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編托
鉢
僧
が
や

っ
て
き
て
治
療
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
話
が
発
端
で
あ

る
。
三
島
が
引
用
す
る
の
は
、
僧
に
水
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
た
間
が

小
女
を
呼
ぶ

一
節
で
あ
る
。

間
は
小
女
を
呼
ん
で
、
汲
立

の
水
を
鉢
に
入
れ
て
来
い
と
命

じ
た
。
水
が
来
た
。
僧
は
そ
れ
を
受
け
取

っ
て
、
胸
に
捧
げ

て
、
じ
っ
と
間
を
見
詰
め
た
。
清
浄
な
水
で
も
好
け
れ
ば
、
不

潔
な
水
で
も
好
い
、
湯
で
も
茶

で
も
好
い
の
で
あ
る
。
不
潔
な

水
で
な
か

っ
た
の
は
、
間
が
た
め
に
は
勿
怪

の
幸

で
あ

っ
た
。

暫
く
見
詰
め
て
い
る
う
ち
に
、
間
は
覚
え
ず
精
神
を
僧

の
捧
げ

て
い
る
水
に
集
注
し
た
。

―‐
か
―
ム
ーーー‐
か
■
が
始
ま
り
そ
う
な
、
緊
張
感
に
満
ち
た
場
面
で

あ
る
¨
　

島
は
こ
の
簡
所
が

「
ま

っ
た
く
漢
文
的
教
養

の
上
に
成
り

立

っ
た
、
簡
潔
で
清
浄
な
文
章
」
だ
と
し
た
Ｌ
で
、
次
の
よ
う
に
そ

の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。

私
が
な
か
ん
ず
く
感
心
す
る
の
が
、
「水
が
来
た
」
と
い
う

一

句
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

「水
が
来
た
」
と
い
う

一
句
は
、
全
く

漢
文
と
同
じ
手
法
で

「水
来

ル
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
と
同
じ

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
鴎
外

の
文
章

の
ほ
ん
と
う

の
味
は
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
こ
れ
が

一
般

の
時
代
物
作
家
で
あ

た
」
と
は
書
か
な
い
。
ま
し
て
文
学
的
素
人
に
は
、
こ
う
い
う

文
章
は
決
し
て
書
け
な
い
。

水
の
役
割
は
こ
の
場
面
で
は
重
要
だ
。
ま
じ
な
い
を
す
る
と
い
う

僧
の
も
と
に
運
ば
れ
て
き
た
水
に
は
意
味
が
充
満
し
て
い
る
。
い
ろ

い
ろ
書
き
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
を
書
か
な
い
。
我

慢
す
る
の
だ
と
い
う
。
「
こ
の
よ
う
な
現
実
を
残
酷
な
ほ
ど
冷
静
に

裁
断
し
て
、
よ
け
い
な
も
の
を
ぜ
ん
ぶ
剥
ぎ
取
り
、
し
か
も
い
か
に

も
効
果
的
に
見
せ
な
い
で
、
効
果
を
強
く
出
す
と
い
う
文
章
は
、
鴎

外
独
特
の
も
の
で
あ
り
ま
す
」
。

そ
こ
で
実
験
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
引
用
さ
れ
た
箇
所
を
見
て
三

島

の
解
説
を
読
む
と
、
一
水
が
来
た
」
と
い
う

一
句

の
働
き
が
際

立

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ご
く
短
い
こ
の
一
文
が
前
後
の
長

い
文
と
伍
し
て
、
あ
る
種
の
拮
抗
が
見
え
る
。
し
か
し
、
作
品
は
こ

の
箇
所
だ
け
が
浮
き
上
が

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
立
つ
箇
所

が
準
備
の
役
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
の
前
で
は
、
間
が
頭
痛

の
治
療
の
た
め
に
僧
を
呼
ぶ
に
至
る
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
。
引
用

を
若
干
長
く
と

っ
て
、
こ
の
経
緯
説
明
か
ら
続
け
て
読
み
直
し
て
み

る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
果
た
し
て

一水
が
来
た
」
に
、
「鴎
外
の
文
章

の
ほ
ん
と
う
の
味
」
と
三
島
が
言
う
ほ
ど
の
威
力
が
感
じ
取
れ
る
だ

ろ
う
か
。
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考

三
島
由
紀
夫

『文
章
読
本
』
で
実
験
を
す
る

文
章
に
は
異
物
が
混
じ
り
こ
む
。
単
な
る
言
葉
と
は
思
え
な
い
よ

う
な
、
ヒ
ヤ
ツ
と
す
る
感
触
に
ぶ

つ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
書
く
人
な

ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
と
ら
え
た
い
と
思
う
。
書
く
こ
と
で
文
章
の

向
こ
う
側
に
辿
り
つ
き
た
い
。
そ
の

「向
こ
う
側
」
が
何
な
の
か
は

わ
か
ら
な
い
。
き

つ
と
冷
た
い
世
界
だ
。
寂
し
く
厳
し
い
。
し
か

し
、
そ
の
荒
涼
と
し
た
風
情
が
魅
力
で
も
あ
る
。

事
務
の
魔
力
は
、
こ
の
冷
た
さ
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

冷
た
い
硬
質

の
枠
組
が
、
人
間
を
屈
服
さ
せ
る
。
真
心
、
や
さ
し

さ
、
ぬ
く
も
り
と
ぃ
っ
た
類
い
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
太
刀
打
ち

で
き
な
い
冷
徹
な
不
動
性
。
事
務
は
、
そ
ん
な
不
動
性
に
有
無
を
言

わ
せ
ぬ
無
言
を
あ
わ
せ
持
ら

て
い
る
。
そ
し
て
人
は
、
そ
う
い
う
無

言
に
惹
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
　
　
　
　
，

一
つ
の
実
験
を
し
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
・

三
島
由
紀
夫
の

『文
章
読
本
』
に
は
、
小
説
の
文
章
を
解
説
す
る

章
が
あ
る
。
三
島
は
そ
こ
で
森
鴎
外
と
泉
鏡
花
と
を
対
極
的
な
二
人

と
し
て
取
り
上
げ
、
前
者
の
持
ち
味
が
ア
ポ
ロ
ン
的
、
漢
文
的
な
の

に
対
し
、
後
者

の
そ
れ
は
デ

ュ
ォ

ニ
ソ
ス
的
、
国
文
的
だ
と
す
る
。

鵬
外
に
っ
ぃ
て
は

「寒
山
拾
得
」
が
、
位岨
化
は

，ロ
ヘ
桁
‐
が
そ
れ

ｆ
ｆ
ｌ‐
ＬＩＶ‐
―
，
ｌ
ｉ
引
Ｆ
「
■
―
‘
』，
事「●
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「
は
あ

ｍ九
を
な
さ
る
の
か
。
」

こ
う
云

っ
て
少
し
考
え
た
か

一
仔
細
あ
る
ま
い
、　
一
つ
ま
じ
な

っ
て
下
さ
い
」
と
云

，
／

こ
れ
は
医
道

の
事
な
ど
は
平
生
深
く
考
え
て
も
お
ら
ぬ
め

Ｌ

ど
う
云
う
治
療
な
ら
さ
せ
る
、
ど
う
い
う
治
療
な
ら
さ
――
ハ

‐
―

云
う
定
見
が
な
い
か
ら
、
た
だ
自
分

の
悟
性
に
依
頼
し
て
、
イ

の
折

々
に
判
断
す
る
の
で
あ

っ
た
。
勿
論
そ
う
云
う
人
た
か

ら
、
掛
か
り
附

の
医
者
と
云
う

の
も
善
く
人
選
を
し
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
素
間
や
霊
枢
で
も
読
む
よ
う
な
医
者
を
捜
し
て

極
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
近
所
に
住
ん
で
い
て
呼
ぶ

の
に
面

倒

の
な
い
医
者
に
懸
か

っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
ろ
く
な
薬
は
飲

ま
せ
て
貰
う
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
今
乞
食
坊
主

に
頼
む
気
に
な

っ
た
の
は
、
な
ん
と
な
く
え
ら
そ
う
に
見
え
る

坊
主

の
態
度
に
信
を
起
し
た
の
と
、
水

一
ば

い
で
す
る
ｍ九
な
ら

間
違

っ
た
処
で
危
険
な
事
も
あ
る
ま
い
と
思

っ
た
の
と
の
た
め

で
あ
る
。
丁
度
東
京
で
高
等
官
連
中
が
紅

療

治
や
気
合
術
に

依
頼
す
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
ｃ

間
は
小
女
を
呼
ん
で
、
汲
立

の
水
を
鉢
に
入
れ
て
来
い
と
命

じ
た
。
水
が
来
た
。
僧
は
そ
れ
を
受
け
取

っ
て
、
胸
に
捧
げ

て
、
じ
っ
と
間
を
見
詰
め
た
ｃ

前

の
段
落
を
読
む
と
、
間
の
軽
率
さ
や
無
定
見
ぶ
り
を
語
り
手
が

あ
げ

つ
ら

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
役
人
の
軽
薄
さ
を
描
こ
う
と
す

る
ゆ
え
の
必
然
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
、
語
り
手

の
方
も

「
こ
れ
は
医

道

の
事
な
ど
は
平
生
深
く
考
え
て
も
お
ら
ぬ
の
で
、
ど
う
云
う
治
療

れ
ら
さ
＝
る
、
ど
う
い
う
治
療
な
ら
さ
せ
ぬ
と
云
う
定
見
が
な
い
か

ら

‐‐
…
…
‐‐
」
と
い
う
ふ
う
に
饒
舌
さ
の
目
立

つ
、
言
葉
数

の
多

い

文
中
に
な

っ
て
い
る
。

「
水
が
来
た
」

の

一
節
は
こ
の
あ
と
に
来
る
。
や
や
軽
率
な
間
に
対

し
、
何
や
ら
曰
く
あ
り
げ
な
僧
は
た
し
か
に
言
葉
数
が
少
な
い
。
そ

の
所
作
に
も
落
ち
着
い
た
不
動
性
が
読
み
取
れ
る
―

　
「
そ
れ
を
受

け
取

っ
て
、
胸

に
捧
げ

て
、
じ

つ
と
間
を
見

つ
め
た
」
。
し
か
し
、

両
者

の
間
を
結
ぶ

「水
が
来
た
」
に
、
三
島
が
言
う
よ
う
に

「現
実

を
残
酷
な
ほ
ど
冷
静
に
裁
断
し
て
、
よ
け
い
な
も
の
を
ぜ
ん
ぶ
剥
ぎ

取
り
、
し
か
も
い
か
に
も
効
果
的
に
見
せ
な
い
で
、
効
果
を
強
く
出

す
」
と
い
う
徹
底
し
た
禁
欲
性
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
謎
め
い

た
僧
が
お
こ
な
う

「
兄

」
を
前
に
固
唾
を
の
む
と
い
う
内
容
上

の

流
れ
は
あ
る
も
の
の
、
文
章

の
呼
吸
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
間
を

あ
げ

つ
ら

っ
た
饒
舌
な
語
り
が
こ
こ
で
ひ
と
呼
吸
置
く
、
ご
く
ふ
つ

う
の
間
で
は
な
い
の
か
。
日
本
語

一
般

の
自
然
な
リ
ズ
ム
と
し
て
、

こ
こ
は
短
い

一
節
が
欲
し
い
と
こ
ろ
に
思
え
る
。
そ
れ
を

「鴎
外

の

文
章

の
ほ
ん
と
う

の
味
」
と
ま
で
褒
め
そ
や
す
の
は
や
や
過
大
な
評

価
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
れ
が

『
文
章
読
本
』

の
中
枢
に
あ
る

「小
説

の
文
章
」
と
題
さ
れ
た
章
に
あ

っ
て
、
「
お
手
本
」
と
さ
れ
て

い
る
。

小
↓
大
の
力
学

し
か
し
、
私

の
目
的

は
三
島

の
解
説

に
異
を
唱
え
る
こ
と
に
あ
る

る

近
代
社
会
の

物
孟

ロ

は

の

立
日

の

注
視

か

ら

生

る
。
い
や
、
ょ
り
正
確
に
言
え
ば

「注
意

の
規
範
」
が
支
配
す
る
社

会
で
は
、
規
範
か
ら
の
逸
脱
が
物
語
を
生
む
。
注
意

の
過
大
さ
を
描

く
と
な
れ
ば

「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」
ゃ

『
こ
ち
ら
あ
み
子
』
、
『
荒
涼

館
』

の
よ
う
な
作
品
に
な
る
。
逆
に
注
意

の
過
小
さ
は

『
テ
ス
』
や

『
華
麗
な
る
ギ

ャ
ツ
ビ
ー
』
な
ど
の

「事
故

の
ド
ラ
マ
」
に
結
実
し

て
き
た
。　
　
　
　
　
．

三
島
も
小
説
作
品
で
そ
う
し
た
小
さ
な

一
点

へ
の
こ
だ
わ
り
を
執

拗
に
描
い
て
い
る
。
典
型
的
な
の
は

『金
閣
寺
』
で
あ
る
。
住
職
を

父
に
持

つ
主
人
公

の
溝
口
は
ヽ
さ
ま
ざ
ま
な

コ
ン
プ

ン
ク
ス
を
抱
え

た
人
物
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ
の
基
点
に
あ
る
の
は

「吃
り
」
だ

と
い
う
。

つ
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て
ま
で

「水
が
来
た
」
の

一
節
を
こ
の
よ
う
に
賞
賛
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
「水
が
来
た
」
と
い
う

一
節
に
脚
光
を
あ
て

「文

学
的
素
人
に
は
、
こ
う
い
う
文
章
は
決
し
て
書
け
な
い
」
と
議
論
を

進
め
る
思
考
法
に
は
、
事
務
の
磁
場
が
感
じ
取
れ
る
の
で
は
な
い

カ
『
文
章
読
本
』
・
は
口
述
に
よ
る
も
の
だ
が
、
決
し
て
行
き
あ
た
り

ば

っ
た
り
の
展
開
で
は
な
く
、　
し
っ
か
り
し
た
構
成
が
あ
る
。
三
島

は
こ
の
箇
所
で
は
鴎
外
の
短
編
か
ら
数
行
を
引
用
し
、
そ
の
中
の
短

い
文
に
注
意
を
引
い
た
上
で
ス
ペ
ー
ス
を
ふ
ん
だ
ん
に
使

っ
て
解
説

を
加
え
、
漢
文
的
な
も
の
と
国
文
的
な
も
の
と
い
う
文
化
の
対
比
に

，
―‥
で
品
を
持

っ
て
い
つ
た
。
こ
の
論
を
成
り
立
た
せ
る
の
は

〈小
↓

た
　
と
い
う
力
学
で
あ
る
。
こ
の
連
載
で
も
実
例
を
ま
じ
え
な
が
ら

／１‥
ば
た
び
と
り
あ
げ
て
き
た
ょ
ぅ
に
、
近
代
社
会
を
覆
う
よ
う
に

な

っ
た
の
は
、
ご
く
微
細
な
も
の
の
背
後
に
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
が
控

え
て
い
る
と
い
う
世
界
観
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
細
部
の
違
い
が

巨
大
な
違
い
へ
と
つ
な
が
り
う
る
。
微
細
な
も
の
が
大
き
な
力
を
持

つ
。
そ
う
し
た
強
迫
観
念
が
事
務
処
理
化
さ
れ
た
世
界
に
縛
り
を
加

え
、
掟
を
つ
く
る
。
こ
れ
が
進
め
ば
、
大
き
な
も
の
よ
り
も
小
さ
な

も
の
こ
そ
が
大
き
な
力
を
持

つ
と
い
う
倒
錯
的
な
状
況
が
生
み
出
さ

れ
る
。
実
際
、
社
会
は
大
き
な
物
語
や
理
念
で
は
な
く
、
細
か
い
注

意
の
規
範
に
支
配
さ
れ
て
い
く
。
『荒
涼
館
』
で
は
、
法
律
文
書

の

筆
跡
の
微
妙
な
違
い
に
気
づ

い
た
レ
デ
ィ
ー

・
デ

ッ
ド
ロ
ッ
ク
が
、

封
印
し
た
は
ず

の
過
去
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
タ
ル
キ

吃
り
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
と
外
界
と
の
あ
い
だ
に

一

つ
の
障
碍
を
置
い
た
。
最
初
の
音
が
う
ま
く
出
な
い
。
そ
の

お
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
び
ら

　

か
ぎ

最
初
の
音
が
、
私
の
内
界
と
外
界
と
の
間
の
扉
の
鍵
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
に
、
鍵
が
う
ま
く
あ
い
た
た
め
し
が
な
い
。　
一

般
の
人
は
、
自
由
に
言
葉
を
あ
や
つ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
内
界

と
外
界
と
の
間
の
戸
を
あ
け
っ
ば
な
し
に
し
て
、
風
と
お
し
を

よ
く
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
私
に
は
そ
れ
が
ど
う
し

て
も
で
き
な
い
。
鍵
が
錆
び

っ
い
て
し
ま

っ
て
い
る
の
‐で
あ

事 務 ↓これ うノ気々

る
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溝
回
は

「吃
り
」
ゆ
え
に
最
初
の
一
点
を
う
ま
く
越
え
ら
れ
ず
、

現
実
と
上
手
に
付
き
合
え
な
い
。
現
実
は
と
き
に

「手
を
体
め
て

待

っ
て
い
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
待

っ

て
い
て
く
れ
る
現
実
は
も
う
新
鮮
な
現
実
で
は
な
い
。
私
が
手
間
を

か
け
て
や
っ
と
外
界
に
達
し
て
み
て
も
、
い
つ
も
そ
こ
に
は
、
瞬
問

に
変
色
し
、
ず
れ
て
し
ま
っ
た
、
…
…
そ
う
し
て
そ
れ
だ
け
が
私
に

ふ
さ
わ
し
く
思
わ
れ
る
、
鮮
度
の
落
ち
た
現
実
、
半
ば
腐
臭
を
放

つ

現
実
が
、
横
た
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
」
。

こ
こ
に
は
、
先
の
鴎
外
の

「水
が
来
た
」
と
は
逆
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
合
み
を
持
つ
も
の
の
、
同
じ
く
小
↓
大
と
い
う
構
造
が
見
て
取
れ

る
。
「水
が
来
た
」
が
鴎
外
の
た
ぐ

い
ま
れ
な
文
章
の
味
を
指
し
示

し
、
漢
文
的
文
体
の
美
学
を
体
現
す
る
と
さ
れ
る

一
方
、
溝
口
が
言

葉
を
発
す
る
際
の
、
最
初
の
音
の

「吃
り
」
は
現
実
全
体
を
色
あ
せ

た
も
の
に
退
廃
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

『金
閣
寺
』
の
無
言

三
島
に
よ
る
小
と
大

の
逆
転
的
な
対
比
は
実
に
手
が
込
ん
で
い
て

壮
麗
だ
。
鴎
外

の

「水
が
来
た
」
を
め
ぐ
る
解
説
も
た

っ
ぷ
り
と
言

葉
数
を
尽
く
す
も

の
だ
が
、
「
吃
り
」
を

「
最
初

の
音
」
（
小
）
と

「現
実
」
（大
）
と
い
う
対
比
の
要
に
位
置
づ
け
る
上
述

の
描
写
も
非

常
に
拡
大
的
で
、
過
剰
な
ほ
ど

の
抽
象
的
な
想
念
を
呼
び

こ
む
―
―

「
そ
こ
に
は
、
瞬
間
に
変
色
し
、
ず
れ
て
し
ま

っ
た
、
…
…
そ
う
し

０
■
＝
だ
け
が
仏

に
、
さ
わ
し
く
＝
わ
れ
る
、
鮮
度

の
落
ら
た
呪

突
、
半
ば
腐
史
を
放

つ
現
実
が
、
横
た
わ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ

た
」
。
反
復
や
言
い
直
し
に
加
え
、
「
…
…
」
な
ど
の
記
号
を
駆
使
し

た

１
島
の
文
章
は
、　
い
か
に
小
さ
い
物
を
広
く
長
く
拡
大
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
を
文
レ
ベ
ル
で
実
践
し
た
お
手
本
の
よ
う
に
見
え
る
。

『金
閣
寺
』
と
い
う
小
説
は
、
そ
の
全
体
が
こ
の
小
↓
大
と
い
う
原

理
に
拠

っ
て
い
る
。
太
平
洋
戦
争
期
の
舞
鶴
や
京
都
を
舞
台
と
し
た

作
品
の
序
盤
で
は
、
「吃
り
」
だ
け
で
は
な
く
、
短
剣
や
、
有
為
子

と
い
う
少
女

（
そ
し
て
有
為
子
は
溝
回
の

「吃
り
」
の

「
口
」
を
注

視
す
る
）
な
ど
、
小
さ
な
こ
だ
わ
り
が

「点
」
と
し
て
入
れ
替
わ
り

立
ち
替
わ
り
あ
ら
わ
れ
て
は
そ
の
向
こ
う
の
主
人
公
の
精
神
の
あ
り

さ
ま
を
垣
間
見
さ
せ
る
。
や
が
て
浮
か
び
上
が
る
の
が
金
閣
で
あ

る
。

夜
空
の
月
の
よ
う
に
、
金
閣
は
暗
黒
時
代
の
象
徴
と
し
て
作

ら
れ
た
の
だ

っ
た
。
そ
こ
で
私
の
夢
想
の
金
閣
は
、
そ
の
周
囲

に
押
し
よ
せ
て
い
る
闇

の
背
景
を
必
要
と
し
た
。
闇

の
な
か

に
、
美
し
い
細
身
の
柱
の
構
造
が
、
内
か
ら
微
光
を
放

っ
て
、

じ
っ
と
物
静
か
に
坐

っ
て
い
た
。
人
が
こ
の
建
築
に
ど
ん
な
言

葉
で
語
り
か
け
て
も
、
美
し
い
金
閣
は
、
無
言
で
、
繊
細
な
構

造
を
あ
ら
わ
に
し
て
、
周
囲
の
間
に
耐
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
´

ぬ

「耐
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
願
望
を
こ
め
た
言
い
方
に

あ

ら

‐，
‐，
‐―

―

‐，

，
―

，
‐

、

１

‐――‐

め

‐
叫

日
　

」■
Ｈ

叫
ち

―，′
Ⅲ
Ｆ
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あ
る
こ
と
は
満
口
も
わ
き
ま
え
て
い
る
が
、
『
金
閣
寺
』
と
い
う
小

説
は
彼

の
こ
の
妄
想

の
構
造
に
全
面
的
に
寄
り
か
か
る
こ
と
で
成
立

し
て
い
る
。

い
っ
た
ん
金
閣

の
こ
の

「
無
言
」
が
確
認
さ
れ
た
後

は
、
無
言
を
旗
印
に
小
さ
く
凝
結
し
た
よ
う
な
金
閣

の
イ
メ
ー
ジ
と

ち
ょ
う
ど
拮
抗
す
る
よ
う
に
し
て
、
満
日
の
妄
想

の
方
は
ふ
く
ら
み

つ
づ
け
る
。

そ
う
し
て
考
え
る
と
、
私
に
は
金
閣
そ
の
も
の
も
、
時
間

の

海
を
わ
た
っ
て
き
た
美
し
い
船

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
美
術
書

が
語

つ
て
い
る
そ
の

「壁

の
少
な
い
、
吹
ぬ
き

の
建
築
」
は
、

‐――――
の
構
造
を
空
想
さ
せ
、

こ
の
複
雑
な
三
層

の
屋
形
船
が
臨
ん

‐
」
イリ
池
は
、
海

の
象
徴
を
思
わ
せ
た
。
金
閣
は
お
び
た
だ
し

ヽ
レ
イ‐
ル

，
て
き
た
。
い
つ
果
て
る
と
も
し
れ
ぬ
航
海
。
そ
し

て
、
い

の
―――‐
と
い
う
も
の
、
こ
の
ふ
し
ぎ
な
船
は
そ
し
ら
ぬ
顔

‐
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま

か

で
碇
を
ド
ろ
し
、
人
ぜ

い
の
人
が
見
物
す
る
の
に
委
せ
、
夜
が

来
る
と
周
囲
の
闇
に
勢

い
を
得
て
、
そ
の
屋
根
を
帆

の
よ
う
に

ふ
く
ら
ま
せ
て
出
帆
し
た
の
で
あ
る
。

逆
説
的
な
の
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
に
自
由
に
流
動
的
に
夢
想
を
広

げ

る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
金
閣
が
不
変

の
存
在
と
し
て
あ
る
ゆ
え

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

「
日
に
も
は
っ
き
り
映
る

一
つ
の

物
」
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
は
知

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
や
が
て
戦
局

が
悪
化
し
、
京
都

へ
の
空
襲
が
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
と
、
溝
口
は

火
に
包
ま
れ
る
金
閣
寺
を
夢
想
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
明
日
こ
そ
は

饂
蠍
蛛
絋
貯
Ⅷ
Ⅷ
Ⅷ
貪
吻
×
判

れ
る
　
‐
だ
ろ
う
。
…
…
そ
の
と
き
頂
き
の
鳳
凰
は
不
死
鳥
の
よ
う
に
よ

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

み
が
え
り
飛
び
翔
っ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
形
態
に
縛
じ
め
ら
れ
て
い
た

金
閣
は
、
身
も
か
る
が
る
と
碇
を
離
れ
て
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
わ

れ
、
湖
の
上
に
も
、
暗
い
海
の
潮
の
上
に
も
、
微
光
を
滴
ら
し
て
漂

い
出
す
だ
ろ
う
。
‥
―
・」

こ
の
後
も
金
閣
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
り
な
が
ら
語
り
手
の
妄
想

の
拡
大
を
助
け
る
。　
一
つ
の
極
点
で
は
金
閣
は
セ
ク
シ
ュ
ァ
ル
な
相

さ
え
見
せ
る
。
溝
口
が
女
性
と
の
行
為
を
進
め
よ
う
と
す
る
最
中
に

金
閣
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
「
［…
…
］
近
い
と
思
え
ば
遠
く
、
親
し

く
も
あ
り
隔
た
っ
て
も
い
る
不
可
解
な
距
離
に
、
い
つ
も
澄
明
に
浮

ん
で
い
る
あ
の
金
閣
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
ぅ

一
節
に
、
次

の
文
が
続
く
。

そ
れ
は
私
と
、
私
の
志
す
人
生
と
の
間
に
立
ち
は
だ
か
り
、

は
じ
め
は
微
細
画
の

大
き
く
な
り
、
あ
の

よ
う
に
小
さ
か
っ
た

巧
緻
な
模
型
の
な
か

が

、

み

る

み

る

ん
ど
世
界
を
包

も

の
に
殆

茅 紛 に影 うス 々

む
巨
大
な
金
閣

の
照
応
が
見
ら
れ

た

よ

，つ
に

、　
そ

れ
は
私
を
か

こ
む
世
界
の
隅
々
ま
で
も
埋
め
、
こ
の
世
界

の
寸
法
を
き

つ
ち

り
と
充
た
す
も
の
に
な

っ
た
。
巨
大
な
音
楽

の
よ
う
に
世
界
を

充
た
し
、
そ
の
音
楽
だ
け
で
も

つ
て
、
世
界

に
な

っ
た
。
時

に
は
あ
れ

ほ

し
、
私

の

る
も

の

に
屹
立

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
金
閣
が
、
今
完
全

に
私
を
　
　
う

＊
ｍ
　
　
　
　
　
　
　
　
い

て
い
た
ｃ
　
　
　
　
４

包
み
、
そ
の
構
造
の
内
部
に
私
の
位
置
を
許
し


