
菊
池
幽
芳
「
己
が
罪
」
論

笛
木
美
佳

一

菊
池
幽
芳
「
己
が
罪
」
は
、
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
明
治
三
十
二
年
八
月
十
七
日
か

ら
十
月
二
十
一
日
ま
で
（
前

�）、
お
よ
び
三
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
五
月
二
十
日
ま

で
（
後

�）
連
載
さ
れ
、
好
評
を
博
し
、
の
ち
前

�中

�後
�に

分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ

三
十
三
年
八
月
、
三
十
四
年
一
月
、
同
年
七
月
に
春
陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

「
本
格
的
な
家
庭
小
説
の
登
場
は
、
菊
池
幽
芳
の
『
己
が
罪
』
（
中
略
）
に
は
じ
ま

っ
た
」
（
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』

（
１
））、
「
代
表
的
な
作
品
に
菊
池
幽
芳
『
己
が
罪
』
『
乳
姉

妹
』
、
中
村
春
雨
『
無
花
果
』
、
田
口
掬
汀
『
女
夫
波
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
（
『
日
本

現
代
文
学
大
事
典
』

（
２
））
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
こ
の
作
品
は
、
明
治
三
十
年

代
に
流
行
し
た
家
庭
小
説
の
代
表
的
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

以
下
そ
の
概
要
を
示
し
て
お
く
。

摂
津
天
下
茶
屋
村
の
豪
農
の
娘
、
箕 み
の

輪 わ

環 た
ま
きは
東
京
で
女
学
校
に
通
う
。
活

�で
縹 き
り

緻 や
う

も

よ
く
、
品
行
方
正
な
勉
強
家
と
し
て
校
中
の
評
判
も
よ
か
っ
た
が
、
医
学
生
の
塚
口
虔
三

に
欺
か
れ
て
、
妊
娠
し
、
退
校
し
て
し
ま
う
。
既
に
許
嫁
の
い
る
虔
三
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
教
会
で
環
と
偽
り
の
結
婚
式
を
挙
げ
、
将
来
の
約
束
と
見
せ
か
け
て
安
心
さ
せ
、
邪
魔

に
な
る
と
一
方
的
に
関
係
を
絶
つ
。
臨
月
を
迎
え
て
い
た
環
は
絶
望
の
あ
ま
り
父
に
遺
書

を
送
っ
て
自
殺
を
図
る
が
、
助
け
ら
れ
、
そ
の
晩
男
児
を
出
産
す
る
。
産
後
の
ヒ
ス
テ
リ

ー
が
高
じ
て
わ
が
子
を
殺
そ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
男
児
は
房
州
の
漁
具
売
り
の
家
に

里
子
に
出
さ
れ
、
環
に
は
死
ん
だ
と
告
げ
ら
れ
た
。（
前

�）

父
と
共
に
天
下
茶
屋
に
戻
っ
た
環
は
縁
談
を
断
り
続
け
て
い
た
が
、
父
の
願
い
を
入
れ

て
過
去
を
秘
し
た
ま
ま
、
子
爵
桜
戸
隆
弘
の
元
に
嫁
ぎ
、
一
子
正
弘
を
授
か
っ
た
。
環
は

過
去
の
罪
を
懺
悔
し
な
け
れ
ば
と
機
会
を
う
か
が
い
続
け
る
が
、
隆
弘
が
ひ
ど
く
罪

悪
を

憎
む
と
い
う

厳
し
い

道
義
心
の

持
ち

主
ゆ
え
に
な
ら

ず
、

幸
せ
な
結
婚
生
活
の

裏
面
で

良

心
の

呵
責
と
罪
の

暴
露
の

恐
怖
に

脅
え
た
日

々
を
送
り
、

体
調
も

悪
化
す
る
。

箱
根
に

療

養
中
、

腸
窒

扶
斯
に
か
か
っ
た
正
弘
を

最
新
医

療
で

救
っ
た
の
が
、
塚
口
虔
三
医
学
博

士

で
、
環
は
い
っ
そ
虔
三
か
ら
秘

密
が

暴
露
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
ま
で
願
う
が
、
そ
の

決
心
に

感
服
し
、
ま
た
一
方
で
わ
が

身
の

名
誉
を

守
る
た

め
に
、
虔
三
は
隆
弘
に
は

何
も

語
ら

ず

去
っ
た
。（
中

�）

病
後
の

療
養
の
た

め
家

族
で
房
州

根
本

海
岸
を

訪
れ
た

折
、
環
は
、
里
子
に
出
さ
れ
十

（７）
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一
歳
に
成
長
し
た
我
が
子
玉
太
郎
と
再
会
す
る
。
玉
太
郎
は
、
七
歳
の
正
弘
と
も
親
し
く

な
り
、
環
に
惹
か
れ
て
毎
日
互
い
に
往
来
す
る
よ
う
に
な
る
。
隆
弘
へ
の
懺
悔
と
の
兼
ね

合
い
も
あ
り
、
母
子
の
名
乗
が
で
き
ぬ
ま
ま
日
が
過
ぎ
る
。
あ
る
日
、
海
面
の
岩
の
上
に

取
り
残
さ
れ
た
正
弘
と
、
そ
れ
を
救
お
う
と
し
た
玉
太
郎
が
二
人
と
も
波
に
さ
ら
わ
れ
て
、

�死
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
環
は
我
が
罪
の
深
さ
を
思
い
、
二
人
の
死
児
の
枕
頭

で
良
人
に
懺
悔
を
す
る
。
厳
格
な
隆
弘
は
彼
女
を
許
さ
ず
、
環
の
父
の
、
自
害
を
以
て
の

詫
び
を
入
れ
て
離
縁
は
永
久
に
見
合
わ
せ
た
も
の
の
、
東
洋
漫
遊
の
旅
に
出
て
し
ま
う
。

罪
を
償
う
た
め
、
台
北
赤
十
字
病
院
の
篤
志
看
護
婦
に
な
っ
た
環
は
、
三
年
の
う
ち
に
看

護
婦
長
を
務
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
へ
隆
弘
が
、
西
貢

サ
イ
ゴ
ン

で
伝
染
的
熱
性
病
に
罹
り
入
院

し
た
と
の
報
が
届
き
、
環
は
西
貢
赤
十
字
病
院
に
駆
け
つ
け
看
病
し
、
隆
弘
は
一
命
を
取

り
と
め
る
。
隆
弘
は
帰
国
の
船
上
、
放
浪
の
苦
行
の
中
で
、
偏
狭
な
儒
教
主
義
に
よ
っ
て

注
入
さ
れ
た
道
義
に
と
ら
わ
れ
、
環
の
献
身
的
な
愛
情
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
自
分
を
反

省
し
、
一
道
の
光
明
を
得
た
こ
と
を
告
げ
て
環
に
懺
悔
し
、
二
人
で
と
も
に
希
望
の
光
に

導
か
れ
て
、
温
か
な
世
界
の
新
し
い
旅
に
上
ろ
う
と
誘
う
。（
後

�）

さ
て
、
こ
の
「
己
が
罪
」
を
読
ん
で
い
て
、
目
に
留
ま
る
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

�罪

�
�懺 ざ

ん

悔 げ

�で
あ
る
。
今
回
テ
キ
ス
ト
と
す
る
、
『
大
悲
劇
名
作
全
集
』
版
「
己
が

罪
」

（
３
）
は
、
前

�六
十
六
章
、
中

�六
十
九
章
、
後

�六
十
八
章
の
計
二
〇
三
章
か
ら
な

る
が
、

�罪

�（
罪
悪

�罪
劫

�罪
科

�罪
障
も
含
む
）
は
全
六
十
八
章
に
わ
た
り
二
一
〇

語
用
い
ら
れ
て
い
る
。

�懺
悔

�も
全
三
十
四
章
に
一
〇
〇
語
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
、

「
偽
り

�秘
密

�欠
点

�弱
点

�過
去
」
な
ど
も

�罪

�と
し
て
読
め
、「
打
明
け
る
」

が

�懺悔

�と
し
て
も
読
め
る
の
で
、
こ
の
数
字
以
上
に
こ
れ
ら
の
語
は
登
場
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
特
に
、
新
聞
小
説
と
し
て
連
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

来
る
日
も
来
る
日
も

�罪

�と

�懺悔

�を
目
に
す
る
時
期
も
あ
り
、
頻
度
高
く
読
者

に
迫
っ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の

�懺悔

�と
い
う
語

に
着
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。

二

な
ぜ
「
己
が
罪
」
に
は

�懺悔

�と
い
う
語
が
多
い
の
か
。
そ
れ
は
、
環
が
人
生
の

節
目
ご
と
に

�懺悔

�の
機
会
を
う
か
が
い
つ
つ
、
そ
れ
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

環
は
「
何
も
か
も
懺
悔
し
た
上
で
そ
れ
で
も
妾 わ
た
しを
妻
に
す
る
と
い
ふ
人
に
、
安
心
し

て
身
を

任
せ
た
い
と
思
」
（
中

第
四
、
以

下
「
中

4」
と

表
記
す
る
）
っ
て
い
た
の

だ
が
、

桜
戸
隆
弘
と
の
、
ま
た
と
な
い
良
縁
を
結
ぶ
た
め
に
、
父
に
「
も
う
決
し
て
懺
悔
な
ど

は
し
て
く
れ
ぬ
な
」
（
中

18）
と
言
い
含
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
環
は
そ
の

時
は

承
諾

し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
是
と
は
で
き
な
い
性
分
で
あ
っ
た
。

環
は

如
何
に
す
る
も

何
時
か
は
懺
悔
を
な
さ
で
は

止 や
む

ま
じ
と
思
へ
る
な
り
、
一

方
よ
り
は

絶
え
ず
良

心
の

苛
責
を

受
け
、
一

方
よ
り
は
秘
密
の

知
れ
は
せ
ず

や
と

ひ
や

�

と
し
て

の
み
、
日
を

送
ら
ん
事
の
、

如
何
に

心
苦
し
か
る

べ
き
を
思
う
て
、
む
し
ろ
懺
悔
と

云
へ

る
、

只
短
き
一

時
の

心
苦
し
さ
を

選
ば
ん
と
は
な
せ
る
な
り
、
そ
れ
の

み
な
ら
ず
、
懺
悔

に
こ
そ
己
が
罪
も

消
ゆ

べ
く
、

必
ず
良 お
つ

人 と

の
憐 あ
は

憫 れ
み

を
も
得
ん
と
思
へ
る
な
り
、
そ
の
懺
悔

の
期
に
つ
い
て
も
自
分
は

婚
礼
の

当
夜
に

於
て
せ

ば
、

何
と
な
く
良
人
の
我
罪
を
許
し
く

る
ゝ
な
ら
ん
と
思

ふ
心

地
せ
ら
れ
、
ま
た
良

心
も

添
臥
の
前
に
懺
悔
を
な
す

べ
き
事
を

迫

る
な
り
（
中

19）

と
こ
ろ
が
明
日
が
結
納
と
い
う
日
に
、
隆
弘
の
「
人
物

ひ
と
ゝ
な
り」
が
「
誠
に
畏
敬
す
べ
き
」
で

あ
る
と

同
時
に
、
「
人
の
後

暗
き
事
を

ば
情
義
に
か
へ
て
も
許
す
ま

じ
き
、
厳
格
な
る

（８）



性
質
」
（
中

26）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
自
分
の
た
め
に
も
父
の
た
め
に
も
離
縁
を
恐

れ
、
婚
礼
の
夜
に
は
懺
悔
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
環
は
、
出
産
や
子
ど
も
の
成
長
、
思
い
が
け
な
い
虔
三
と
の
再
会
な
ど
、

人
生
の
節
目
、
転
機
が
訪
れ
る
度
に

�懺悔

�を
思
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
機
会
は

�懺
悔

�の
機
会
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
環
は
そ
の
度
ご
と
に
自
分
の
罪
を
強
く
意
識

さ
せ
ら
れ
苦
し
め
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
罪
が
彼
女
の
想
像
以
上
に
深
く
、
自
分
よ

り
も
む
し
ろ
周
り
の
他
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
、
打
ち

の
め
さ
れ
、

�懺悔

�な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ

り
は
、
「
懺
悔
は
畢
竟
わ
が
良
心
を
満
足
せ
し
む
る
の
外
、
何
の
益
す
る
処
も
な
き
も

の
ぞ
、
左
れ
ば
良
人
の
た
め
わ
が
身
の
た
め
、
父
の
た
め
子
の
た
め
、
は
た
桜
戸
家
の

名
の
た
め
、
子
爵
夫
人
の
名
誉
の
た
め
に
、
わ
が
身
は
得
こ
そ
懺
悔
は
す
ま
じ
」
（
中

48）
と
「
決
心
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
金
子
明
雄
氏

（
４
）が
「
罪

が
連
鎖
的
に
循
環
」
し
、
「
そ
の
罪
を
消
し
去
り
、
連
鎖
を
止
め
る
唯
一
の
手
段
と
思

わ
れ
る
懺
悔
は
、
彼
女
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
経
緯
で
先
延
ば
し
さ
れ
、
そ
れ
が
さ

ら
に
重
大
な
罪
を
生
じ
る
原
因
と
な
っ
て
、
罪
の
連
鎖
に
貢
献
し
て
し
ま
う
」
と
指
摘

し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
心
な
ら
ず
も

�懺悔

�の
機
会
を
逃
し
続
け
、
渦
を
巻
く
よ
う
に
深
み

に
は
ま
っ
て
い
く
と
い
う
物
語
の
展
開
は
、
読
者
の
興
味
を
逸
ら
さ
ず
、
新
聞
小
説
に

は
非
常
に
有
効
な
手
法
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る

の
が

�懺悔

�と
い
う
非
日
常
的
な
重
い
語
で
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
ほ
ど
の
緊
迫
感
を

維
持
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

�告
白

�
�謝

罪

�
�お

詫
び

�と
い
っ
た
言
葉
で
な
い
か

ら
こ
そ
、
環
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
る
倫
理
観
、
そ
し
て
切
迫
感
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

�懺
悔

�と
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
語
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
ゆ
え

に
、
読
者
は
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
疑
問
を
持
ち
、

�懺悔

�

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
環
の
置
か
れ
た
環
境
が
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。

で
は
な
ぜ

�懺
悔

�と
い
う
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
か
。
ま
ず
、

�懺
悔

�の
意
味
を

確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

『
新
編
大
言
海
』

（
５
）

サ
ン
ゲ

仏
教
ノ
語
。
過
去
ノ
罪
悪
ヲ
悔
イ
テ
、
仏
、
菩

�、
師
長
、
衆
人
ニ
対
シ
テ
、

顕 ア
ラ
ハニ
陳
述

ス
ル

コ
ト
。
仏
教

道
徳
ノ
上
ニ
、
重

要
ナ

ル
コ
ト
ト

セ
ラ

レ
、
罪

障
ノ
消

滅

ハ
、
コ
レ
ニ
依
リ
テ
得
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
セ
リ
。
訛
リ
テ
、
ざ
ん
げ
。（
後
略
）

『
角
川
古
語
大
辞
典
』

（
６
）

さ
ん

げ
①
仏
語
。
過
去
の
罪
を
悔
い
、
仏

�菩

�（
ぼ
さ
つ
）

�師
長
、
あ
る
い
は
大
衆

の
前
に
告
白
し
、
謝
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
罪
が
消

滅
す
る
と
さ
れ
、
懺
悔
の
法

要
で
あ
る
懺
法
（
せ

ん
ぽ

ふ
）
が

盛
ん
に

行
わ
れ
た
。

キ
リ
シ

タ
ン
に
お
い
て
も
重

要

な
信

仰
上
の

行
為
で
あ
る
「
こ

ん
ひ
さ

ん
」
の

訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

②
包
ま
ず
言
う
こ
と
。
打
ち
明
け
て
話
し
に
く
い
こ
と
を
話
す
こ
と
。（
後
略
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

（
７
）

ざ
ん

げ
①
（
仏
教
で
は

現
在
も
「
さ

ん
げ
」
と
よ
む
）
仏
語
。
過
去
に

犯
し
た
罪
悪
を

告
白
し
て
ゆ
る
し
を

請
う
こ
と
。
ま
た
、
過
去
の
罪
悪
を
悔
い
て

神
仏
や
人

々
に
告

げ

わ
び
る
こ
と
。

②
過
去
に

犯
し
た
罪
悪
を
後
悔
し
て
、
人
に
打
ち
明
け
る
こ
と
。
一

般

的
に
、
他
人
に

話
し
に
く
い
こ
と
を
打
ち
明
け
る
こ
と
に
も
い
う
。
（

③
④

略
）

⑤
キ

リ

ス
ト
教
で
、
罪
の
ゆ
る
し
を
求
め
る
行
為
を
い
う
。
告
解
。
告
白
。
悔
改
め
。

以
上
の
辞
典
の
説
明
か
ら
、
こ
の
語
が
古
く
は
仏
教
語
「
さ
ん
げ
」
と
し
て
流
布
し
、

「
ざ

ん
げ
」
が
一

般
的
と
な
っ
た
の
は

比
較
的
新
し
い
と
い
う
こ
と
、
仏
教
の
み
な
ら

ず
、
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
と
し
て
も
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（９）



こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴
を
鍵
に
幽
芳
の
意
図
を
探
っ
て
み
た
い
。

「
己
が
罪
」
で
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で

�懺
悔

�と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

環
は
良
心
に
苛
ま
れ
る
と
神
に
呼
び
か
け
、
神
に
祈
る
。
例
え
ば
、
「
良
人
の
寵
愛

の
加
は
る
に
つ
け
て
、
い
と
ゞ
心
の
咎
め
ら
れ
、
寝
ら
れ
ぬ
夜
半
に
、
独
り
神
に
念
じ

て
、
己
が
罪
を
見
ゆ
る
し
玉
へ
と
祈
る
事
も
あ
り
」
（
中

34）
と
い
う
よ
う
に
。
そ
し

て
ま
た
、
予
想
外
の
不
幸
に
出
会
う
度
に
、
そ
れ
は
自
分
の
罪
に
対
し
て
神
が
罰
を
与

え
る
の
だ
と
自
覚
し
、
恐
れ
お
の
の
く
の
で
あ
る
。

何
咎
も
な
く
人
並
す
ぐ
れ
て
生
れ
た
兄
弟
を
、
む
ざ

�

殺
し
て
仕
舞
ふ
と
い
ふ
の
も
、

み
ン
な
恐
ろ
し
い
母 お
や

の
罪
が
頑
是
な
い
児
に
酬
い
て
来
た
の
で
す
、
妾
は
神
様
の
罰 ば
ち

の
恐

ろ
し
い
事
を
悟
り
ま
し
た
（
後

36）

で
は
、
環
の

�懺悔

�は
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
に
立
つ
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は

な
い
。
彼
女
の

�懺悔

�の
対
象
は
良
人
で
あ
っ
た
し
、
彼
女
は
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
虔
三
が
、
教
会
で
結
婚
の
偽
装
を

働
い
た
時
も
あ
っ
さ
り
と
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
し
、
最
後
の
懺
悔
の
場
面
で
も
「
死
ん

だ
二
人
の
児
を
神
と
思
ひ
ま
し
て
‥
‥
神
の
前
で
何
も
か
も
心
の
中
を
申
上
る
の
で
ご

ざ
い
ま
す
」
（
後

39）
と
述
べ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
児

を
神
と
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
も
し
彼
女
が
信
者
で
あ
れ
ば
、

�告解
�

を
し
、
も
っ
と
早
く
肩
の
荷
を
下
ろ
せ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
神
を
対
象
と
し
た

�懺悔

�は
わ
ず
か
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
帰
阪
後
、

「
娘
の
鑑
と
称
へ
ら
れ
、
東
京
に
遊
学
さ
す
れ
ば
か
く
ば
か
り
女
の
品
位
を
高
む
る
も

の
か
と
嘆
賞
さ
れ
て
、
環
に
懸
け
た
る
一
郷
の
信
用
」
が
「
云
ひ
知
れ
ず
大
い
な
る
も

の
」
と
な
る
の
に
対
し
、
「
独
り
心
の
苦
し
さ
に
半
夜
神
に
懺
悔
」
（
中

1）
す
る
と
い

う
部
分
の
み
で
あ
る
。

こ
う
し
た
環
の

�懺悔

�に
つ
い
て
、
林
寄

�氏
（
８
）は
、
特
に
最
後
の
良
人
へ
の

�懺

悔

�を
環
が
「
死
ん
だ
児
達
へ
の
追
善
」
（
後

37）
と
意
味
づ
け
た
と
こ
ろ
に
着
目
し
、

「
結
局
、
環
を
懺
悔
さ
せ
た
内
心
の
原
理
は
仏
教
的
な
因
果
観
念
に
依
存
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
環
の
心
の
よ
す
が
は
キ
リ
ス
ト
教
の
献
身
的
な
教
訓
か
ら
、
途
中
の
彷
徨
い

を
経
て
、
仏
教
の
因
果
観
念
に
傾
い
て
い
っ
た
」
と
す
る
。
た
し
か
に
環
の

�懺悔

�

自
体
に
は
そ
の
よ
う
な
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

�懺
悔

�す
る
こ
と
そ
の

も
の
で
は
な
い
。

�懺悔

�を
通
し
て
、

�懺悔

�が
で
き
る
関
係
の
重
要
性
を
訴
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
関
係
の
あ
り
方
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
は
、
キ
リ

ス
ト
教
精
神
に
基
づ
く
夫
婦
の
和
合
と
、
家
庭
の
平
和
で
あ
る
。
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
隆

弘
の
環
へ
の
謝
罪
の
場
面
（
後

66～

68）
に
は
、
彼
が
放
浪
し
煩
悶
す
る
中
で
「
聖
書

に
慰
藉
を
求
め
」、「
一
道
の
光
明
を
見
出
し
」
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
彼
は
、
以
前
は

「
儒
教
主
義
に
依
つ
て
注
入
さ
れ
た
道
義
心
」
の
た
め
に
「
社
会
の
人
事
は
愛
情
が
根

本
と
な
つ
て
、
何
も
の
を
も
支
配
し
て
居
る
こ
と
を
」「
認
め
な
か
つ
た
」。
し
た
が
っ

て
、
環
の
「
献
身
的
の
美
し
い
情
」
に
も
「
冷
や
か
な
無
慈
悲
の
報
酬
」
し
か
与
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
苦
し
い
放
浪
に
よ
っ
て
「
社
会
は
道
徳
の
支
配
す
べ
き
も
の
で
な

く
て
、
寧
ろ
愛
情
を
根
本
に
し
た
道
徳
で
な
け
れ
ば
、
円
満
に
人
生
を
支
配
し
て
行
く

こ
と
は
、
ど
う
し
て
も
出
来
な
い
と
い
ふ
事
」
を
悟
り
、
環
に
感
謝
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
「
あ
ゝ
環
さ
ん
、
今
日
か
ら
は
お
互
ひ
に
過
去
の
何
事
を
も
忘
れ
て
、
そ

し
て
希
望

ホ
ー
プ

の
光
り
に
導
か
れ
て
、
こ
の
温
か
な
世
界
の
新
し
い
旅
に
上
ら
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
」
と
誘
い
、
環
も
そ
れ
を
「
た
ゞ
涙
に
咽
び
つ
ゝ
」
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

（
前

略
）
（

引
用
者
注

懺
悔
が
）

�神

�で
は
な
く
目
前
の

他
者
に

向
か
っ
て
語
ら
れ
、

他

（10）



者
の
許
し
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て

�救
済

�さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
他
者

は
す
べ
て

�家
族

�で
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
虔
三
も
か
つ
て
の

夫
で
あ
る
）
。
対
家
族
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
「
懺
悔
」
と
許
し
が
、

�愛
情

�と

�信
頼

�

で
結
ば
れ
た
家
族
関
係
を
維
持

�再
構
成
さ
せ
て
い
く
核
心
と
な
っ
て
い
る
。

と
は
、
高
橋
修
氏

（
９
）の
説
で
あ
る
が
、
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
幽
芳
は
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
描
く
の
に
、
な
ぜ
当
時
は
仏
教
語
と

し
て
流
布
し
て
い
た

�懺
悔

�を
多
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
明
治
文
学
全
集

（

�）』
に

お
け
る
菊
池
幽
芳
の
「
年
譜
」
に
は
、
明
治
二
十
一
年
の
項
に
、
「
こ
の
こ
ろ
、
巖
本

善
治
の
『
女
学
雑
誌
』
を
愛
読
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
感
化
を
う
け
、
恋
愛
神
聖
を
骨

子
と
す
る
処
女
小
説
「
蕾
の
花
」
を
水
戸
の
新
聞
に
掲
げ
た
と
い
う
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
幽
芳
は
キ
リ
ス
ト
教
に
造
詣
が
深
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の

�

懺
悔

�

と
い
う
語
を
選
ん
だ
の
に
は
、
何
か
理
由
が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
こ
の
作
品
の
発
表
舞
台
が
新
聞
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し

た
い
。
幽
芳
は
単
行
本
『
乳
姉
妹

（

�）』
前

�の
「
は
し
が
き

（

�）」
（
明
治
三
十
六
年
十
二
月
初

旬
付
）
に
お
い
て
、
「
全
体
私
は
私
共
の
新
聞
に
講
談
を
載
る
事
を
だ
ん

�
廃
し
た

い
と
い
ふ
考
で
、
そ
れ
に
は
何
か
之
に
代
る
適
当
な
も
の
を
見
つ
け
た
い
。
今
の
一
般

の
小
説
よ
り
は
最
少
し
通
俗
に
、
最
少
し
気
取
ら
な
い
、
そ
し
て
趣
味
の
あ
る
上
品
な

も
の
を
載
せ
て
見
た
い
。
一
家
団
欒
の
む
し
ろ
の
中
で
読
れ
て
、
誰
に
も
解
し
易
く
、

ま
た
顔
を
赧
ら
め
合
ふ
と
い
ふ
や
う
な
事
も
な
く
、
家
庭
の
和
楽
に
資
し
、
趣
味
を
助

長
し
得
る
や
う
な
も
の
を
作
つ
て
見
た
い
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て
居
ま
し
た
」
と
記
し

て
い
る
。
こ
れ
は
「
己
が
罪
」
よ
り
後
に
発
表
さ
れ
た
「
乳
姉
妹
」
の
創
作
動
機
を
語

っ
た
も
の
だ
が
、
幽
芳
は
明
治
三
十
年
頃
か
ら
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
文
芸
部
主
任
を

務
め
て
い
た
の
で
、
「
己
が
罪
」
も
同
様
の
動
機
を
も
っ
て
書
か
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ

う
。さ
て
、
こ
の
「
は
し
が
き
」
か
ら
見
え
る
の
は
、
読
者
層
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
講
談

を
読
ん
で
い
た
読
者
に
と
っ
て
、
隅
か
ら
隅
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
で
固
め
た
小
説
で
は
抵

抗
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
時
は
「
耶
蘇
」
と
い
う
だ
け
で
、
拒
否
す
る
向
き
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

よ
い
例
が
、
同
じ
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
懸
賞
小
説
に
一
等
当
選
し
、
明
治
三
十
四

年
三
月
二
十
八
日
～
六
月
十
日
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
た
、
中
村
春
雨
「
無
花
果

（

	）」
に
見

ら
れ
る
。
鳩
宮
庸
之
助
は
岸
野
沢
の
処
女
の
純
潔
を
傷
つ
け
た
も
の
の
結
婚
は
許
さ
れ

ず
、
失
恋
の
痛
手
を
抱
え
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
出
会
っ
て
救
わ
れ
る
。

牧
師
の
娘
、
恵 ゑ

美 み

耶 や

と
結
婚
し
帰
国
、
自
ら
も
牧
師
と
な
っ
て
教
会
に
赴
任
す
る
。
と

こ
ろ
が
、
父
も
母
も
姉
も
キ
リ
ス
ト
教
を
毛
嫌
い
し
、

「
庸
、

先
日
も

云
つ
た
や
う
に
、
何

卒
ど
う
ぞ

汝 お
ま
へ、
耶
蘇
な
ん
か
、
廃
止

よ
し

ち
や
つ
て
、

銀
行
の

方
へ

出
る
事
に
し
て
お
く
れ
な
、

ね
え
、




そ
し
て
、
あ
ん
な

眼
の

青
い
、

髪
の

赤
い
、
何

ん
だ
か

忌 い
や

ら
し
い
、
あ
ん
な
者
を

汝
、
女

房
に
す
る
の
は
も
う
廃

止
て
お
く
れ
、
お

願
ひ

だ
か
ら
‥
‥
。」（
十
三
）

と
母
が
言
え
ば
、
姉
も
、

「
真 ほ
ん

に
ね
、
庸
さ
ん
、
あ
ん
な
も
の
を
妹
だ
と
思
へ
な
ん
て
、
私
や
ア
何
だ
か
情
け
無
く
な

つ
ち
ま
ふ
わ
、
何
卒
、
廃
止 よ

さ
れ
り
や
ア
、
廃
止
し
て
貰
ひ
た
い
も
ん
だ
ね
。」（
同
）

と
言
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
一
般
大
衆
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト

教
、
外
国
人
に
対
す
る
偏
見
と
距
離
感
が
う
か
が
え
よ
う
。

こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
幽
芳
は
作
品
全
体
を
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
押

し
込
め
る
こ
と
を
避
け
、
日
本
に
従
来
か
ら
あ
る

�懺悔

�と
い
う
仏
教
語




し
か

（11）



も
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
で
も
あ
る

�

を
用
い
つ
つ
、
無
理
な
く
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の

世
界
に
読
者
を
誘
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

三

�懺
悔

�は
、
新
聞
の
読
者
を
意
識
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た

の
だ
が
、
こ
の
作
品
に
お
け
る

�懺悔

�の
戦
略
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

同
時
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
か
つ
家
庭
小
説
の
は
し
り
と
扱
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
、
尾
崎
紅
葉
「
金
色
夜
叉

（

�）」
（「
読
売
新
聞
」
明

30
�
1
�
1～

35
�
5
�
11断

続
連
載
）

と
比
較
し
て
み
た
い
。

「
金
色
夜
叉
」
は
鴫
沢
宮
が
許
嫁
で
あ
っ
た
間
貫
一
を
裏
切
っ
た
も
の
の
、
後
に
悔

悟
し
て
謝
罪
す
る
機
会
を
求
め
て
訴
え
る
が
、
こ
と
ご
と
く
貫
一
に
撥
ね
付
け
ら
れ
る

と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
「
己
が
罪
」
の
環
の
よ
う
に
秘
密
を
打
ち
明
け
る
の
で

は
な
い
が
、
熱
海
の
海
岸
の
場
面
で
の
「
私
も
考
へ
た
事
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は

腹
も
立
た
う
け
れ
ど
、
ど
う
ぞ
堪
忍
し
て
、
少
し
辛
抱
し
て
ゐ
て
下
さ
い
な
。
私
は
お

肚 な
かの
中
に
は
言
ひ
た
い
事
が
沢
山
あ
る
の
だ
け
れ
ど
、
余
り
言
難
い
事
ば
か
り
だ
か
ら
、

口
へ
は
出
さ
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
言
葉
（
「
金
色
夜
叉
前

�」
第
八
章
、
傍
線
引
用
者
、

以
下
同
じ
）
や
、
貫
一
の
家
に
押
し
か
け
て
詫
び
よ
う
と
す
る
場
面
の
「
も
う
二
度
と

私
は
お
目
に
は
掛
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
日
の
所
は
奈
何

ど
う

と
も
堪
忍
し
て
、
打 ぶ

つ
な
り
、

殴 た
ゝく
な
り
貫
一
さ
ん
の
勝
手
に
し
て
、
然 さ
うし
て
少
小

す
こ
し

で
も
機
嫌
を
直
し
て
、
私
の
お
詫

に
来
た
訳
を
聞
い
て
下
さ
い
」
（
「
続

�金
色
夜
叉
」
第
六
章
）
と
い
う
言
葉
な
ど
か
ら
、

宮
が
何
ら
か
の
事
情
を
説
明
し
た
上
で
謝
罪
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
け
れ
ど
も
、「
金
色
夜
叉
」
で
は
「
謝
り
さ
へ
し
た
ら

�御
詫
び
を
し
た
い

�

堪
忍
し
て
下
さ
い
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

�懺
悔

�と
い
う
言
葉
は
二
例
し
か

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
謝
罪
さ
れ
る
側
の
貫
一
が
主
人
公
で
あ
る
た
め
、
謝
罪
す
べ
き

宮
の
心
情
描
写
が
少
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
紅
葉
は

�懺悔

�と
い
う
言
葉
を
積
極

的
に
は
用
い
な
か
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
同
じ
紅
葉
の
作
品
に
「
二
人
比
丘
尼
色

懺
悔
」
（
『
新
著
百
種
』
第
一

�、
明

22
�
4、

吉
岡
書
籍
店
）
が
あ
る
が
、
こ
の
作
品
も

�懺悔

�と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル
の
み
で
あ
る
。

同
様
に
同
時
期
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、
や
は
り
家
庭
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る
徳
冨
蘆
花
の
「
不
如
帰
」
（
「
国
民
新
聞
」
明

31
�
11
�
29～

32
�
5
�
24）

を
調
査

し
た
が
、
秘
密
を
持
ち
、
謝
罪
す
る
と
い
う
設
定
自
体
が
な
い
た
め
、

�懺
悔

�と
い

う
語
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

で
は
、

�懺悔
ざ
ん
げ

�と
い
う
言
葉
は
幽
芳
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
っ
た
の
か
。

正
宗
白
鳥
は
「
明
治
文
壇
総
評

（

�）」
に
お
い
て
、「

透
谷

�独
歩

�蘆
花
、
そ
れ
か
ら
、

自
然
主
義
時
代
の
人
々
が
、
懐
疑

�懺
悔

�告
白
な
ど
の
言
葉
を
口
に
し
、
ま
た
そ
う

い
う
こ
と
に
し
き
り
に
心
を
労
し
た
の
は
、
西
洋
宗
教
の
刺
戟
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
」
と

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
己
が
罪
」
の

�懺
悔

ざ
ん
げ

�と
は

単
な
る

仏
教
語

�懺 さ
ん悔 げ

�で
は
な
く
、
当
時
の
青
年
作
家
間
に
お
け
る
流
行
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
作
者
の
一
人
で
あ
る
島
崎
藤
村
を
例
に
、
そ
の
辺
り
の
事
情
を

確
認
し
た
い
。

藤
村
が
自
費
出
版
し
た
「
破
戒
」
（『

緑
蔭
叢
書
第
壱

�』、
明

39
�
3）

で
は
、

�

懺
悔

�

と
い
う
語
は
、
猪
子
廉
太
郎
の
著
書
『
懺
悔
録
』
に
代
表
さ
れ
る
。「

我
は
穢
多
な
り
」、

つ
ま
り
穢
多
で
あ
る
と
い
う
我
が
身
の
素
性
を
社
会
に
包
み
隠
さ
ず
打
ち
明
け
る
と
い

う
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
己
が
罪
」
で
、
環
が

過
去
に
お
け
る

我
が

過
ち
を
打

ち
明
け
る
と
い
う
の
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
環
の

�罪

�も
虔
三
と
、
彼
に
荷

担
し
た
教
師
大
木
小
枝
子
に
謀
ら
れ
た
ゆ
え
の
、
理
不
尽
な
運
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る

か
ら

重
な
る

部
分
は
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
「

破
戒
」
で
は
打
ち
明
け
、
詫

（12）



び
る
相
手
が
「
社
会
」
と
広
く
、
父
の
堅
い
戒
め
も
あ
る
た
め
、

�懺
悔

�と
い
う
よ

り
は
、
ま
ず
は

�告
白

�と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
、

�懺
悔

�の
用
例
は
少
な

い
。

�告白

�と
い
う
語
が
一

�の
中
心
を
貫
い
て
い
る
。

で
は
、
藤
村
ら
は
ど
こ
で
、
こ
の
わ
が
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
打
ち
明
け
る
と
い
う

�懺 ざ
ん悔 げ

�に
出
会
っ
た
の
か
。

藤
村
の
「
年
譜
」

（

�）
を
繰
る
と
、
明
治
二
十
七
年
の
項
に
「
夏
、
ル
ソ
オ
の
「
告
白
」、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
罪
と
罰
」
を
読
む
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
池
健
男
氏
『
藤

村
と
ル
ソ
ー
』

（

�）
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
七
年
の
「
夏
の
こ
ろ
、
満
年
齢
で
二
十
二
歳

（
数
え
年
で
二
十
三
歳
）
の
と
き
、
藤
村
は
ル
ソ
ー
の
『
告
白
』
（
当
時
の
言
い
方
で
は
『
懺

悔
』
）
を
「
ど
う
か
し
て
手
に
入
れ
た
い
と
思
つ
て
」
、
知
人
の
村
山
鳥
逕
を
通
じ
て
英

訳
本
を
借
り
て
読
」
み
、
「
き
わ
め
て
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
す
ぐ
に

文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
は
」
せ
ず
、
十
数
年
を
経
て
「
明
治
四
十
二
年
五
月
一
日
発
行

の
文
芸
誌
「
秀
才
文
壇
」
に
、
追
憶
の
形
で
一
文
を
寄
稿
し
た
」
の
が
「
ル
ウ
ソ
オ
の

『
懺
悔
』
中
に
見
出
し
た
る
自
己
」
で
あ
る
。

こ
の
「
告
白
」
は
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク

�ル
ソ
ー
の
人
生
の
告
白
録
（
原
題

L
es

C
on

fession
s）
で
あ
る
。
日
本
初
訳
は
森

�外
に
よ
る
「
懺
悔
記
」
で
、
明
治
二
十
四

年
三
月
十
八
日
～
五
月
一
日
ま
で
「
立
憲
自
由
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
、
さ
ら
に
雑
誌

「
城
南
評
論
」
第
一
巻
二
号
（
明

25
�
4）、

お
よ
び
第
一
巻
七
号
（
明

25
�
9）

に
そ
の

一
部
が
掲
載
さ
れ
た
。

�外
は
独
訳
版

B
ek

en
n
tn

isse
を
用
い
、
全
訳
で
は
な
く
抄

訳
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
訳
者
注
も
挟
ん
で
い
る
。

藤
村
が
読
ん
だ
の
は
英
訳
本
で
あ
る
が
、
先
の
小
池
氏
の
文
章
に
「
『
告
白
』
（
当
時

の
言
い
方
で
は
『
懺
悔
』
）」
と
あ
る
よ
う
に
、

�懺
悔

�の
語
で
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、

お
そ
ら
く

�外
訳
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の

�外
訳
で
い

か
に

�懺悔

�が
語
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
い
。

�外
訳
「
懺
悔
記
」

（

�）
は
、
冒
頭
「
千
七
百
十
二
年
よ
り
千
七
百
十
九
年
に
至
る
。
」

を
「
余
が
思
ひ
起
す
所
は
、
比
類
な
き
事
業
な
り
。
後
の
世
に
も
こ
れ
を
模
倣
す
る
も

の
あ
る
べ
か
ら
ず
。
余
は
一
個
の
人
物
に
就
て
、
悉
く
そ
の
天 て
ん然 ぜ
んの
真
を
写
し
て
世
に

示
さ
ん
と
す
、
而
し
て
こ
の
人
物
は
余
な
り
」
と
い
う
一
文
で
始
め
、
さ
ら
に
そ
の

「
天
然
の
真
を
写
」
す
と
い
う
自
己
表
白
を
、「
懺
悔
」
と
い
う
語
で
訳
し
て
い
る
。

余
は
記
憶
の
至
ら
ん
限
り
、
真
な
り
と
思
ひ
得
る
こ
と
を
こ
そ
権 か
り

に
真
と
は
定
め
た
れ
、

一
た
び
も
分
明
に
真
な
ら
ず
と
知
れ
る
事
を
真
な
り
と
は
言
は
ざ
り
き
、
余
が
卑 ひ

俚 り

に
し

て
厭
ふ
べ
か
り
し
時
の
こ
と
を
ば
、
其
儘
に
卑
俚
に
、
余
が
善
良
、
寛
大
、
慈
愛
な
り
し

時
の
事
を
ば
、
其
儘
に
善
良
、
寛
大
、
慈
愛
に
描
き
出
し
ゝ
こ
と
な
れ
ば

神
よ
、
余
は

我

衷
心
を

汝
が

鑑
み
た
る
が

如
く
に
表
白
せ
し
と
い
ふ
こ
と
を
得
べ
し
。
余
と
世
を

同
う
せ

る
億

兆
の

民
よ
、

我
身

辺
に

集
ひ

来
て

我
懺
悔
を
聞
き
、

我
短 た
ん

の
為
め
に
は

	息
し
、

我

辱
の

為
め
に
は

赧
顔
せ
よ
。

既
に
聞
き

畢
ら
ば

各
々

玉
座
の

下
に

跪
き
、
余
と

同
じ
く

平

心
易
気
に
て
心
腸
を
吐
露
せ
よ
。

そ
の
後
、

�外
訳
で
は
、
ル
ソ
ー
自
身
の
特
異
な
性
愛
の
嗜
好
を
綴
り
、
あ
る
不
具

の
女
性
の
心
を
傷
つ
け
た
体
験
を
告
白
す
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
後
ろ
め
た
い
こ
と
も
す
べ
て
打
ち
明
け
る
こ
と
で
自
分
を
見
つ
め
直
す

姿
勢
＝

�懺悔

�が
藤
村
ら
当
時
の
若
い
作
家
達
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
や
が

て
一
世
を
風
靡
す
る
自
然
主
義
の
一
つ
の
形
を
な
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
、

仏
教
語

�懺 さ
ん

悔 げ

�と
は

異
な
る

�懺 ざ
ん

悔 げ

�が
、
「
己
が
罪
」
に
お
け
る

�懺
悔

ざ
ん
げ

�の
底

流
を
な
し
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。
幽
芳
が
ル
ソ
ー
の
「
懺
悔
記
」
を
読
ん
だ
か
否

か
は
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
透
谷

�藤
村
ら
が
「
女
学
雑
誌
」
に
寄
っ
て
い
た
作
家

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
先
に
引
い
た
年
譜
の
「
巖
本
善
治
の
『
女
学
雑
誌
』
を

愛
読
」
と
い
う
記
事
は
、
そ
の
影
響
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
�懺

悔

�を
す
る
作
品
は
、
「
己
が
罪
」
の
後
に
も
続
い
た
。
「
己
が
罪
」
の
空
前
の

大
好
評
に
後
押
し
さ
れ
て
、
先
に
挙
げ
た
中
村
春
雨
「
無
花
果
」
、
さ
ら
に
は
幽
芳

「
乳
姉
妹
」
で
も

�懺
悔

�や
秘
密
の
告
白
と
い
う
設
定
が
受
け
継
が
れ
て
成
功
し
、

家
庭
小
説
に
お
け
る
作
風
の
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
己
が
罪
」
は
そ
の
通
俗
性
ゆ
え
に
芸
術
性
を
問
う
文
壇

か
ら
は
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
家
庭
小
説
そ
の
も
の
が
文
学
史
に

お
い
て
別
系
統
の
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
「
己
が
罪
」
は
二
つ
の
点
で
今
少
し
高
い
評
価
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

一
つ
は
、

�懺
悔

ざ
ん
げ

�と
い
う
語
を
積
極
的
に
小
説
の
中
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
、
し
か

も
、
男
性
で
は
な
く
、
女
性
に
そ
の
語
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。
時
代
の
先
端
を
い
く

自
己
表
白
の
言
葉

�懺悔
ざ
ん
げ

�を
、
知
識
人
の
み
な
ら
ず
女
性
の
世
界
に
開
い
て
見
せ
た

功
績
は
大
き
か
ろ
う
。
用
法
自
体
は
ル
ソ
ー
に
見
る
自
己
表
白
で
は
な
く
、
必
要
に
迫

ら
れ
て
の
謝
罪
の
意
味
を
含
む
仏
教
語
的
な
も
の
で
も
あ
る
が
、

�懺
悔

�に
よ
っ
て

過
去
を
清
算
し
、
前
向
き
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
一
道
の
光
明
」

（
�）

を

示
し
た
こ
と
、
女
性
が
献
身
的
な
愛
の
力
で
夫
婦

�家
庭
の
平
穏
を
勝
ち
取
っ
た
こ
と
、

�懺
悔

�の
で
き
る
家
庭
の
大
切
さ
や
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
よ
る
愛
の
世
界
を
提
示
し

た
こ
と
な
ど
、
新
た
な
境
地
を
伝
え
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
自
然
主
義
文
学
へ
の
橋
渡
し
で
あ
る
。
日
本
の
自
然
主
義
が

自
己
告
白
を
そ
の
作
風
の
主
流
と
し
て
い
っ
た
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
時
代
の
必
然
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
自
然
主
義
流
行
の
直
前
、
さ
ら
に
は
そ
の
初
期
に
、
家
庭
小
説
に

お
け
る

�懺
悔

�、
秘
密
の
告
白
が
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
た
こ
と
が
全
く
無
関
係
で

あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
己
が
罪
」
に
お
け
る

�懺
悔

�と
い
う
語
は
、
新
聞
小
説
の
読
者
を
無
理
な
く
新

た
な
境
地
に
誘
う
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
時
代
の
流
れ
を
先
取
り
し
、
結
果
的
に

は
橋
渡
し
を
す
る
と
い
う
、
二
重
の
戦
略
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

注（

1）
第

4巻
、「
家
庭
小
説
」
の
項
（
昭

52
�
11
�
18、

講
談
社
）。

（

2）
人
名

�事
項

�、「
家
庭
小
説
」
の
項
（
平

6
�
6
�
20、

明
治
書
院
）。

（

3）
第
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（
昭

9
�
12
�
5、

中
央
公
論
社
）。

（

4）
「「
家
庭
小
説
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読
む
こ
と
の
帝
国

�

『
己
が
罪
』
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い
う
問
題
領
域
」（『
メ
デ
ィ

ア
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象

�イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
明
治
三
十
年
代
の
文
化
研
究
』
平

9
�
5
�
30、

小
沢

書
店
）。

（

5）
昭

57
�
2
�
28、

冨
山
房
。

（

6）
第

2巻
（
昭

59
�
3
�
10、

角
川
書
店
）。

（

7）
第

6巻
（
平

13
�
6
�
20、

小
学
館
）。

（

8）
「
『

破
戒
』
の
告
白

�

菊
池
幽
芳
の
『
己
が
罪
』
と

比
較
し
な
が
ら

�

」
（

安
田
女

子
大
学
日
本
文
学
会
「
国
語
国
文
論
集
」

32号
、
平

14
�
1）。

（

9）
「
秘
密
の
中
心
と
し
て
の

�血統

�『
己
が
罪
』『
乳
姉
妹
』」（「

国
文
学
」

42
�
12号

、

平

9
�
10）。

（

10）
第

93巻
家
庭
小
説
集
（
昭

44
�
6
�
25、

筑
摩
書
房
）。

（
11）

初
出
「
大
阪
毎
日
新
聞
」（
明

36
�
8
�
24～

12
�
26）、

の
ち
に
前

�（
明

37
�
1）、

後

�（
明

37
�
4）

と
分
け
て
春
陽
堂
か
ら
刊
行
。

（

12）
『
明
治
文
学
全

集
』
第

93巻
明
治
家
庭
小
説

集
（
昭

44
�
6
�
25、

筑
摩
書

房
）
に

所
収
。

（

13）
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
第

34
�

歴
史

�家
庭
小
説
集
（
昭

3
�
6
�
1、

改
造
社
）。

（14）



（

14）
『
紅
葉
全
集
』
第

7巻
（
平

5
�
4
�
21、

岩
波
書
店
）。

（
15）

初
出
「
中
央
公
論
」
（
昭

6
�
4～

12）
、
の
ち
に
『
現
代
日
本
思
想
大
系
』
第

13巻

文
学
の
思
想
（
昭

40
�
3
�
30、

筑
摩
書
房
）
に
所
収
。

（

16）
『
筑
摩
現
代
文
学
大
系
』
第

9巻
島
崎
藤
村
集
二

�（
昭

52
�
6
�
15、

筑
摩
書
房
）

に
所
収
。

（

17）
平

18
�
10
�
1、

双
文
社
出
版
。
な
お
、
小
池
氏
は
そ
の
英
訳
本
の
持
ち
主
が
「
村
山

の
義
兄
で
後
に
学
習
院
の
教
授
に
な
っ
た
石
川
角
次
郎
」
で
「
ア
メ
リ
カ
か
ら
持
ち
帰

っ
た
書
籍
の
中
に
『
懺
悔
』
が
あ
っ
た
と
藤
村
は
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と

は
言
っ
て
い
な
い
」
た
め
、
ど
の
英
訳
本
か
は
不
明
と
付
け
加
え
て
い
る
。

（

18）
『

�外
全
集
』
第

2巻
（
昭

46
�
12
�
22、

岩
波
書
店
）
に
所
収
。

（

19）
環
は
、
離
縁
を
免
れ
た
こ
と
に
加
え
、
「
か
の
懺
悔
に
年
頃
の
重
荷
を
下
し
得
た
る
と

に
て
心
の
苦
痛
は
い
ふ
ば
か
り
な
く
和
げ
ら
れ
た
る
」（
後

57）
と
い
う
状
況
に
な
る
。

そ
し
て
篤
志
看
護
婦
に
な
っ
て
、
罪
を
償
う
と
い
う
目
標
が
立
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
隆

弘
と
は
別
に
自
身
も
「
一
道
の
光
明
を
認
め
て
、
少
か
ら
ぬ
慰
安
を
得
」
（
後

59）
る

の
で
あ
る
。

・
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、『
大
悲
劇
名
作
全
集
』
第
三
巻
「
己
が
罪
」（
昭

9
�
12
�
5、

中
央
公
論
社
）
を
用
い
た
。

・
な
お
引
用
に
あ
た
り
、
テ
キ
ス
ト
も
含
め
、
す
べ
て
の
文
献
に
つ
い
て
、
便
宜
上
漢

字
は
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

（
ふ
え
き
み
か

日
本
語
日
本
文
学
科
准
教
授

�近
代
文
化
研
究
所
所
員
准
教
授
）

（15）


