
。
い
い
え
嘘
、
お
ほ
ほ
。））
こ
れ
が
紅

葉
宗
の
本
領
で
あ
る
。
こ
の
宗
の
奥
義
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
、

ま
ず
こ
の
解
釈
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る
。
合
格
不
合
格
は
大
体
こ

れ
で
分
か
る
の
だ
。
と
に
か
く
、
こ
の
宗
は
、
イ
ン
キ
が
高
い
安

い
に
か
か
わ
ら
ず
、
節
約
を
旨
と
し
て
、
言
い
た
い
こ
と
を
半
分
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で
見
合
わ
せ
て
、
し
か
も
、
腹
の
減
ら
な
い
宗
旨
だ
と
知
る
べ
き

だ12
）

。
二
月
の
花
よ
り
も
く
れ
な
い13

）
と
言
う
の
で
、
節
約
、
あ
る
い

は
、
ケ
チ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
宗
に
は
、
子
飼

い
の
出
納
係
が
い
る
。
悪
太
郎14

）
と
い
う
、
な
か
な
か
真
面
目
な
や

つ
で
あ
る
。

注１
）

尾
崎
紅
葉
を
指
す
。

２
）

硯
友
社
を
指
す
。
尾
崎
紅
葉
は
、
そ
の
中
心
的
人
物
。

３
）

菅
原
道
真
の
「
こ
の
た
び
は
幣
も
取
り
あ
へ
ず
手
向
山
紅
葉
の
錦
神

の
ま
に
ま
に
」（『
古
今
集
』）
を
指
す
。
仏
教
の
宗
派
に
な
ぞ
ら
え
て

い
る
が
、
紅
葉
と
い
う
こ
と
は
、
菅
原
道
真
が
昔
、
歌
で
紙
に
奉
納
し

よ
う
と
し
た
も
の
だ
か
ら
、
神
仏
混
交
だ
と
い
う
こ
と
。

４
）

白
楽
天
の
「
林
間
暖
酒
焼
紅
葉
」
を
踏
ま
え
る
。

５
）

尾
崎
紅
葉
が
『
二
人
比
丘
尼
色
懺
悔
』（
明
治
二
二
年
）
で
、
…
…
、

、（

）
を
多
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
当
て
つ
け
。

６
）
『
文
庫
』
二
六
号
（
明
治
二
二
年
九
月
）、
二
七
号
（
明
治
二
二
年
一

〇
月
）
に
、「
…
…
」、「

」、「

」、「
”」
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。

ダ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
は
、『
小
説
群
芳
第
壱

初
時
雨
』（
明
治
二
二
年
、

昌
盛
堂
）
に
説
明
が
あ
る
。

７
）

紅
葉
が
西
鶴
調
を
尊
ん
で
い
た
こ
と
を
指
す
。

８
）

俗
物
に
も
通
人
に
も
分
か
ら
な
い
、
と
中
途
半
端
さ
を
皮
肉
っ
て
い

る
。

９
）
「
竜
田
川
紅
葉
乱
れ
て
な
が
む
め
り
わ
た
ら
ば
錦
中
や
た
え
な
む
」

（『
古
今
集
』）
を
ふ
ま
え
る
。

10
）

肉
と
野
菜
の
ご
っ
た
煮
で
あ
る
薩
摩
汁
を
作
り
そ
こ
な
っ
た
、
と
い

う
の
は
、
地
の
文
を
文
語
で
、
会
話
文
を
口
語
で
書
く
雅
俗
折
衷
に
、

西
欧
語
の
記
号
を
取
り
入
れ
て
、
出
来
損
な
い
を
作
る
の
が
本
領
で
あ

る
と
い
う
皮
肉
。

11
）
「
煮
た
も
の
」
と
「
似
た
も
の
」
を
掛
け
る
。
薩
摩
汁
か
ら
の
連
想

で
「
煮
た
も
の
」
を
引
出
、
そ
れ
に
つ
な
げ
た
も
の
。

12
）
「
物
言
わ
ざ
る
は
腹
膨
る
る
心
地
す
」
を
踏
ま
え
て
、
言
い
た
い
こ

と
を
半
分
ま
で
は
い
っ
て
い
る
が
、
結
局
、
言
い
た
い
こ
と
を
言
い
き

れ
て
い
な
い
、
と
い
う
皮
肉
。

13
）
「
霜
葉
は
二
月
の
花
よ
り
も
紅
な
り
」（
杜
牧
「
山
行
」）
を
踏
ま
え

て
、
紅
葉
の
筆
名
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
、「
紅
」
と
「
呉
れ
な
い
」

を
掛
け
た
も
の
。

14
）

尾
崎
紅
葉
を
指
す
。

一
、
思
軒
宗１

）

こ
の
宗
を
八
宗
の
一
つ
に
数
え
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

無
理
で
あ
る
け
れ
ど
、
お
宗
旨
で
あ
る
。
そ
の
無
理
と
い
う
の
は
、

隣
の
家
の
釜
を
借
り
て
飯
を
炊
く
よ
う
に
、
翻
訳
づ
く
め
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
「
無
理
で
あ
る
け
れ
ど
」
と
い
う
の
は
、
隣
の
家

の
釜
を
焚
い
て
飯
を
炊
く
と
い
っ
て
も
、
小
説
道
に
時
々
は
踏
み

込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
経
は
、
ひ
た
す
ら
簡
潔
で
、
さ
ら
さ

ら
と
し
た
の
を
最
上
位
と
定
め
る
。
ど
う
か
こ
れ
を
見
な
さ
い
と

払
子２

）
の
先
に
銘
を
打
っ
て
取
り
掛
か
る
の
で
あ
る
。「
あ
の
者
は
、

そ
ん
な
風
に
行
っ
た
。
私
は
、
こ
ん
な
風
に
帰
っ
た
。」
と
、
カ

タ
カ
ナ
の
肩
を
怒
ら
せ
て
、
召
使
の
小
女
に
八
つ
当
た
り
す
る
よ

う
な
風
が
あ
る
の
は
、
ま
た
妙
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
霜
が
凍
っ
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て
、
と
て
も
寒
い
と
い
う
日
に
、
前
の
前
の
前
の
朝
買
っ
た
納
豆

の
残
り
で
、
お
茶
漬
け
を
食
べ
る
と
い
う
流
儀
と
知
る
べ
き
で
あ

る
。
平
た
く
言
う
と
、
禅
味
が
た
っ
ぷ
り
で
、
ほ
か
の
味
は
ほ
ん

の
少
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
臭
い
の
強
い
食
べ
物
や
酒
は
山
門

に
入
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
こ
の
宗
は
、
あ
ま
り
広
ま
ら
な
い
の

が
、
本
意
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
詳
し
く
は
説
か
な
い
。
随
喜
の
涙

を
流
す
の
は
、
流
す
人
の
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
で
あ
る
こ
と
だ
。

（
ま
だ
あ
る
よ
）

注１
）

森
田
思
軒
の
こ
と
。
翻
訳
家
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
漢
文
書
き
下
し

調
欧
文
直
訳
体
（
周
密
体
）、
通
称
思
軒
体
で
名
高
い
。
翻
訳
王
と
い

わ
れ
た
。

２
）

僧
侶
が
祈
禱
の
と
き
に
手
に
持
つ
法
具
。

※
本
稿
は
、
江
蘇
省
社
会
科
学
基
金
「
坪
内
逍

文
論
中
的
中
国
文
化
要
素

研
究
」（
蘇
州
大
学
、
研
究
代
表
者

文
東
、
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
九

年
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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