
２
０
２
３
年
『
沙
石
集
』
現
代
語
訳 

次
の
文
章
は
『
沙 し

ゃ

石
集

せ
き
し
ゅ
う

』
の
一
話
「
耳
売
り
た
る
事
」
で
あ
る
。 

こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。 

南
都
に
、
あ
る
寺
の
僧
、
耳
の
び
く
厚
き
を
、
あ
る
貧 ひ

ん 

な
る
僧
あ
り
て
、
「
ア

た
べ
。
御
坊

ご

ぼ

う

の
耳
買
は
ん
」
と
云 い

ふ
。

「
と
く
買
ひ
給
へ
」
と
云
ふ
。
「
い
か
ほ
ど
に
買
ひ
給
は

ん
」
と
云
ふ
。
「
五
百
文 も

ん

に
買
は
ん
」
と
云
ふ
。
「
さ
ら

ば
」
と
て
、
銭 ぜ

に

を
取
り
て
売
り
つ
。 

そ
の
後 の

ち

、
京
へ
上 の

ぼ

り
て
、
相
者

さ
う
じ
ゃ

の
も
と
に
、
耳
売
り
た
る
僧

と
同
じ
く
行
く
。
相
し
て
云
は
く
、
「
福
分

ふ
く
ぶ
ん

お
は
し
ま
さ

ず
」
と
云
ふ
時
に
、
耳
買
ひ
た
る
僧
の
云
は
く
、
「
あ
の
御

坊
の
耳
、
そ
の
代 だ

い

銭 せ
ん

か
く
の
ご
と
き
数
に
て
買
ひ

候
さ
う
ら

ふ
」
と

云
ふ
。
「
さ
て
は
御
耳
に
し
て
、
明
年
の
春
の
こ
ろ
よ
り
、

御
福
分
か
な
ひ
て
、
御
心
安
か
ら
ん
」
と
相
す
。 

奈
良
に
（
お
い
て
）
、
あ
る
寺
の
僧
が
、 

 
 

 

耳
た
ぶ
が
厚
い
の
に
対
し
て
、 

 
 

 
 

（
別
の
）
あ
る
貧
し
い

僧
が
い
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
く
だ
さ
い
。 

 
 

貴
坊
の
耳
（
た
ぶ
）
を
買
お
う
」
と
言
う
。 

（
耳
た
ぶ
が
厚
い
僧
が
）
「
す
ぐ
に
買
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
。
（
さ
ら
に
）
「
ど
の
く
ら
い
（
の
価
格
）
で
買
い
な
さ
い

ま
す
か
」
と
言
う
。
（
耳
た
ぶ
を
買
い
た
が
っ
て
い
る
僧
が
）
「
五
百
文
で
買
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
。
（
耳
た
ぶ
が
厚
い
僧

が
）
「
そ
れ
な
ら
ば
（
良
い
だ
ろ
う
）
」
と
言
っ
て
、
金
銭
を
受
け
取
っ
て
売
っ
て
し
ま
っ
た
。 

そ
の
後
、 

 
 

 

京
都
へ
行
っ
て
、 

 
 

 
 

 

人
相
見
の
と
こ
ろ
に
、 
 

 
 

 

耳
を
売
っ
た
僧
と
一
緒
に 

（
耳
を
買
っ
た
僧
が
）
行
く
。
人
相
見
が
（
耳
を
買
っ
た
僧
の
）
人
相
を
占
っ
て
、
「
幸
運
（
な
人
相
）
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

と
言
う
と
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

耳
を
買
っ
た
僧
が
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
あ
の
（
福
耳
の
）
御
坊

の
耳
を
、 

 
 

 

代
金
い
く
ら
い
く
ら
で
買
い
ま
し
た
」
と
言
う
。 

「
そ
れ
な
ら
ば
、
御
耳
の
お
か
げ
で
、 

 
 

 
 

来
年
の
春
ご
ろ
か
ら
、 

幸
運
に
恵
ま
れ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

御
心
穏
や
か
で
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
占
う
。 



さ
て
、
耳
売
り
た
る
僧
を
ば
、
「
イ

耳
ば
か
り
こ
そ
福
相
お
は

す
れ
、
そ
の
外 ほ

か

は
見
え
ず
」
と
云
ふ
。
か
の
僧
、
当
時
ま
で

世
間

せ

け

ん

不
階

ふ

か

い

の
人
な
り
。
「
か
く
耳
売
る
事
も
あ
れ
ば
、
貧
窮

ひ
ん
ぐ
う

を
売
る
こ
と
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
思
ひ
、
南
都
を
立
ち
出
で

て
、

東
あ
ず
ま

の
方
に
住
み
侍 は

べ

り
け
る
が
、
学

生

が
く
し
や
う

に
て
、
説
法 

な
ど
も
す
る
僧
な
り
。 

 

あ
る
上

人

し
や
う
に
ん

の
云
は
く
、
「
老
僧
を
仏
事
に

請
し
や
う

ず
る
事 

あ
り
。
身
老
い
て
道
遠
し
。
ウ

予
に
代
は
り
て
、
赴
き
給
へ 

か
し
。
た
だ
し
三
日

み

つ

か

路 ぢ

な
り
。
想
像
す
る
に
、
施
物

せ

も

つ

十
五
貫 か

ん

文 も
ん

に
は
過
ぐ
べ
か
ら
ず
。
ま
た
こ
れ
よ
り
一
日

ひ

と

ひ

路 ぢ

な
る
所

に
、
あ
る
神
主
の
有
徳

う

と

く

な
る
が
、
七
日
逆

修

ぎ
や
く
し
ゆ

を
す
る
事 

あ
り
。
こ
れ
も
予
を
招

請

せ
う
し
や
う

す
と
い
へ
ど
も
行
か
ん
こ
と
を 

欲
せ
ず
。
こ
れ
は
、
一
日
に
無
下

む

げ

な
ら
ば
五
貫
、
よ
う
せ
ば 

と
こ
ろ
が
、 

耳
を
売
っ
た
僧
（
の
人
相
）
に
つ
い
て
は
、 

 
 

「
耳
だ
け
は
幸
運
な
相
が
お
あ
り
だ
け
れ
ど
も
、 

そ
の
他
は
（
吉
相
は
）
見
当
た
ら
な
い
」
と
言
う
。 

そ
の
（
耳
を
売
っ
た
）
僧
は
、 

今
現
在
ま
で
、 

暮
ら
し
向
き
が
よ
く
な
い
人
で
あ
る
。 

 
 

 

「
こ
の
よ
う
に
耳
を
売
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、 

 
 

 
 

貧
乏
を 

売
る
（
＝
手
放
す
）
こ
と
も
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
」
と
思
い
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
を
立
ち
去
っ
て
、 

東
国
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学
識
を
持
っ
た
僧
で
、 

 
 

説
法 

な
ど
も
す
る
僧
で
あ
る
。 

あ
る
高
僧
が
（
こ
の
耳
を
売
っ
た
僧
に
）
言
う
に
は 

「
老
い
た
私
を 

仏
事
に 

 
 

 

招
待
し
て
い
る
用
事
が 

あ
る
。
（
私
は
）
年
老
い
て
い
る
し
、
道
の
り
が
遠
い
。 

 

私
に
代
わ
っ
て
、 
 

 
 

 
 

 
 

出
向
い
て
く
だ
さ
い

よ
。 

 
 

 

た
だ
し
、 

 

三
日
か
か
る
道
の
り
だ
。 

 
 

予
想
で
は
、 

 
 

 
 

 
 

布
施
は
十
五
貫
を 

超
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

ま
た
（
別
件
で
）
こ
こ
か
ら 

一
日
の
道
の
り
の
場
所
に
、 

あ
る
金
持
ち
の
神
主
が
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
日
間
に
わ
た
っ
て
逆
修
（
＝
生
前
に
死
後
の
冥
福
を

祈
る
仏
事
）
を
す
る
仕
事
が
あ
る
。
こ
れ
も
私
を
招
待
す
る
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
行
こ
う
と
い
う
気
に
な
ら
な
い
。 

こ
ち
ら
は
、 

 
 

 

一
日
あ
た
り
に
最
悪
五
貫
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

う
ま
く
す
る
と 



十
貫
づ
つ
は
せ
ん
ず
ら
ん
。
公 こ

う

、
い
づ
れ
に
行
き
給
は
ん｣

と

云
ふ
。
か
の
僧
、
「
仰 お

ほ

す
ま
で
も
な
し
。
遠
路
を
凌 し

の

ぎ
て
、

十
五
貫
文
な
ど
取
り
候
は
ん
よ
り
、
一
日
路
行
き
て
七
十
貫

こ
そ
取
り
候
は
め
」
と
云
ふ
。
「
し
か
ら
ば
」
と
て
、
一
所

へ
は
別
人

べ
つ
に
ん

を
し
て
行
か
し
む
。
神
主
の
も
と
へ
は
こ
の
僧 

行
き
け
り
。 

 

既
に
海
を
渡
り
て
、
そ
の

処
と
こ
ろ

に
至
り
ぬ
。
神
主
は

齢
よ
は
ひ 

八 は
ち

旬
じ
ゆ
ん

に
及
び
て
、
病
床
に
臥 ふ

し
た
り
。
子
息
申
し
け
る
は
、

「
老
体
の
上
、
不
例

ふ

れ

い

日
久
し
く
し
て
、
安
泰
頼
み
難
く
候
へ

ど
も
、
も
し
や
と
、
先 ま

づ
祈
濤

き

た

う

に
、
真
読

し
ん
ど
く

の
大
般
若

だ
い
は
ん
に
や

あ
り 

た
く
候
ふ
」
と
申
す
。
「
ま
た
、
逆
修
は
、
い
か
さ
ま
用
意

仕
つ
か
ま
つ

り
候
ひ
て
、
や
が
て
ひ
き
つ
ぎ
仕
り
候
は
ん
」
と
云

ふ
。
こ
の
僧
思
ふ
や
う
、
「
先
づ
、
大
般
若
の
布
施

ふ

せ

取
る 

十
貫
ず
つ
は
く
れ
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

き
み
は
、 

ど
ち
ら
に
行
き
な
さ
る
か
」
と 

聞
く
。 

 

そ
の
（
耳
を
売
っ
た
）
僧
は
「
お
聞
き
に
な
る
ま
で
も
な
い
。 

 
 

 

遠
路
を
耐
え
忍
ん
で
、 

十
五
貫
文
ほ
ど
を 

 
 

 
 

取
得
す
る
よ
う
な
の
よ
り
、 

 
 

 
 

 

一
日
の
道
の
り
を
行
っ
て 

 
 

七
十
貫
を 

取
得
し
ま
し
ょ
う
」 

 
 

 

と
答
え
る
。
（
高
僧
は
）
「
そ
れ
な
ら
ば
」
と
言
っ
て
、 

 
 

 
 

も
う
一
か
所

へ
は
他
の
僧
に
行
か
せ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
神
主
の
所
へ
は
、
こ
の
僧
が 

行
っ
た
。 

既
に
海
を
渡
っ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
（
神
主
の
）
場
所
に
到
着
し
た
。 

 
 

神
主
は
年
齢
が 

八
十
歳
に
達
し
て
、 

 
 

 
 

 
 

病
で
臥
せ
っ
て
い
る
。 

 
 

 

（
そ
の
神
主
の
）
息
子
が
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
、

「
（
父
は
）
老
体
に
加
え
て
、
病
気
で
あ
る
月
日
が
長
く
て
、 

 
 

 
 

 
 

回
復
は
期
待
し
難
い
で
す 

け
れ
ど
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
（
回
復
す
る
の
で
は
）
と
（
期
待
し
て
）
、
ま
ず
は
祈
禱
と
し
て
『
大
般
若
経
』
の
真
読
（
＝

省
略
せ
ず
に
読
誦
す
る
こ
と
）
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
う
。
「
ま
た
、
逆
修
は
ぜ
ひ
と
も
（
私
た
ち
の
方
で
）
準
備
い
た
し

ま
し
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の
ま
ま
（
祈
禱
に
）
続
い
て
、 

 

致
し
ま
す
」
と
言
う
。 

 
 

 
 

こ
の
僧
が
思
う
こ
と
に
は 

 
 

 
 

 
 

「
ま
ず
、
大
般
若
経
の
（
分
の
）
布
施
を
も
ら
お
う
。 



べ
し
。
ま
た
逆
修
の
布
施
は
置
き
物
」
と
思
ひ
て
、
安
き
こ

と
に
て
候
ふ
。
参
る
ほ
ど
に
て
は
、
仰
せ
に
従
ふ
べ
し
。 

エ

何 い
づ

れ
も
得
た
る
事
な
り
。
殊 こ

と

に
祈
禱
は
吾 わ

が
宗
の
秘
法
な

り
。
必
ず
霊
験
あ
る
べ
し
」
と
云
ふ
。 

 

「
さ
て
、
酒
は
き
こ
し
め
す
や
」
と
申
す
。
大
方
は
よ
き

上
戸

じ
や
う
ご

に
て
は
あ
れ
ど
も
、
「
酒
を
愛
す
と
云
ふ
は
、
信
仰

し
ん
が
う 

薄
か
ら
ん
」
と
思
ひ
て
、
「
い
か
に
も

貴
た
つ
と

げ
な
る
体 て

い

な
ら

ん
」
と
思
ひ
て
、
「
オ

一
滴
も
飲
ま
ず
」
と
云
ふ
。
「
し
か
ら

ば
」
と
て
、
温
か
な
る
餅 も

ち

を
勧 す

す

め
け
り
。
よ
り
て
、
大
般
若

経
の
啓

白

け
い
び
や
く

し
て
、
か
の
餅
を
食
は
し
め
て
、
「
こ
れ
は 

大
般
若
の
法
味

ほ

ふ

み

、
不
死
の
薬
に
て
候
ふ
」
と
て
、
病

者

び
や
う
じ
や

に 

与
へ
け
り
。
病
者
貴
く
思
ひ
て
、
臥 ふ

し
な
が
ら
合

掌

が
つ
し
や
う

し
て
、

三
宝

さ
ん
ぼ
う

諸
天

し
よ
て
ん

の
御
恵
み
と
信
じ
て
、
一
口
に
食
ひ
け
る
ほ
ど

ま
た
、 

逆
修
の
布
施
は
手
に
入
っ
た
も
同
然
だ
」 

 
 

 
 

と
思
っ
て
、 

 
 

 
 

「
お
安
い
御
用
で

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

参
上
し
た
か
ら
に
は
、 

 
 

 
 

 
 

 

仰
る
通
り
に
し
ま
す
。
（ 

大
般
若
経
の
真
読
も

逆
修
も
）
ど
ち
ら
も
（
私
の
）
得
意
な
こ
と
で
す
。 

 

特
に
祈
禱
は
私
の
宗
派
の
秘
宝
で
あ
る
。 

必
ず
霊
験
が
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
う
。 

「
と
こ
ろ
で
、
（
お
坊
様
は
）
お
酒
は
召
し
あ
が
り
ま
す
か
」
と
聞
く
。 

 
 

 
 

 
 

お
よ
そ
酒
好
き
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
酒
が
好
き
だ
と
言
う
と
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

信
仰
心
が 

薄
い
だ
ろ
う
」 

 
 

 

と
思
っ
て
、 

 
 

 
 

 

「
い
か
に
も
尊
そ
う
な
僧
の
風
格
で
い
よ
う
」 

と
思
っ
て
、 

 
 

 
 

 

「
一
滴
も
飲
ま
な
い
」
と
答
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
「
そ
れ
な
ら
ば
」 

と
言
っ
て
、
（
神
主
の
家
族
は
）
温
か
な
餅
を
勧
め
た
。 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
で
、
（
僧
は
）
大
般
若
経
の
啓
白

（
＝
趣
旨
や
願
意
を
仏
に
申
し
上
げ
る
こ
と
）
を
し
て
、
そ
の
餅
を
（
神
主
に
）
食
べ
さ
せ
て
、
「
こ
れ
は 

大
般
若
経
の
法
味
、 

 
 

 
 

 

不
死
の
薬
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

 
 

 
 

 
 

 

と
言
っ
て
、 

 

病
人
に 

与
え
た
。 

 
 

 
 

 

病
人
は
尊
く
思
っ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

横
た
わ
っ
た
ま
ま 

 
 

 

合
掌
し
て
、 

三
宝
諸
天
の
御
恵
み
だ
と
信
じ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
口
食
べ
た
と
こ
ろ
で
、 



に
、
日
ご
ろ
不
食

ふ

じ

き

の
故
、
疲
れ
た
る
気 け

に
て
、
食
ひ
損
じ

て
、
む
せ
け
り
。
女
房
、
子
供
、
抱
く
て
、
と
か
く
し
け
れ

ど
も
、
か
な
は
ず
し
て
、
息
絶
え
に
け
れ
ば
、
カ

中
々
と
か
く

申
す
ば
か
り
な
く
し
て
、
「
孝
養

け
う
や
う

の
時
こ
そ
、
案
内

あ

な

い

を
申
さ

め
」
と
て
返
し
け
り
。 

 

帰
る
路 み

ち

に
て
、
風
波
荒
く
し
て
、
浪
を
凌 し

の

ぎ
、
や
う
や
う

命
助
か
り
、
衣
裳

い
し
や
う

以
下

い

げ

損
失
す
。
ま
た
今
一
所
の
経
営
は
、

布
施
、
巨
多

こ

た

な
り
け
る
。
こ
れ
も
、
耳
の
福
売
り
た
る

効
し
る
し

か

と
覚
え
た
り
。
万
事
齟
齬

そ

ご

す
る
上
、
キ

心
も
卑
し
く
な
り
に 

け
り
。 

   

こ
こ
数
日
間
、
何
も
食
べ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
噛
み
疲
れ
た
様
子
で
、 

 
 

 
 

う
ま
く
食
べ
ら
れ
ず
、 

む
せ
た
。 

 
 

 
 

 

女
房
と
子
供
が
（
神
主
を
）
抱
き
か
か
え
て
、 

 
 

あ
れ
こ
れ
し
た 

け
れ
ど
も
、 

思
い
通
り
に
な
ら
ず
、 

 
 

 
 

 

死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、 

 
 

 
 

 
 

 

か
え
っ
て
あ
れ
こ
れ
と

申
す
こ
と
も
な
く
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
亡
き
親
の
追
善
供
養
の
時
に
、 

 
 

ご
連
絡
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ

う
」
と
言
っ
て
、
（
僧
を
）
帰
し
た
。 

（
僧
は
）
帰
る
道
で
は
、 

 
 

波
風
が
荒
く
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

波
を
乗
り
越
え
て
、 

 
 

な
ん
と
か 

命
か
ら
が
ら
で
、 

 
 

衣
装
を
始
め
と
し
て
全
て
だ
め
に
な
っ
た
。
（
耳
を
売
っ
た
僧
が
選
ら
ば
な
か
っ
た
）
も
う
一
か
所

の
法
事
で
は
、
布
施
を
莫
大
だ
っ
た
。 

 
 

 
 

 

こ
れ
も
、 

 
 

 

福
耳
の
幸
運
を
売
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
か 

と
思
わ
れ
た
。 

 
 

 
 

 

全
て
に
お
い
て
意
図
し
た
と
お
り
に
な
ら
な
い
（
で
不
運
な
）
上
に
、
心
も
卑
劣
に
な
っ
て 

し
ま
っ
た
。 


