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最
近
、
日
本
霊
異
記
の
研
究
は
や
や
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
が
本
格
的
な
研
究

が
出
揃
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
の
分
野
で
は
、
霊
異
記
説
話
の
後

世
へ
の
引
用
、
踏
襲
に
つ
い
て
は
広
く
調
査
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
説
話
が

ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
定
着
し
た
か
は
充

分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
は
「
道
場
法
師
伝
』
と
『
行
基
年
譜
』
を
手

が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
ら
と
霊
異
記
の
当
該
説
話
と
を
比
較
し
、
霊
異
記
の
説

話
が
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
か
を
考
察
し
た

い
。
ま
た
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
可
能
な
範
囲
で
他
の
説
話
に
も
援
用
し
、

編
者
と
し
て
の
景
戒
の
立
場
に
多
少
な
り
と
も
言
及
し
て
み
た
い
と
田
い
う
。

目

『
道
場
法
師
伝
』
は
群
書
類
従
と
本
軸
文
粋
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
棚

　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

文
粋
に
よ
れ
ぱ
作
者
は
都
良
香
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ほ
ぽ
同
じ
よ
う
な
話
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
か
し
ぴ

霊
異
記
上
巻
の
三
話
「
雷
の
憲
を
得
て
生
ま
し
む
る
子
、
強
き
力
あ
る
縁
」
に

も
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｄ

は
「
雷
神
信
仰
の
変
遷
」
の
冒
頭
で
、
　
「
都
良
香
の
道
場
法
師
伝
は
、
単
に
日

本
霊
異
記
の
古
文
を
刷
定
し
た
迄
で
あ
っ
て
、
何
等
別
種
の
材
料
を
採
り
入
れ

た
形
跡
が
無
い
」
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
両
者
は
と
も
に
、
…
法
師
の
特
異

な
出
世
や
、
向
の
ち
に
元
興
寺
の
童
子
と
な
っ
て
鬼
退
治
丁
る
こ
と
を
取
扱

い
な
が
ら
、
直
接
の
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
仮
に
霊
異
記
の

成
立
を
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
年
）
と
す
る
と
、
都
良
香
は
八
三
四
年
か
ら
八

七
九
年
ま
で
の
人
で
あ
る
か
ら
、
霊
異
記
の
方
が
先
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
祁
良
香
は
霊
異
竈
に
基
づ
い
た
り
、
あ
る
い
は
参
照
し
た
り
し
て
伝

を
書
い
て
は
い
な
い
。
霊
異
記
は
道
場
法
師
に
関
し
て
、
い
同
の
他
に
、
い
法

師
が
力
あ
る
王
と
力
争
い
を
す
る
、
目
元
興
寺
の
田
に
水
を
引
き
、
得
度
出
家

を
許
さ
れ
る
話
を
載
せ
て
い
る
が
、
　
『
道
場
法
師
伝
」
に
は
な
い
。
ま
た
『
道



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

場
法
師
伝
』
で
は
「
重
子
昇
レ
堂
撞
レ
鐘
。
未
レ
及
二
数
下
－
鬼
来
形
見
。
」
と
か
、

鬼
に
関
し
て
「
鬼
髪
剥
落
。
皮
肉
兼
在
。
」
と
あ
る
が
、
霊
異
記
に
は
こ
れ
ら

に
あ
た
る
べ
き
章
旬
は
な
い
。
特
に
霊
異
記
が
「
明
日
尋
二
彼
鬼
血
一
而
求
往
、

　
　
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
◎
　
Ｏ
　
◎

至
二
於
其
寺
悪
奴
埋
立
衝
三
ム
々
」
の
箇
所
は
、
『
道
場
法
師
伝
』
で
は
「
明
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎

見
二
地
有
ウ
血
。
尋
レ
跡
求
レ
之
。
至
二
寺
辺
栢
上
一
而
止
」
と
あ
る
。
都
良
香
に
い

か
な
る
才
を
認
め
て
も
「
悪
奴
埋
立
衝
」
を
「
寺
辺
栢
上
」
に
冊
定
し
た
と
は

思
え
な
い
。
都
良
香
は
霊
異
記
と
は
別
個
の
資
料
に
よ
っ
て
伝
を
形
成
し
た
の

で
あ
る
。

　
こ
の
別
個
の
資
料
と
は
「
原
道
場
法
師
伝
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ

は
元
興
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
法
師
に
は
き
と
ら
れ

た
鬼
の
頭
髪
は
元
興
寺
の
宝
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
話
は
平
安
京
の
貴
公

子
の
耳
に
も
達
し
て
い
た
ら
し
く
、
藤
原
道
長
の
一
行
も
高
野
山
に
向
う
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

次
、
元
興
寺
に
立
寄
っ
て
そ
の
髪
を
見
て
い
る
。
都
良
香
も
ま
た
こ
の
ユ
ニ
ー

ク
な
話
に
関
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
後
に
も
触
れ
る
が
、
僧
景
戒
は
元
興
寺
と
特
別
な
関
係
に
あ
り
、
霊
異
記
の

中
に
こ
の
寺
に
関
す
る
話
を
十
例
も
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
景
戒
も
良
香
も
元

興
寺
伝
来
の
「
原
道
場
法
師
伝
」
に
触
れ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
法

師
の
伝
や
説
話
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
都
良
香
の
方
が
原
資
料
に

対
し
て
比
較
的
忠
実
で
あ
り
、
霊
異
記
の
方
が
モ
デ
イ
フ
ア
イ
や
説
話
化
が
よ

り
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ぱ
『
道
場
法
師
伝
』
の
「
重
子
年
十
有
鎗
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

甚
有
二
督
力
刊
能
挙
二
方
八
尺
石
一
」
と
い
う
表
現
は
伝
に
通
有
の
書
き
方
で
あ

る
が
、
霊
異
記
の
こ
の
部
分
は
全
く
説
話
に
な
っ
て
い
る
。

　
後
年
、
　
『
扶
桑
略
記
』
は
敏
達
天
皇
の
条
に
道
場
法
師
の
話
を
載
せ
た
。
法

師
が
元
興
寺
の
童
子
と
な
っ
て
鬼
退
治
を
す
る
ま
で
に
関
し
て
は
、
二
三
の
語

句
の
相
違
を
除
い
て
全
く
『
道
場
法
師
伝
』
の
引
用
で
、
し
か
も
そ
の
文
の
終

わ
り
に
「
以
上
本
伝
」
と
細
字
で
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
続
い
て
前
記
白
の

話
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
文
末
に
「
以
上
出
二
霊
異
記
一
」
と
あ
る
こ
と
く
、

終
わ
り
の
方
は
霊
異
記
の
後
半
を
引
用
し
て
話
を
閉
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も

『
道
場
法
師
伝
』
の
方
が
伝
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
『
扶
桑
略

記
』
が
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
水
鏡
』
も
法
師
の
話
を
載
せ
て
い
る

が
そ
れ
は
『
扶
桑
烙
記
』
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
図
示
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
、
こ
の
系
列
の
中
に
霊

異
記
上
巻
三
話
の
性
格
を
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＼
一
霊
異
記
■

　
原
道
場
法
師
伝
　
　
　
　
　
　
　
扶
桑
略
記
－
↓
水
鏡

　
　
　
　
　
　
　
■
道
場
法
師
伝
＼

　
霊
異
記
の
説
話
が
す
べ
て
編
者
景
戒
の
手
に
な
っ
た
と
畦
言
え
な
い
が
、
こ

の
上
巻
三
話
に
は
か
な
り
彼
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
霊

異
記
と
『
道
場
法
師
伝
」
が
類
似
の
こ
と
を
語
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
が
同
一
資
料

に
よ
っ
た
か
ら
で
、
し
か
も
霊
異
記
の
方
が
説
語
化
さ
れ
、
他
に
な
い
伝
承
を

載
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
編
者
の
態
度
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。



つ
ま
リ
景
戒
ぱ
原
資
料
を
忠
実
に
踏
襲
し
た
リ
、
無
批
判
に
引
用
し
た
り
し
て

い
る
の
で
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
に
原
資
料
を
再
構
成
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
説
教
の
台
本
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。

　
　
『
道
場
法
師
伝
」
に
よ
れ
ぱ
、
　
童
子
は
大
力
で
「
能
挙
二
方
八
尺
石
一
投
レ
之

数
丈
。
及
二
其
投
レ
石
作
ｒ
力
。
足
跡
入
レ
地
三
四
許
寸
」
と
あ
り
、
上
巻
三
話
に

も
「
方
八
尺
石
」
　
「
小
子
之
跡
三
寸
践
入
」
と
あ
る
か
ら
、
い
の
石
を
通
し
て

の
怪
力
講
は
粗
略
な
が
ら
も
「
原
述
場
法
師
伝
」
に
は
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
れ
を
も
と
に
し
て
童
子
と
力
あ
る
王
と
の
力
争
い
を
作
り
、
企
体
の
話
に

　
　
む
か
し
ぴ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

「
雷
の
憲
を
得
て
生
ま
し
む
る
子
、
強
き
力
あ
る
縁
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た

の
は
景
戒
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
目
の
話
も
原
資
料
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
が
、
　
「
百
鉄
人
引
石
」
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
元
興
寺
の
口
諦

伝
承
で
あ
っ
た
も
の
が
景
戒
に
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
て
、
本
説
話
の
末
尾
に
加
わ
っ

た
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
　
「
後
の
世
の
人
伝
へ
謂
は
く
、
元
興
寺
の
述
場
法

　
　
　
　
あ
ま
た

師
、
強
き
力
多
あ
り
云
々
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
寺
の
口
謂
伝
承
を
指
す
と
思

わ
れ
る
。

　
霊
異
記
の
本
皿
的
性
格
が
何
で
あ
る
か
は
論
義
が
多
い
が
、
そ
の
序
文
と
説

話
の
内
容
か
ら
み
て
、
奈
良
棚
に
輩
出
し
た
私
度
僧
の
説
教
の
台
本
で
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
説
教
の
閉
き
手
は
地
方
豪
族
や
農
民
で
あ
っ
た
。

当
時
の
私
度
僧
自
体
が
ま
た
地
方
豪
族
や
一
般
農
民
の
中
か
ら
小
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
私
度
僧
に
対
立
し
た
も
の
が
官
寺
の
僧
と
そ
の
擁
護
者

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

の
律
令
官
人
で
あ
る
。
律
令
政
府
の
狙
い
ぱ
一
般
民
衆
を
班
田
農
民
に
と
ど
め

て
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
彼
等
が
勝
手
に
「
私
度
の
沙
弥
」
に
な
る
こ
と

に
き
ぴ
し
い
統
制
を
加
え
た
。
そ
れ
は
霊
異
記
に
律
令
官
人
に
よ
る
私
度
僧
へ

の
加
害
を
語
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
度
こ
と
に
景
戒
は

　
け
さ「

袈
裟
を
着
た
る
類
は
賎
形
な
り
と
も
恐
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
隠
身
の
聖
人
も

そ
の
中
に
交
れ
ぱ
な
り
」
　
（
中
巻
一
）
　
「
自
度
の
師
た
り
と
も
、
な
ほ
忍
の
心

も
て
み
よ
。
身
を
隠
せ
る
聖
人
、
凡
中
に
交
る
が
故
な
り
」
　
（
下
巻
三
十
三
）

と
私
度
僧
の
擁
護
を
叫
ん
で
い
る
。
こ
の
私
度
僧
こ
そ
が
説
教
（
説
語
）
の
語

り
手
で
、
律
令
制
下
の
生
活
に
あ
え
ぐ
民
衆
に
信
仰
の
灯
火
を
与
え
る
も
の
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
私
度
僧
の
擁
護
を
標
樗
し
な
が
ら
も
霊
異
記
は
説
教
集
で
あ

る
。
無
智
な
民
衆
に
仏
の
お
し
え
を
説
く
た
め
に
は
、
現
実
に
娑
婆
に
お
い
て

惹
起
し
た
出
来
班
を
材
料
と
し
て
説
得
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る

か
ら
、
説
教
は
勢
い
世
間
話
と
い
う
形
を
と
り
、
経
典
の
引
用
を
合
む
け
れ

ど
、
話
そ
の
も
の
は
民
衆
を
ひ
き
つ
け
る
奇
異
講
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
　
「
道

場
法
師
伝
」
や
そ
の
原
資
料
が
多
分
に
伝
の
形
を
そ
な
え
た
り
、
寺
の
宝
（
鬼

の
髪
）
の
山
来
を
説
い
た
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、
霊
異
記
は
趣
名
ど
お
り
法

師
の
「
強
き
力
」
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
の
も
、
聞
き
手
で
あ
る
民
衆
の
関
心

が
考
慮
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
霊
異
記
が
仏
教
説
話
集
で
あ
り
な
が
ら

も
、
仏
教
を
は
な
れ
て
奇
異
そ
の
も
の
を
語
る
の
に
終
始
し
て
い
る
例
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
上
巻
一
話
、
上
巻
十
三
話
な
ど
に
は
仏
教
的
色
彩
は
な
く
、
ま
た
上
巻
二

話
、
中
巻
の
四
話
と
二
十
七
話
と
は
道
場
法
師
系
説
話
と
も
言
う
べ
き
一
連
の

も
の
だ
が
、
編
者
は
話
そ
れ
自
体
を
面
白
く
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
特
に
嫁
い

で
子
供
の
い
る
女
が
犬
に
吠
え
ら
れ
、
狐
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
て
歌
を
よ
ん
だ

り
（
上
の
二
）
、
道
場
法
師
の
孫
娘
が
こ
の
狐
の
孫
と
力
く
ら
べ
を
し
た
話
（
中

の
四
）
は
聞
き
手
に
と
っ
て
も
印
象
深
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
霊

異
記
の
説
話
的
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

嘗

　
次
は
『
行
基
年
譜
』
　
（
続
々
群
書
類
従
第
三
）
と
霊
異
記
を
比
較
し
て
み
よ

う
◎
　
『
行
基
年
譜
』
は
安
元
元
年
（
一
一
七
五
年
）
泉
高
父
宿
禰
の
手
に
な
る

も
の
で
、
四
十
九
院
の
建
立
を
中
心
に
他
の
事
項
を
年
代
順
に
記
し
て
い
る

が
、
書
き
方
が
杜
撰
で
、
か
つ
年
時
は
『
続
日
本
紀
』
記
載
の
行
基
の
行
状
と

相
違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
従
来
あ
ま
り
省
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し

そ
の
申
に
霊
異
記
の
説
話
と
類
似
せ
る
も
の
が
二
つ
あ
り
、
ま
た
霊
異
記
自
体

が
行
基
に
関
し
て
七
つ
の
説
話
を
お
さ
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
充
分
考
察
に

価
す
る
。

　
ま
ず
霊
異
記
の
中
で
行
基
が
登
場
し
て
く
る
説
話
は
上
巻
五
、
中
巻
二
、
同

七
、
同
八
、
同
十
二
、
同
二
十
九
、
同
三
十
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
行
基
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

が
一
カ
所
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
上
巻
五
を
除
け
は
、
他
の
す
べ
て
の
説
話

は
『
行
基
年
譜
』
を
通
し
て
う
か
が
わ
れ
る
行
基
活
躍
の
地
を
舞
台
と
し
、
そ

の
他
年
譜
と
関
連
す
る
事
項
が
多
い
。
例
え
ぱ
中
巻
二
話
は
和
泉
国
泉
の
郡
の

大
領
の
話
で
あ
る
が
、
　
『
年
譜
』
に
よ
る
と
、
行
基
は
慶
雲
三
年
当
郡
に
蜂
田

寺
を
建
て
た
り
、
さ
ら
に
池
溝
を
開
発
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
中
巻
七
話
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
　
　
０
　
　
◎

よ
る
と
行
基
は
天
平
二
十
一
年
二
月
二
日
「
法
儀
を
生
馬
山
に
捨
て
」
た
と
あ

　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
◎
◎

る
が
、
『
年
譜
』
も
同
年
同
日
に
菅
原
寺
東
南
院
に
入
寂
し
、
生
馬
山
東
陵
に

葬
送
し
た
と
あ
る
。
故
に
霊
異
記
所
収
の
行
基
説
話
と
『
年
譜
』
の
間
に
何
ら

か
の
関
連
を
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
今
述
べ
た
中
巻
二
話
の
主
人
公
、
泉
の
郡
の
大
領
血
沼
県
主
倭
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

呂
に
つ
い
て
は
、
天
平
九
年
の
「
和
泉
監
正
税
帳
』
に
「
郡
司
少
領
外
従
七
位

下
珍
県
主
倭
麻
呂
」
と
見
え
、
彼
が
当
郡
の
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
倭
麻
呂
が
霊
異
記
に
よ
る
と
、
鳥
の
邪
淫
を
見
て
発
心
し
行
基
に

従
っ
た
が
縁
少
な
く
行
基
よ
り
先
に
死
ん
だ
と
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
説
話
の
背
景
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
ず

天
平
九
年
に
倭
麻
呂
は
少
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
領
に
な
っ
た
の
は

九
年
以
降
で
あ
ろ
う
。
ま
た
行
基
は
天
平
二
十
一
年
に
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
倭
麻

呂
生
存
の
下
限
は
天
平
二
十
一
年
で
あ
る
。
こ
の
約
十
年
の
間
に
倭
麻
呂
は
行

基
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
協
力
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
『
年
譜
』
に
あ
る
次
の
記
事
で
あ
る
。
行



基
は
す
で
に
天
平
六
年
和
泉
国
泉
南
郡
下
池
田
村
に
澄
池
院
（
久
米
田
に
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｃ
甘

を
建
て
た
が
天
平
十
三
年
に
は
和
泉
国
泉
南
那
に
久
米
多
池
、
物
部
田
池
を
つ

く
り
、
同
じ
く
久
米
多
池
淋
、
物
部
田
池
淋
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

大
が
か
り
な
土
木
工
事
の
援
功
を
し
た
者
こ
そ
倭
麻
呂
の
よ
う
な
在
地
の
豪
族

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
彼
は
天
平
十
三
年
頃
に
は
和
泉
郡
の
大
領
に
な
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
某
の
広
範
な
活
動
も
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。
私
は
行
基
と
倭
麻
呂
の
結
託
は
吏
実
と
見
た
い
。
た
だ
史
書

で
な
い
霊
異
記
は
二
人
の
関
係
を
「
説
教
集
」
に
ふ
さ
わ
し
く
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
無
論
行
基
は
倭
麻
呂
の
死
を
悲
し
ん
だ
に
違
い
な
い
が
、
説
話
に
あ

る
よ
う
に
「
鳥
と
い
う
大
を
そ
鳥
の
言
を
の
み
共
に
と
い
ひ
て
先
だ
ち
去
ぬ

る
」
の
歌
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
万
葉
集
巻
十
四
の
「
鴉
と
ふ
大

を
そ
鳥
の
ま
さ
で
に
も
来
ま
さ
ぬ
君
を
児
ろ
来
と
そ
鳴
く
」
　
（
三
五
二
一
番
）

の
東
歌
を
改
作
し
て
附
会
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
巻
の
二
話
を
作
り
、

伝
え
た
者
は
行
基
の
運
動
の
参
加
者
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
両
人
協
力
の
話

が
伝
え
ら
れ
て
行
く
う
ち
に
、
池
液
開
売
の
苦
心
よ
り
も
、
大
領
の
地
位
に
あ

る
者
が
鳥
の
邪
淫
を
見
て
一
念
介
起
し
て
行
某
の
弟
子
に
な
り
、
妻
子
も
そ
れ

に
従
っ
た
と
い
う
点
に
話
の
主
眼
が
お
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
話
者
は
烏
の
こ
と

に
合
わ
せ
て
烏
の
歌
を
東
歌
か
ら
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
の
ち
程
、
こ
の
話
を

キ
ャ
ッ
チ
し
た
の
が
景
戒
で
、
景
戒
は
今
の
形
に
整
理
し
、
歌
の
後
に
さ
ら
に

己
の
見
解
を
付
加
し
た
。
賛
を
合
め
て
こ
の
部
分
は
前
の
話
と
は
か
わ
っ
て
格

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

調
の
あ
る
章
旬
が
並
ん
で
い
る
。

　
次
に
中
巻
の
八
話
と
十
二
話
は
類
似
の
蟹
報
恩
説
話
で
、
行
基
は
そ
こ
で
指

導
者
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
蟹
報
恩
課
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
も

　
　
＠

あ
る
が
、
説
話
に
出
て
く
る
地
名
や
寺
名
は
や
は
り
、
　
『
年
譜
』
に
出
て
く
る

行
基
活
躍
の
地
や
寺
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
巻
八
話
に
で
て
く
る
「
冨
の
尼
寺
」

「
件
馬
山
寺
」
　
「
摂
津
国
兎
原
郡
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
年
譜
』
の
「
隆
福
尼
院

　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ

在
天
和
国
添
下
郡
登
美
村
一
」
　
（
天
平
三
年
）
　
「
生
馬
仙
房
」
　
（
慶
雲
四
年
）

　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
　
　
◎
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ｏ

「
生
馬
草
野
仙
房
」
　
（
和
銅
三
年
）
　
「
船
息
院
　
尼
院
　
以
上
二
院
摂
津
国
兎

◎
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎
　
　
ｏ

原
郡
宇
治
郷
」
　
（
天
平
二
年
）
「
大
輪
田
船
息
在
二
摂
津
国
兎
原
郡
宇
治
一
」
（
天

平
十
三
年
）
に
照
応
し
て
い
る
。

　
ま
た
中
巻
十
二
話
で
は
説
話
の
舞
台
は
山
城
国
紀
伊
郡
の
部
内
に
な
っ
て
い

る
が
、
こ
こ
も
行
基
と
関
係
深
く
、
天
平
十
二
年
に
紀
伊
郡
石
井
村
に
布
施

院
、
尼
院
を
建
立
す
る
な
ど
そ
の
活
動
は
山
城
全
土
に
及
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ

が
注
意
す
べ
き
は
こ
の
十
二
話
に
あ
る
「
時
に
行
某
大
徳
紀
伊
郡
の
深
長
寺
に

あ
り
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
従
来
こ
の
「
深
長
寺
」
は
「
じ
ん
ち
ゃ
う
寺
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

と
よ
ま
れ
、
板
橋
倫
行
氏
は
広
隆
寺
の
末
寺
の
法
長
寺
に
比
定
し
て
い
る
。

だ
が
そ
の
考
察
の
資
料
に
使
わ
れ
た
「
末
寺
別
院
記
」
な
る
も
の
は
、
氏
に
よ

る
と
年
代
不
詳
で
信
嫡
性
が
薄
い
。
そ
れ
に
対
し
「
年
譜
」
に
よ
れ
ぱ
、
行
基

は
天
平
三
年
紀
伊
郡
深
草
郷
に
「
法
禅
院
」
を
建
立
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
行

基
が
紀
伊
郡
深
草
郷
で
活
躍
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
和
名
抄
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

巻
本
に
は
、
紀
伊
郡
深
草
に
「
不
加
乎
佐
」
の
訓
が
付
し
て
あ
る
。
と
す
る
と

霊
異
記
に
行
基
が
い
た
と
伝
え
て
い
る
「
深
長
寺
」
は
「
ふ
か
を
さ
寺
」
と
よ

み
、
深
草
寺
の
こ
と
と
見
て
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
　
「
深
草
寺
」
の
名
は
『
文

徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
三
月
の
条
に
「
桧
尾
寺
」
　
（
法
禅
院
）
と
並
ん
で
出
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
、
法
禅
院
と
は
別
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
『
年
譜
』
と
霊
異
記
の
親
近
性
は
増
し
、
『
年
譜
」

の
製
作
は
し
か
る
べ
き
資
料
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

『
年
譜
』
を
通
し
て
行
基
の
活
躍
を
参
照
し
な
が
ら
、
二
つ
の
報
恩
講
の
成
立

事
情
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
こ
れ
ら
報
恩
講
の
筋
だ
が
中
巻
六
話
に
よ
れ
ぱ
、
前
述
の
尼
寺
の
娘
、

鯛
女
は
仏
心
あ
つ
く
行
基
に
仕
え
て
い
た
。
あ
る
日
、
山
で
菜
を
と
っ
て
い
る

と
蛇
が
蛙
を
飲
ん
で
い
た
の
で
、
汝
の
妻
に
な
る
か
ら
蛙
を
ゆ
る
せ
と
頼
む
と

蛇
は
蛙
を
吐
き
出
し
た
。
七
日
の
後
こ
い
と
約
束
す
る
と
蛇
は
約
束
ど
お
り
女

の
家
に
き
て
尾
で
壁
を
打
っ
た
。
こ
と
の
次
第
を
生
駒
山
に
い
る
行
基
に
話
す

と
、
行
基
は
受
戒
す
る
こ
と
を
教
え
て
帰
す
。
そ
の
帰
り
道
、
女
は
大
蟹
を
持

っ
て
い
る
老
人
に
会
い
、
衣
を
与
え
て
蟹
を
も
ら
い
受
け
放
し
て
や
る
。
そ
の

夜
、
再
ぴ
蛇
は
女
の
家
に
や
っ
て
く
る
の
だ
が
大
蟹
が
蛇
を
切
り
、
恩
を
報
じ

た
と
あ
る
。

　
中
巻
十
二
話
の
内
容
は
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
説
話
と
し
て
は
前
者

よ
り
整
備
さ
れ
、
報
恩
講
と
し
て
の
性
格
や
意
図
は
一
層
は
っ
き
リ
し
て
い

六

る
。　

こ
の
二
つ
の
類
話
を
通
し
て
第
一
に
気
づ
く
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
昔
話
の
型

で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
関
敬
吾
氏
の
『
日
本
昔
話
集
成
』
の
例
を
あ

げ
る
ま
で
も
な
く
、
人
問
と
動
物
の
交
渉
の
話
で
は
動
物
報
恩
講
が
最
も
多

く
、
そ
れ
ら
は
各
時
代
に
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
片
鱗
は
す
で
に
記
紀
や
風
土

記
に
も
見
ら
れ
る
が
、
報
恩
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
霊
異
記
で
あ
る
。

新
し
い
仏
の
お
し
え
を
民
衆
に
伝
え
る
の
に
、
報
恩
は
好
都
合
な
題
目
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
話
に
行
妓
が
登
場
し
、
し
か
も
行
基
が
生
馬
山
寺
や
深

長
寺
に
い
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
異
記
の
蟹
報
恩
講
は
行

基
の
関
係
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
彼
等
は
昔
話
の
型
を
借
り

な
が
ら
、
行
基
と
信
心
深
い
女
を
登
場
さ
せ
、
行
基
の
活
動
中
や
そ
の
死
後
に

語
り
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
奈
良
付
近
で
語
ら
れ
る
時
は
行
基
の
店

所
は
生
駒
山
寺
で
、
山
城
で
の
時
に
は
深
長
寺
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
巻
二
話

が
一
定
の
史
実
を
核
に
し
て
形
成
さ
れ
、
し
か
も
東
歌
ま
で
と
り
入
れ
て
文
学

化
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
報
恩
講
の
定
着
も
結
局
同
じ
経
過
を
経
て
い
る
よ
う

だ
。
霊
異
記
所
収
の
説
話
は
始
め
の
形
成
期
に
お
い
て
は
、
事
実
講
で
あ
る

か
、
ま
た
は
事
実
謂
を
志
向
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
語
り
伝
え

ら
れ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
類
話
を
発
生
さ
せ
た
り
、
面
白
い
点
が
強
調
さ

れ
、
他
の
部
分
が
削
ら
れ
た
り
し
て
景
戒
の
手
に
達
し
、
景
戒
に
よ
り
さ
ら
に

説
教
集
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。



四

　
『
年
譜
』
に
は
さ
ら
に
、
霊
異
記
中
巻
七
話
と
申
巻
二
十
九
話
の
類
似
の
話

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
を
比
較
し
て
見
よ
う
。

行
基
大
徳
放
二
天
眼
一
視
三
女
人
頭
塗
二
猪
油
一
而
呵
噴
縁
第
廿
九

故
京
元
興
寺
之
村
、
厳
修
二
法
曾
「
奉
レ
請
二
行
基
大
徳
「
七
日
説
レ
法
。
丁
レ
是

道
俗
、
皆
集
聞
レ
法
。
聴
衆
之
中
、
有
二
一
女
人
「
髪
塗
二
猪
油
「
居
レ
中
聞
レ

法
。
大
徳
兄
之
、
雪
言
、
我
甚
臭
哉
、
彼
頭
蒙
レ
血
女
、
遠
引
棄
。
女
大
肚

出
罷
。
凡
夫
肉
眼
是
油
色
、
聖
人
明
眼
、
見
視
二
宍
血
「
於
二
日
本
国
「
是
化

身
聖
也
。
隠
身
之
聖
笑
　
　
　
　
（
霊
異
記
）

　
◎

右
京
元
興
寺
邑
人
大
法
会
儲
、
請
二
行
基
一
七
日
間
法
令
レ
説
、
子
時
有
二
一
女

人
一
完
脂
付
二
額
髪
「
不
レ
知
レ
人
、
行
基
独
知
レ
之
、
大
令
レ
懸
レ
之
、
女
人
欲
二

出
去
「
人
彌
奇
驚
敬
謹
無
レ
極
云
云
　
　
　
　
（
行
基
年
譜
慶
雲
元
年
）

　
こ
の
二
つ
を
見
く
ら
べ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
両
者
が
行
基
に
関
し
て
全
く

同
じ
出
来
事
を
扱
い
な
が
ら
、
直
接
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ

と
、
霊
異
。
記
の
方
が
筋
が
や
や
詳
し
く
な
り
、
結
ぴ
の
章
何
に
は
話
者
の
見
解

と
で
も
、
一
、
〕
う
べ
き
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ぱ
、
こ
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れ
ら
に
先
行
し
て
行
基
に
関
す
る
原
資
料
が
あ
り
、
そ
の
原
腎
料
に
基
づ
い
て

『
年
譜
」
と
霊
異
記
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に

考
察
し
た
道
場
法
師
の
話
の
場
合
と
同
じ
関
係
で
、
こ
こ
に
ま
た
原
貴
料
に
対

す
る
景
戒
の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
純
な
筋
を
の
べ
て
い
る

一
一
年
譜
」
の
方
は
多
分
に
原
資
料
に
近
い
形
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し

景
戒
は
最
後
の
章
句
と
共
に
「
干
レ
是
道
俗
、
皆
集
聞
レ
法
」
と
か
「
我
甚
臭

哉
、
彼
頭
蒙
レ
血
女
、
遠
引
棄
」
の
説
明
や
会
話
を
補
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

話
の
長
い
題
名
も
、
本
文
の
「
髪
塗
二
猪
油
一
」
か
ら
き
て
い
て
、
し
か
も
『
年

譜
』
に
「
猪
油
」
の
な
い
こ
と
を
思
え
ぱ
、
景
戒
が
設
定
し
た
こ
と
に
な
る
。

概
し
て
霊
異
記
漉
話
の
題
名
は
長
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
景
戒
に
よ
っ
て

つ
け
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
景
瓶
を

伝
承
や
説
話
の
単
な
る
蒐
集
者
と
見
傲
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
手
も
と
に

集
ま
っ
た
資
料
は
一
定
の
方
針
の
も
と
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
年
譜
」
の
天
平
五
年
の
条
に
、
行
典
と
智
光
が
対
立
す
る
話
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
中
巻
七
話
「
智
者
、
変
化
の
聖
人
を
誹
り
妬
み
て
、
現
に
閻
羅
の

闘
に
至
り
て
地
獄
の
苦
を
受
く
る
縁
」
に
照
応
す
る
が
、
こ
こ
で
も
同
様
な
こ

と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
例
は
省
略
す
る
が
、
筋
は
沙
弥
の
行
基
が
大

僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
智
恵
第
一
の
智
光
が
ね
た
み
そ
し
っ
た
た
め

地
獄
に
落
ち
、
多
く
の
苦
し
み
を
受
け
て
か
ら
こ
の
世
に
へ
き
か
え
り
、
行
基

に
謝
罪
す
る
と
い
う
運
ぴ
で
あ
る
が
、
霊
異
妃
の
方
は
初
め
に
両
人
の
出
自
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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詳
し
く
語
り
、
地
獄
の
様
子
も
細
か
く
描
か
れ
、
熱
い
鉄
の
柱
を
抱
く
智
光

は
、
三
日
後
に
は
「
活
き
よ
活
き
よ
」
と
言
わ
れ
て
も
と
の
体
に
な
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
同
じ
責
苦
が
三
度
も
繰
り
返
し
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
終
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

に
は
「
不
思
議
光
菩
薩
経
」
と
「
口
は
身
を
傷
ふ
災
の
門
、
舌
は
善
を
き
る
鈷

カ
り

鐵
な
る
こ
と
」
の
引
用
と
行
基
の
死
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
二
組
の
類
話
か
ら
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
　
「
原
行
基
伝
」

と
も
言
う
べ
き
も
の
が
奈
艮
時
代
に
で
き
て
お
り
、
　
『
年
譜
』
も
霊
異
記
も
各

々
そ
の
原
資
料
に
基
づ
い
て
話
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
特
に
霊
異
記
に
は
編

者
の
見
解
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ぱ
景
戒
は
こ
れ
ら
多
く
の
行
基
説
話
を
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
ャ
ッ
チ

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
景
戒
が
霊
異
記
下
巻
の
序
文
を
書
き
あ
げ

た
の
は
延
暦
六
年
（
七
八
七
年
）
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
初
の
霊
異
記
編
纂

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
行
基
の
死
ん
だ
天
平
宝
字
元
年
（
七
四
九
年
）
よ
り

三
十
八
年
後
に
あ
た
る
。
故
に
景
戒
は
大
体
行
基
の
弟
子
と
同
時
代
の
人
に
な

る
わ
け
で
、
行
基
に
直
接
婁
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
景
戒
は
行
基
の
弟
子
を

通
じ
た
り
、
行
基
の
関
係
し
た
寺
院
な
ど
か
ら
行
基
説
話
を
入
手
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
こ
の
際
考
慮
す
べ
き
は
、
先
に
引
用
し
た
霊
異
記
と
『
年
譜
』
の
説
話
を
合

わ
せ
る
と
、
行
基
は
明
日
香
の
元
興
寺
で
道
俗
貴
賎
に
対
し
て
説
教
を
し
た
こ

と
に
な
る
。
行
基
が
天
平
十
六
年
大
僧
正
に
な
る
以
前
に
官
寺
で
説
教
を
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

と
い
う
の
は
珍
し
い
。
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、
行
基
の
活
動
は
常
に
民
衆

と
共
に
あ
り
、
霊
異
記
で
も
行
基
を
「
沙
弥
」
と
記
し
て
い
る
し
、
大
僧
正
就

任
以
前
の
行
基
を
私
度
僧
と
見
る
向
き
も
あ
る
。
で
は
行
基
は
私
度
僧
で
あ
っ

た
の
か
。
私
は
井
上
薫
氏
が
『
行
基
』
　
（
人
物
叢
書
）
で
論
じ
て
い
る
よ
う

に
、
行
基
を
飛
鳥
寺
（
元
興
寺
）
の
道
照
の
も
と
で
具
戒
を
受
け
た
法
相
宗
の

僧
と
見
た
い
。
こ
の
よ
う
な
特
別
な
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
、
行
基
は
元
興
寺
で

説
教
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
さ
ら
に
ま
た
、
鹿
苑
大
慈
氏
の
論
文
「
日
本
法
相
家
の
系
譜
」
に
は
、
景
戒

が
法
相
宗
に
つ
な
が
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
示
唆
的
な
見
解
に
立
て

ば
、
霊
異
記
に
流
れ
て
い
る
思
想
的
系
譜
と
し
て
、
道
照
↓
行
基
↓
景
戒
と
い

う
線
が
考
え
ら
れ
る
。
道
照
が
法
相
宗
の
第
一
伝
で
、
元
興
寺
に
属
し
た
こ
と

は
『
続
日
本
記
」
、
『
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
』
に
徴
し
て
ま
ち
が
い
な
く
、
ま
た

元
興
寺
に
お
け
る
道
照
と
行
基
の
関
係
と
、
行
基
と
景
戒
の
関
係
は
纏
綾
述
べ

て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
傾
向
と
し
て
は
官
寺
に
つ
い
て
語
る
こ
と

の
少
な
い
霊
異
記
は
、
元
興
寺
に
関
す
る
話
（
元
興
寺
に
属
し
た
僧
の
語
も
含

め
る
）
を
十
例
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
を
大
安
寺
の
六
例
、
興
福
寺
の
四
例
、
薬

師
寺
の
三
例
、
東
大
寺
の
二
例
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
こ
か
ら
景
戒

も
ま
た
元
興
寺
と
特
別
な
結
ぴ
つ
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
想
定
を
文
え
る
も
の
は
、
景
戒
が
元
興
寺
と
因
縁
の
深
い
道

照
、
行
基
に
つ
な
が
る
法
相
系
の
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
景
戒
が



霊
異
記
で
道
照
に
ニ
カ
所
触
れ
（
上
巻
二
十
二
語
、
同
二
十
八
語
）
、
　
行
基
を

「
変
化
の
聖
人
」
（
中
巻
七
語
）
と
言
い
、
　
「
隠
身
の
聖
」
（
中
巻
二
十
九
話
）

と
顕
揚
し
て
い
る
の
も
、
た
だ
道
照
が
宇
治
橋
を
か
け
、
行
基
が
私
度
僧
の
よ

う
な
活
躍
を
し
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
宗
派
の
教
義
上
で
も
己
の
先
達
と
仰
い

で
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
道
場
法
師
と
そ
れ
に
関
連
す
る
他
の
三
つ
の
話
や
、
行
基
に
ま
つ
わ
る
話

も
、
元
興
寺
を
通
路
と
し
て
景
戒
に
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
た
と
見
た
い
。
す
る
と
、

同
じ
く
元
興
寺
に
属
し
た
三
論
宗
の
智
光
と
、
行
基
が
争
う
話
（
中
巻
七
話
）

が
長
々
と
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
う
な
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。

固

　
以
上
は
た
ま
た
ま
『
道
場
法
師
伝
」
や
『
行
基
年
譜
」
が
残
っ
て
い
た
た

め
、
対
比
の
結
果
、
原
資
料
の
存
在
が
推
定
さ
れ
、
景
戒
が
原
資
料
に
某
づ
き

な
が
ら
も
、
そ
れ
を
説
教
化
、
ま
た
は
説
話
化
の
方
向
へ
進
め
た
こ
と
が
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る

ら
れ
た
。
上
巻
の
序
文
に
は
「
側
に
聞
く
こ
と
を
注
し
」
と
あ
る
が
、
右
に
よ

れ
ぱ
霊
異
記
の
編
纂
に
は
記
録
に
よ
る
資
料
も
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
巻

は
雄
略
天
阜
の
時
よ
り
始
ま
っ
て
時
代
順
に
並
べ
ら
れ
、
中
巻
は
ほ
と
ん
ど
が

聖
武
天
阜
の
時
代
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
景
戒
か
ら
見
れ
ぱ
小
前
の
話
と
考

え
ら
れ
る
し
、
そ
の
大
部
分
が
口
謂
の
伝
承
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ぬ
。
概
し
て

霊
異
記
の
説
話
は
、
年
代
、
地
名
が
詳
記
さ
れ
、
し
か
も
実
在
の
人
物
が
登
場

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
話
の
成
立
事
情

し
て
い
る
。
景
戒
の
手
も
と
に
は
記
録
さ
れ
た
資
料
も
集
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
次
に
列
挙
す
る
も
の
は
説
話
の
裏
に
そ
の
よ
う
な
資
料
の
存
在
が
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

〔
霊

上
一

上
四

上
五

異

上
十
二

上
二
十
二

上
二
十
五

上
二
十
八

上
三
十

中
一

中
九

下
九

下
三
十
九

記
〕小

子
部
栖
軽

聖
徳
太
子

大
部
屋
栖
野
古

沙
門
道
登

道
照
法
師

大
神
高
市
麻
侶

役
の
優
婆
塞

膳
臣
広
国

長
屋
王

大
伴
赤
麻
呂

藤
原
広
足

寂
仙
禅
師

〔
類
似
の
伝
承
を
載
せ
て
い
る
資
料
〕

日
本
書
紀
（
雄
略
七
年
七
月
の
条
）

日
本
書
紀
（
推
古
二
十
一
年
十
二
月
の
条
、

　
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
、
そ
の
他
）

「
本
記
」
　
（
但
し
日
本
書
紀
を
も
と
に
構
成

　
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
）

宇
治
橋
碑
（
金
石
文
）

続
日
本
紀
（
文
武
三
年
三
月
の
条
）

日
本
書
記
（
持
統
六
年
二
月
・
三
月
の
条
）

続
日
本
紀
（
文
武
三
年
二
月
の
条
）

本
文
中
に
「
顕
録
し
て
流
布
す
」
と
あ
り
、

　
年
号
明
細

続
日
本
紀
（
天
平
元
年
二
月
の
条
）

本
文
中
に
「
季
の
葉
の
櫓
模
に
し
る
す
」
と

　
あ
り
年
号
明
細

武
田
祐
吉
氏
「
日
本
霊
異
記
」
解
説
参
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

文
徳
実
録
（
嘉
祥
三
年
五
月
の
条
）

　
　
　
　
　
　
　
九
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こ
れ
ら
は
人
物
の
伝
、
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
伝
は
「
日
本
書
紀
』
や
「
続
日
本
紀
一
の
こ
と
き
正
吏
に
も
摂
取
さ
れ
た

が
、
一
方
霊
異
記
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
膳
臣
広
国
や
大
伴

赤
麻
呂
に
関
し
て
は
正
史
か
ら
は
ず
さ
れ
、
霊
異
記
に
の
み
取
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
大
部
崖
栖
野
古
に
関
す
る
「
本
記
」
は
書
紀
を
も
と
に
し
て
構
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
璽

れ
た
家
の
伝
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
霊
異
記
に
と
ら
れ
て
い
る
。
思
う
に
霊
異
紀

は
正
史
と
共
通
の
伝
承
を
載
せ
て
い
る
場
合
も
、
結
局
は
正
史
に
対
し
て
は
無

縁
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
景
戒
の
も
と
に
集
め
ら
れ
た
資
料
の
性
格
を
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
上
巻
二
十
五
の
大
神
高
市
萬
侶
の
話
を

中
心
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
文
の
引
用
は
略
す
る
が
、
こ
れ
は
↑
り
高
市
萬
侶
が

持
統
天
皇
の
行
幸
を
阻
止
し
よ
う
と
諌
言
を
呈
す
る
。
同
百
姓
に
対
し
て
己
の

田
の
水
を
分
か
ち
与
え
る
が
、
瑞
雨
が
高
市
萬
侶
の
田
に
降
る
。
い
高
市
萬
侶

に
対
す
る
賛
の
部
分
か
ら
な
る
が
、
霊
異
記
の
初
め
の
部
分
は
「
有
記
日
、
朱

鳥
七
年
壬
辰
二
月
云
々
」
と
し
て
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ｍ
の
事
項
に
関
し

て
は
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
持
統
六
年
二
月
、
三
月
の
記
事
に
類
似
の
も
の
が
あ

り
、
両
者
の
関
係
が
云
々
さ
れ
て
き
た
が
、
問
題
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
六
八
六
年
が
朱
鳥
元
年
で
、
こ
の
年
九
月
に
天
武

が
死
ん
で
持
統
が
称
制
し
た
。
そ
し
て
翌
年
を
も
っ
て
持
統
元
年
と
し
て
い

る
。
だ
か
ら
朱
鳥
七
年
は
持
統
の
年
号
に
な
お
せ
ぱ
持
統
六
年
に
あ
た
り
、
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

異
記
の
年
号
と
持
統
紀
の
そ
れ
は
合
致
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
霊
異
記
は

ｍ
に
続
い
て
同
の
事
項
を
栽
せ
て
お
り
、
し
か
も
両
者
は
共
に
対
農
民
の
問
題

だ
か
ら
一
連
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
な
の
に
『
持
統
紀
』
に
は
同
に
関
す

る
記
事
は
な
い
。
一
歩
進
ん
で
考
え
れ
ば
「
日
本
書
紀
』
と
霊
異
記
の
間
に
は

踏
襲
の
関
係
は
な
く
、
各
々
同
一
の
資
料
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
記
卒
を
構
成

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
同
一
の
資
料
と
は
三
輪
氏
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
氏
族

伝
承
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
化
前
代
か
ら
奈
良
朝
に
か
け
て
、

各
氏
族
が
自
家
の
伝
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
古
事
紀
の
序
文
や
、
古
語
拾
遺
の

初
め
の
部
分
か
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に
三
輪
氏
に
関
し
て
は
、
持
統
五
年
の

記
事
に
徴
し
て
も
家
記
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
三
輪
氏
の
家
記
か
ら
…

を
引
用
し
た
の
が
『
日
本
書
紀
』
で
あ
り
、
ｍ
同
を
引
用
し
、
い
の
賛
を
付
し

て
で
き
た
の
が
霊
異
記
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
三
輪
氏
家
記
は
高
市
寓
侶
に
関

し
て
は
朱
鳥
の
年
号
に
て
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
高
市
萬
侶
は
三
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

氏
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
名
は
懐
風
藻
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
景
戒
が
利
用
し
た
資
料
と
し
て
「
原
道
場
法
師
伝
」
　
「
原
行
基

伝
」
の
存
在
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
大
神
高
市
萬
侶
に
関
し
て
は
や
や

具
体
的
に
三
輪
氏
の
家
記
な
る
も
の
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

内

先
に
行
基
を
通
し
て
、
行
基
の
説
話
が
一
定
の
史
実
を
核
と
し
て
構
成
さ
れ



て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
霊
異
記
説
話
の
考
察
に
あ
た
っ
て
大

事
な
視
点
を
提
供
す
る
。
ま
ず
巾
実
講
で
あ
る
（
又
は
そ
れ
を
志
向
す
る
）
と

い
う
こ
と
は
専
門
の
語
手
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
事
実
を
見
聞
し
た
者
の
中

か
ら
説
話
が
語
り
伝
え
ら
れ
、
あ
る
場
合
に
は
記
録
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
霊
異
記
の
説
話
の
背
後
に
、
そ
う
言
っ
た
吏
実
や
巾
、
実
を
予
想
で

き
る
の
で
あ
る
。
上
巻
の
七
話
、
同
十
四
話
、
同
十
七
話
は
明
ら
か
に
古
代
の

朝
鮮
出
兵
を
契
機
と
し
て
お
り
、
中
巻
二
十
二
話
の
「
仏
の
銅
像
、
盗
人
に
捕

ら
れ
て
、
霊
表
を
示
し
、
盗
人
を
顕
す
縁
一
の
盗
人
が
鍛
冶
職
で
あ
る
と
い
う
見

当
も
つ
く
、
こ
の
説
話
の
舞
台
に
な
っ
て
い
る
和
泉
国
日
根
郡
は
、
記
紀
に
よ

れ
ぱ
大
化
前
代
か
ら
鍛
冶
の
中
心
地
で
あ
る
。
ま
だ
下
巻
の
三
十
二
話
は
大
和

国
高
市
郡
波
多
の
里
人
と
し
て
呉
原
忌
寸
名
妹
丸
の
こ
と
を
語
る
が
、
　
『
古
乎

記
』
雄
略
の
巻
を
参
照
す
れ
ぱ
当
郡
に
呉
原
忌
寸
の
分
布
は
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
霊
異
記
の
説
話
は
神
話
の
断
片
で
も
な
く
、
起
源
説
話
で
も
な
い
。
ま

し
て
い
ろ
い
ろ
な
氏
族
が
保
持
し
て
き
た
閉
鎖
的
な
伝
承
で
も
な
く
、
奈
良
時

代
に
班
田
制
の
分
解
過
程
に
起
こ
っ
た
社
会
共
通
の
卒
実
講
が
中
心
な
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
従
来
中
国
の
先
行
文
学
を
模
傲
し
て
作
ら
れ
た
と
一
一
〔
わ
れ
て
き
た

説
話
に
関
し
て
も
一
一
一
口
え
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ぱ
武
田
祐
吉
氏
に
よ
れ
ば
、
上
巻
十
条
、
中
些
二
十
四
条
な
ど
は
、

『
冥
縦
記
」
　
『
金
剛
艘
若
経
集
験
記
」
の
翻
案
（
又
は
既
に
他
の
人
に
依
っ
て

翻
案
さ
れ
た
も
の
を
採
り
用
い
た
）
の
も
と
に
で
き
た
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
並
、
皿
異
記
説
語
の
成
立
事
情

こ
れ
ら
の
話
に
も
事
実
諌
と
し
て
の
背
景
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ

中
巻
二
十
四
話
「
閻
羅
王
の
使
の
鬼
、
召
さ
る
る
人
の
賂
を
得
て
免
す
縁
一
の

風
変
り
な
話
に
は
登
場
者
が
多
い
。
楢
磐
嶋
、
率
川
の
杜
の
許
の
相
八
卦
読
、

大
安
寺
の
沙
弥
↑
」
耀
、
三
匹
の
鬼
で
あ
る
が
、
仁
耀
に
つ
い
て
は
『
元
亨
釈

書
』
に
記
下
が
あ
り
、
延
暦
十
五
年
に
死
去
し
た
大
和
の
困
の
人
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
率
川
杜
は
く
「
も
奈
良
市
本
子
守
町
に
あ
り
、
八
卦
読
に
つ
い
て
は

禁
令
が
『
続
日
本
記
』
に
散
見
す
る
こ
と
か
ら
当
時
代
の
も
の
と
し
て
お
か
し

く
な
く
、
三
匹
の
鬼
も
神
田
秀
夫
氏
の
甲
日
本
の
説
話
」
に
よ
れ
ぱ
、
当
時
の

「
落
艘
し
た
帰
化
人
の
屠
殺
者
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
主
人
公
の
楢
磐
嶋
で
あ
る
が
、
そ
の
本
来
の
拠
地
は
、
古
代
ワ
ニ

氏
の
本
拠
和
爾
（
現
天
理
市
櫟
本
町
内
）
の
西
隣
、
楢
（
和
名
抄
添
上
郡
楢
中

郷
、
現
天
理
市
櫟
本
町
櫓
）
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
楢
を
氏
名
と
す
る
も
の
は

秦
氏
の
同
族
で
、
ワ
ニ
氏
の
勢
力
圏
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が

　
　
＠

あ
る
。
ま
た
ワ
ニ
氏
の
勢
力
は
春
日
地
方
に
北
上
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
磐
嶋

が
大
安
寺
の
近
く
に
居
住
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
磐
嶋
が

執
賀
へ
貿
易
に
行
く
わ
け
だ
が
、
そ
の
ル
ー
ト
は
応
神
記
の
歌
謡
「
こ
の
蟹
や
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

づ
く
の
蟹
」
の
道
行
き
と
合
致
す
る
。
最
近
十
橋
寛
先
生
は
こ
の
歌
謡
の
前
半

の
歌
詞
を
、
敦
賀
地
方
の
ワ
ニ
部
が
ワ
ニ
氏
の
族
長
に
蟹
を
貢
納
す
る
際
の
寿

歌
と
さ
れ
た
が
、
同
じ
く
ワ
ニ
氏
勢
力
下
の
帰
化
人
が
執
賀
へ
貿
易
に
行
く
こ

と
は
一
応
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
こ
の
話
の
核
に
な
っ
た
部
分
は
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

課
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
話
が
大
安
寺
な
ど
に
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎

戒
の
手
に
達
し
た
の
だ
ろ
う
。
本
説
話
の
最
後
「
大
唐
の
徳
玄
は
、
般
若
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
◎

を
被
り
て
、
閻
羅
王
の
使
に
召
さ
る
る
難
を
脱
れ
、
日
本
の
磐
嶋
は
、
寺
の
商

の
銭
を
受
け
、
閻
羅
王
の
使
の
鬼
の
追
い
召
す
難
を
脱
る
」
の
叙
述
は
「
他
国

の
伝
録
」
と
対
等
に
「
自
土
の
奇
事
」
に
目
を
見
ひ
ら
い
て
い
る
景
戒
の
態
度

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
景
戒
は
「
他
国
の
伝
録
」
を
盲
目
的
に
模
倣
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
国

の
奇
事
に
驚
き
、
そ
れ
を
説
話
化
す
る
際
参
照
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
中
国
の
先
行
文
学
と
の
関
係
が
言
わ
れ
て
い
る
他
の
説
話
に
も
言
い
得

よ
う
。
上
巻
十
話
の
牛
に
生
ま
れ
か
わ
る
話
や
、
下
巻
十
三
話
の
落
盤
事
件
は

日
本
に
も
類
似
の
話
や
例
証
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
再
ぴ
道
場
法
師
や
行
基
に
も
ど
ろ
う
。
上
巻
三
話
の
終
わ
り
は
「
当

に
知
る
べ
し
。
誠
に
先
世
強
く
能
き
縁
を
修
め
て
感
ず
る
所
の
力
な
り
。
こ
れ

◎
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
◎
　
　
◎

日
本
国
の
奇
し
き
事
な
り
」
で
、
中
巻
二
十
九
話
は
「
（
行
基
は
）
日
本
国
に
於

き
て
は
、
こ
れ
化
身
の
聖
な
り
、
隠
身
の
聖
な
り
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
景

戒
が
日
本
国
を
強
調
す
る
の
は
、
す
で
に
上
巻
序
で
「
昔
漢
地
に
冥
報
記
を
造

り
、
大
唐
国
に
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
た
だ
他
国
の
伝
録
に
慎
み
て
自
土

　
　
　
　
・
つ

の
奇
事
を
信
け
恐
れ
ざ
ら
め
や
」
と
喝
破
し
て
い
る
態
度
に
照
応
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
河
音
能
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
景
戒
が
律
令
制

と
い
う
政
治
組
織
を
は
な
れ
て
、
　
「
漢
地
」
、
「
大
唐
国
」
に
対
し
て
、
「
自
土
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

Ｈ
「
日
本
国
」
と
い
う
も
の
を
打
ち
出
し
た
思
想
的
意
義
は
大
き
い
が
、
こ
の

よ
う
な
確
固
た
る
自
覚
の
も
と
に
説
話
の
素
材
が
蒐
集
さ
れ
、
手
入
れ
が
行
な

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
霊
異
記
は
日
本
に
お
け
る
説
話

文
学
の
晴
矢
で
あ
り
、
し
か
も
在
俗
臭
の
濃
い
景
戒
の
手
に
て
編
纂
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
霊
異
記
を
通
し
て
、
古
代
人
の
技
法
や
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

想
や
立
場
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
（
霊
異
記
本
文
の
引
用
は
す

べ
て
日
本
古
典
全
書
の
武
田
祐
吉
氏
校
註
本
に
よ
っ
た
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了

　
◎
　
『
妹
の
力
』
所
収
。

　
＠
　
『
扶
桑
略
記
』
治
安
三
年
十
月
の
条
参
照
。

　
　
　
『
続
日
本
紀
』
は
天
平
勝
宝
元
年
二
月
二
日
遷
化
と
あ
る
が
、
　
天
平
二

　
　
十
一
年
は
こ
の
天
平
勝
宝
元
年
に
あ
た
る
。

　
＠
　
『
寧
楽
遺
文
』
上
巻
。

　
＠
　
こ
の
泉
南
部
は
和
名
抄
の
和
泉
郡
に
あ
た
る
。

　
＠
　
拙
稿
「
蟹
報
恩
説
語
の
変
遷
」
　
（
昭
和
四
十
年
十
一
月
同
志
杜
国
文
学

　
　
会
発
表
）
。

　
＠
　
板
橋
氏
論
文
「
霊
異
記
雑
姐
」
（
『
文
学
」
昭
和
八
年
十
月
号
）
。

　
◎
　
『
欽
明
即
位
前
紀
』
に
「
山
背
国
紀
郡
深
草
里
」
が
あ
り
、
『
皇
極
紀
』

　
　
二
年
十
一
月
の
条
に
「
深
草
屯
倉
」
が
あ
る
か
ら
、
　
「
ふ
か
く
さ
」
か
ら

　
　
「
ふ
か
を
さ
」
へ
と
地
名
が
音
韻
変
化
を
と
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
邨



　＠＠＠＠＠＠＠＠ 岡
良
弼
の
『
日
本
地
理
志
料
』
に
は
、
和
名
抄
の
「
不
加
乎
佐
」
の
「
乎
」

を
「
宇
」
の
誤
写
と
み
て
「
ふ
か
う
さ
」
と
よ
ん
で
お
り
、
浜
田
敦
氏
は

臨
川
書
店
刊
の
同
書
解
題
で
「
乎
」
の
表
記
の
ま
ま
で
長
音
ウ
を
表
わ
し

た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
や
は
り
ヲ
の
音
表
記
と
見
て
「
深
長

寺
」
は
フ
カ
ヲ
サ
の
訓
表
記
と
考
え
る
。
な
お
、
深
草
寺
に
関
し
て
は
地

元
の
考
古
学
者
星
野
猷
二
氏
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
京
都
市
伏
見
区
深
草
酉

伊
達
町
二
番
地
に
寺
跡
が
あ
り
、
遺
物
か
ら
み
て
白
鳳
時
代
の
寺
と
考
え

ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
は
平
城
遷
都
以
前
で
あ
る
か
ら
霊
異
記
の
よ
う
に
「
故
京
」
と
す

る
の
が
正
し
か
ろ
う
。

　
「
竜
国
大
学
論
叢
』
三
五
七
号
。

　
さ
ら
に
下
巻
二
十
六
、
同
三
十
五
、
同
三
十
七
に
は
国
府
の
解
の
存
在

が
考
え
ら
れ
る
。

　
「
紀
州
大
伴
氏
の
偽
作
に
つ
い
て
」
吉
永
登
氏
著
『
萬
葉
そ
の
異
伝
発

生
を
め
ぐ
っ
て
』
所
収
。

　
藤
原
朝
臣
萬
里
作
「
五
言
過
二
神
納
言
埴
一
」
。

　
拙
稿
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
基
礎
的
考
察
」
末
発
表
。

　
「
氏
族
伝
承
の
形
成
」
（
『
万
葉
学
論
叢
』
所
収
）
。

　
『
講
座
日
本
文
化
史
』
第
二
巻
。

　
柳
田
国
男
氏
は
前
掲
論
文
に
て
、
景
戒
を
道
場
法
師
の
子
孫
の
一
族
と

　
　
　
　
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情

考
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
景
戒
の
出
自
に
つ

い
て
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
十
一
年
十
月
十
二
日
稿
）
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