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黒
　
　
沢

幸
　
　
三

　
霊
異
記
を
；
眈
し
て
誰
も
が
気
づ
く
の
は
類
話
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
盗
ま

れ
た
銅
像
が
霊
異
を
示
す
話
や
、
修
業
の
僧
を
迫
害
し
て
報
い
を
受
け
る
話
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
類
話
が
あ
る
。
こ
の
事
実
は
単
純
に
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
な

く
、
説
話
文
学
と
し
て
の
霊
異
記
の
性
格
は
、
類
話
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
今
ま
で
に
も
霊
異
記
に
お
け
る
類
話
の
検
討
は
多
少
な
さ
れ
て

い
る
が
、
整
理
や
分
析
が
必
ず
し
も
充
分
で
な
か
っ
た
。
一
部
分
の
話
の
モ
チ

ー
フ
や
、
二
、
三
の
章
句
が
類
似
し
て
い
る
類
話
と
、
話
の
発
端
、
経
過
、
結

末
が
類
似
し
て
い
る
厳
密
な
意
味
の
類
話
と
は
、
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
た
説
話
は
現
実
に
活
動
し
て
い
る
人
間
の
集
団
と
密
接
に
結
び
っ

い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
類
話
を
生
み
だ
し
た
社
会
的
基
盤
と
の
関
連
も
考

慮
し
つ
つ
、
霊
異
記
の
類
話
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

　
　
　
　
一
一

　
霊
異
記
の
多
く
の
類
話
の
中
で
、
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
話
の
筋
が
ほ
と

ん
ど
一
致
し
て
い
る
も
の
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
基
も
出
て
く
る
蟹

の
報
恩
謹
で
あ
る
中
巻
の
八
と
十
二
（
Ａ
グ
ル
ー
プ
）
、
鰯
誰
報
恩
誤
で
あ
る

上
巻
の
十
二
と
下
巻
の
二
十
七
（
Ｂ
グ
ル
ー
プ
）
、
盗
み
を
し
た
者
が
牛
に
生

ま
れ
代
っ
て
使
わ
れ
る
上
巻
十
と
中
巻
の
十
五
（
Ｃ
グ
ル
ー
プ
）
で
あ
る
。

　
今
、
こ
れ
ら
の
類
話
の
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
各
類
話
の
年
時
、

関
係
の
場
所
、
登
場
人
物
を
表
記
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
、
か
っ
て
蟹
を
助
け
放
生
し
た
こ
と
の
あ
る
女
人
が
、
蛙
を

と
ら
え
ん
と
す
る
蛇
を
み
て
、
お
前
の
妻
に
な
る
か
ら
と
言
っ
て
蛙
を
助
け

る
。
蛇
は
約
束
ど
お
り
、
女
人
の
家
を
訪
ず
れ
る
が
、
蟹
が
蛇
を
き
り
殺
し

て
、
女
人
の
恩
に
報
い
る
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
Ｂ
グ
ル
ー
プ
は
、
商
売
の
途
上
で
身
内
の
者
に
殺
さ
れ
、
鰯
徴
と
化
し
て
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二



Ａ
グ
ル
ー
プ

霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

■
　
’
　
’

説
　
語

年
　
時

関
係
の
場
所

登
　
場

人

物

■
　
　
　
＝
　
；
　
■
　
　
１
　
　
　
■
　
　
■
　
－
　
１
　
－
　
　
１

』

一

富
の
尼
寺

置
染
臣
鯛
女

中
巻
８

な
　
　
し

生
馬
の
山
寺

行
基

画
間
麺
麿

■

山
背
国
紀
伊
郡

一
女
人

中
巻
１
２

聖
武
朝

深
長
寺

義
禅
師

行
基

」

■
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
‘
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

Ｂ
グ
ル
ー
プ

説
　
語

年
　
時

関
係
の
場
所
　
　
登
場
人
物

宇
治
椅

道
登

上
巻
１
２

大
化
二
年

奈
良
山
の
渓

万
侶

元
興
寺

蘭
駿

兄
　
母

備
後
国
葦
田
郡

晶
知
牧
人

大
山
の
里

閾
駿
（
穴
君
の
弟
公
）

下
巻
２
７

宝
亀
九
年

同
国
深
津
郡
深

伯
父
秋
丸

津
の
市

父
　
母

同
国
葦
田
郡
葦
田

同
国
葦
田
郡
屋
穴
国

Ｃ
グ
ル
ー
プ

二
四
，

説

語
一
年
時

一
関
係
の
場
所

登

場
　
人

物

－

椋
の
家
長
の
公

上
巻
１
０

昔

大
和
国
添
上
郡

一
僧

山
村
の
中
の
里

牛
（
家
長
の
父
）

親
族

１
１

伊
賀
国
山
田
郡

高
橋
連
東
人

中
巻
１
５

な
　
　
し

轍
代
の
里

乞
食

同
郡
御
谷
の
里

牝
牛
（
東
人
の
母
）

て
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
通
り
す
が
り
の
人
が
葬
っ
て
や
る
。
す
る
と
十
二
月

の
魂
祭
り
に
、
鰯
誰
が
そ
の
人
を
家
に
招
い
て
、
自
分
の
殺
さ
れ
た
事
情
を
語

る
と
い
う
語
で
あ
る
。

　
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
、
親
が
子
の
も
の
を
盗
み
用
い
た
た
め
、
牛
と
な
っ
て
家
び

と
に
使
わ
れ
て
い
た
が
、
法
会
の
際
そ
の
こ
と
を
み
ん
な
に
語
る
と
い
う
話
で

あ
る
。
な
お
盗
み
を
し
た
者
が
牛
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
使
わ
れ
る
話
は
他
に
も

あ
る
が
、
筋
が
ほ
と
ん
ど
類
似
し
て
い
る
の
は
こ
の
二
話
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
二
つ
の
類
話
は
年
時
と
場
所
は
明
白
に
違
う
。
年
時
に

お
い
て
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
近
接
は
し
て
い
る
が
、
霊
異
記
の
説
話
の
配
列
は
一
応

年
代
順
に
な
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
二
話
の
間
に
は
天
平
勝
宝
二
年
（
中
巻
の

九
）
と
、
天
平
勝
宝
六
年
（
中
巻
の
十
）
の
話
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
同



じ
年
時
で
は
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
さ
ら

に
Ｂ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
大
化
二
年
と
宝
亀
九
年
で
は
二
二
二
年
の
へ
だ
た
り
が

あ
る
。
同
じ
く
場
所
で
あ
る
が
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
大
和
と
山
城
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ

は
大
和
と
備
後
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
大
和
と
伊
賀
と
い
う
よ
う
に
異
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
登
場
人
物
は
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
で
は
行
基
が
共
通
し
、
置
染
臣
鯛
女
と

一
女
人
は
対
応
し
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
で
は
鰯
誰
と
身
内
の
者
が
共
通
し
、
万
侶
と

晶
知
牧
人
は
対
応
し
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
で
は
僧
と
乞
食
（
僧
と
同
じ
こ
と
を
す

る
）
、
牛
と
牝
牛
は
共
通
し
、
椋
の
家
長
の
公
と
高
橋
連
東
人
と
は
対
応
し
て

い
る
。

　
つ
ま
り
以
上
の
こ
と
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
類
話
に
お
い
て
、

年
時
と
場
所
が
違
う
こ
と
、
登
場
人
物
は
同
じ
か
、
又
は
同
じ
性
格
の
者
で
あ

る
こ
と
で
、
こ
れ
を
べ
つ
な
こ
と
ば
で
言
え
ば
、
二
つ
の
類
話
の
関
係
は
、
一

方
を
原
拠
と
し
て
他
方
が
年
時
と
場
所
を
変
え
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
故
、
以
上
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
は
他
の
類
話
と
同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。

　
Ａ
Ｂ
Ｃ
以
外
の
類
話
は
、
法
花
経
を
読
む
人
を
あ
ざ
け
っ
て
口
が
ゆ
が
む
話

（
上
巻
十
九
、
中
巻
十
八
、
下
巻
二
十
）
で
も
、
貧
者
が
仏
像
に
帰
敬
し
て
現

報
を
得
る
話
（
中
巻
十
四
、
中
巻
三
十
四
）
で
も
、
話
の
モ
チ
ー
フ
の
一
致
、

章
句
の
部
分
的
類
似
な
ど
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
ほ
ど
に
緊
密
な
関
連
は
み
ら

れ
な
い
。
も
し
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
厳
密
な
音
心
味
（
來
義
の
）
の
類
話
と
言
う
な
ら
ば
、
こ

れ
ら
の
普
通
に
類
話
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
の
は
広
義
の
類
話
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

需
異
記
に
お
け
る
類
話
と
は
、
一
般
に
は
こ
の
両
者
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
乎
ん

で
い
る
の
で
あ
る
が
、
類
話
の
問
題
を
考
察
す
る
に
は
、
分
け
て
考
え
る
の
が

至
当
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
広
義
の
類
話
の
中
で
、
特
別
な
関
係
に
あ
る
一
組
が
あ
る
。
そ
れ

も
前
の
例
に
な
ら
っ
て
表
示
し
て
み
よ
う
。

　
Ｄ
グ
ル
ー
プ

’
　
　
－

’説
　
語

年
　
時

下
巻
２
２
　
宝
亀
四
年

’

－

Ｌ
■

関
係
の
場
所

信
濃
国
小
県
の
郡
跡

目
の
里

登
　
場
　
人
　
物

他
田
舎
人
蝦
夷

妻
子

使
四
人

王
　
僧

下
巻
２
３
一
宝
亀
五
年

　
　
　
■

　
　
　
…

信
濃
国
小
県
の
郡
嬢

の
里

大
伴
連
忍
勝

檀
越

召
の
便
五
人

王
　
三
僧

　
こ
の
二
話
は
死
ん
で
地
獄
を
訪
ず
れ
、
生
き
か
え
っ
て
地
獄
の
模
様
を
語
る

と
い
う
筋
が
一
致
し
、
し
か
も
年
時
、
場
所
も
類
似
す
る
が
、
死
に
追
い
や
ら

れ
る
事
情
や
、
生
前
な
し
た
悪
事
は
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
厳
密
な
意
味
の
類

話
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
相
当
に
長
い
章
句
が
二

者
の
間
で
類
似
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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不
二
焼
失
一
　
鮎
レ
地
作
レ
墾
　
積
以
置
之
　
死
経
二
七
日
一
而
甦
告
言
　
使

有
二
四
人
一
告
副
将
往
　
廣
野
　
次
有
二
卒
坂
一
　
登
二
於
坂
上
一
　
観
有
二
大

槻
一
（
中
略
）
　
椅
本
有
二
三
衝
一
　
一
道
廣
平
　
　
一
道
草
小
生
　
　
一
道
以
レ

藪
而
塞
（
下
巻
二
十
二
）

　
故
輌
不
二
焼
失
一
鮎
レ
地
作
レ
家
　
殖
収
而
置
　
然
歴
二
五
日
一
乃
甦
語
二
親

属
二
旨
　
召
使
五
人
　
共
副
疾
往
　
々
道
頭
有
二
甚
峻
坂
一
登
二
於
坂
上
一

而
購
曙
見
　
有
一
二
二
大
道
一
　
一
道
平
廣
　
一
道
草
生
荒
　
一
遣
以
レ
藪
而
塞

（
下
巻
二
十
三
）

　
こ
の
よ
う
な
類
似
は
霊
異
記
の
中
で
は
他
に
な
く
、
こ
の
二
話
の
結
び
っ
き

は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
Ｄ
グ
ル
ー
プ
と
乎
ん
で
お
こ
う
。
つ
ま

り
数
あ
る
霊
異
記
の
類
話
の
中
で
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
は
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
以
上
、
霊
異
記
の
類
話
を
整
理
す
る
と

　
　
Ｏ
Ｏ
　
厳
密
な
意
味
の
類
話
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
各
グ
ル
ー
プ
）

　
　
働
　
広
い
意
味
の
類
話
（
ｍ
以
外
の
類
話
）

と
な
り
、
働
の
中
に
は
特
別
な
関
係
を
も
っ
Ｄ
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
と
言
え
る
。

本
稿
は
主
と
し
て
、
こ
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
の
各
グ
ル
ー
プ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
類

話
の
提
出
す
る
問
題
を
追
及
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
六

　
　
　
　
三

　
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
蟹
報
恩
課
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
か
つ
て
考
察
し
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

あ
る
か
ら
詳
し
い
こ
と
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
両
話
を
形
成
し
た
基
盤
と
し

て
、
蟹
報
恩
（
さ
ら
に
広
く
言
え
ば
動
物
報
恩
）
の
民
話
が
存
在
し
た
こ
と
は

ほ
ぼ
明
白
で
あ
る
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
言
わ
ば
当
時
の
民
話
の
型
を
踏
み
な
が

ら
、
信
心
あ
つ
い
女
や
行
基
を
中
心
に
据
え
、
報
恩
講
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
じ
こ
と
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
っ
い
て
も
言
え
る
。
っ
ま
り
こ
の
二
話

の
基
盤
に
も
民
話
が
考
え
ら
れ
る
。
関
敬
吾
氏
の
『
日
本
昔
話
集
成
』
に
収
載

さ
れ
て
い
る
「
唄
い
骸
骨
」
と
「
枯
骨
報
恩
」
は
無
論
、
奈
良
時
代
の
民
話
の

ま
ま
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
話
の
型
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
で
、
伝
わ
っ
て

き
た
も
の
だ
ろ
う
。
「
唄
い
骸
骨
」
の
前
半
は
、
近
親
関
係
に
あ
る
二
人
が
商

売
に
行
き
、
儲
け
の
な
か
っ
た
者
が
、
金
儲
け
を
し
た
者
を
殺
し
、
殺
さ
れ
た

者
は
骸
骨
と
な
っ
て
路
傍
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
型
で
あ
る
。

　
ま
た
「
唄
い
骸
骨
」
と
関
連
の
深
い
「
枯
骨
報
恩
」
で
は
、
樵
夫
が
白
骨
を

見
っ
け
て
埋
め
て
や
っ
た
り
、
山
の
麓
に
転
が
っ
て
い
た
闘
蟹
の
鼻
か
ら
蔓
が

は
い
出
し
て
い
て
、
そ
の
蔓
を
抜
い
て
や
る
箇
所
が
あ
っ
た
り
（
下
巻
二
十
七

で
は
目
の
穴
に
は
え
た
竹
を
抜
い
て
や
る
と
あ
る
）
、
さ
ら
に
恩
を
受
け
た
骸

骨
が
自
分
の
法
事
の
席
へ
、
恩
人
を
連
行
し
て
ご
馳
走
を
す
る
場
面
が
あ
る
。



こ
れ
ら
の
民
話
と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
は
偶
然
の
一
致
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
二
話
を
語
っ
た
者
た
ち
は
、
当
時
の
民
話
に
基
づ
い
て
説

話
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
土
橋
寛
先
生
の
一
連
の
業
績
に
よ
れ
ば
、
民
謡
は
す
で
に
大
化
前
代
か
ら
民

衆
に
広
く
歌
わ
れ
て
い
た
。
民
謡
と
並
ぶ
民
話
も
当
然
語
ら
れ
て
い
た
と
考
え

て
よ
く
、
そ
の
一
部
は
記
紀
を
通
し
て
も
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
し

て
閉
鎖
的
な
氏
姓
制
が
崩
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
奈
良
時
代
に
は
、
民
話
は
広
く

民
衆
の
間
に
行
き
わ
た
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
Ｃ
グ
ル
ー
プ
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
上
巻
の
十
は
、
中
国
の
『
冥
報

記
』
の
諸
説
話
を
原
拠
と
し
、
そ
れ
を
翻
案
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

　
　
（
３
）

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
中
巻
十
五
も
同
じ
筋
と
内
容
の
話
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら

三
者
の
関
係
は
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
者
を
検
討
す
る

に
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
強
度
の
類
似
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ

か
が
、
『
冥
報
記
』
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
も
う
一
つ

の
話
が
派
生
し
て
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
ら
ば
上
巻
の
十
と
中
巻
の
十

五
は
ど
ち
ら
が
先
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
中
巻
十
二
は

申
巻
八
よ
り
も
話
が
長
く
な
り
、
内
容
も
整
い
、
よ
り
一
層
の
文
学
化
が
な
さ

れ
て
い
る
。
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
後
に
出
て
く
る
下
巻
二
十
七
と
、
さ

き
に
出
て
く
る
上
巻
十
二
の
関
係
は
同
じ
で
あ
る
。
っ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル

ー
プ
に
お
い
て
、
説
話
の
発
展
が
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
も
と
に
な

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
話
の
考
察

る
話
の
関
係
場
所
が
、
大
和
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
意
味
が
深
い
。
お
そ
ら
く

Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
大
和
を
舞
台
と
す
る
上
巻
十
が
さ
き
に
つ
く
ら

れ
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
伊
賀
の
国
の
話
で
あ
る
中
巻
十
五
が
っ
く
ら
れ
た
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
Ｄ
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
Ｄ
グ
ル
ー
プ
に
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

章
句
の
密
婁
な
一
致
が
あ
る
。
こ
の
二
話
の
形
成
は
両
者
に
共
通
の
原
資
料
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
か
、
ま
た
一
方
を
も
と
に
し
て
他
方
が
で
き
た
の
か
、
に

わ
か
に
は
判
じ
が
た
い
が
、
地
獄
の
様
子
を
語
る
の
は
大
陸
伝
来
の
話
と
思
わ

れ
る
か
ら
、
Ｄ
グ
ル
ー
プ
に
は
原
拠
と
な
る
資
料
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

下
巻
二
士
二
の
舞
台
で
あ
る
信
濃
国
小
県
郡
嬢
の
里
（
長
野
県
上
田
市
付
近
）

は
、
藤
岡
謙
二
郎
氏
の
『
国
府
』
に
よ
れ
ば
、
信
濃
国
の
国
府
の
あ
っ
た
所

で
、
奈
良
時
代
末
期
に
、
地
方
の
国
府
に
大
陸
の
仏
教
関
係
書
が
伝
来
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
う
な
づ
け
る
。
Ｄ
グ
ル
ー
プ
の
形
成
は
草
深
き
信
濃
に
て
な
さ

れ
、
そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
ル
ー
ト
で
、
中
央
又
は
編
者
景
戒
の
手
も
と
に
伝
え

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
以
上
、
各
グ
ル
ー
プ
の
話
が
形
成
さ
れ
た
過
程
や
基
盤
を
論
じ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
問
題
は
多
い
。
ま
ず
こ
の
よ
う
な
類
話
－
総
じ

て
、
霊
異
記
の
説
話
を
つ
く
っ
た
者
は
誰
か
。
そ
し
て
そ
の
説
話
を
中
央
か
ら

地
方
へ
、
地
方
か
ら
中
央
へ
と
伝
怖
し
た
者
は
誰
か
。
さ
き
に
み
た
Ｃ
グ
ル
ー

プ
で
は
、
『
冥
報
記
』
を
翻
案
し
て
、
日
本
の
説
話
と
し
て
構
想
し
た
者
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

和
在
住
の
仏
教
関
係
者
と
な
る
。
ま
た
Ｄ
グ
ル
ー
プ
で
は
説
話
の
形
成
者
は
地

方
在
住
の
仏
教
関
係
者
と
な
り
、
し
か
も
一
部
の
ぞ
き
見
た
よ
う
に
、
こ
の
中

央
と
地
方
は
霊
異
記
の
中
で
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
が
大
事

で
あ
る
。
つ
ま
り
霊
異
記
に
お
い
て
は
説
話
を
つ
く
っ
た
者
と
伝
播
し
た
者
は

同
じ
で
、
彼
ら
は
一
処
在
住
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
官
寺
の
僧
で
は
な
く
、
広
く

民
衆
教
化
の
た
め
各
地
を
遊
行
し
た
私
度
僧
集
団
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。　

霊
異
記
と
私
度
僧
と
の
結
び
つ
き
を
主
張
し
た
の
は
益
田
勝
実
氏
で
あ
る

が
、
氏
が
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
で
説
く
よ
う
に
、
私
度
僧
と
は
律
令
機
構
の

監
督
下
に
あ
る
官
寺
の
僧
と
は
違
い
、
自
ら
進
ん
で
半
俗
の
ま
ま
僧
侶
に
な
っ

た
者
で
、
彼
ら
は
主
に
地
方
豪
族
、
村
落
の
有
力
者
層
か
ら
輩
出
し
た
。
こ
の

私
度
僧
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
彼
等
が
常
に
民
衆
と
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
、
道
照
と
か
行
基
を
申
心
に
集
団
を
な
し
て
い
た
こ
と
、
彼
ら

の
広
範
囲
に
わ
た
る
布
教
活
動
が
、
奈
良
時
代
の
一
定
期
間
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
条
件
に
お
い
て
、
始
め
て
類
話
の

派
生
や
説
話
の
形
成
、
強
い
て
は
説
話
文
学
の
成
立
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ

る
。　

口
承
文
学
は
個
人
の
み
で
は
存
在
し
な
い
。
な
ん
ら
か
の
集
団
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
民
謡
や
民
話
は
あ
り
う
る
。
仏
教
説
話
と
て
同
じ
で
、
私
度
僧
た
ち
の

活
躍
が
あ
り
、
集
団
的
創
造
が
加
わ
っ
て
、
民
話
か
ら
仏
教
説
話
へ
の
転
換
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

「
他
国
の
伝
録
」
（
霊
異
記
上
巻
の
序
文
）
か
ら
自
国
の
説
話
へ
の
翻
案
、
世

間
話
の
収
集
、
一
説
話
か
ら
類
話
の
派
生
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
当
面
の
類
話
に
限
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
ま
ず
Ａ
グ
ル
ー
プ
に
お

い
て
は
、
民
話
の
一
般
性
を
揚
棄
し
て
、
場
所
を
明
示
し
（
中
巻
十
二
で
は
年

時
も
）
、
信
心
深
い
女
や
、
行
基
と
い
う
特
定
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
、
報
恩

を
強
調
す
る
仏
教
説
話
と
し
て
話
を
改
鋳
し
て
い
る
。
こ
れ
は
個
人
の
手
に
な

る
も
の
で
な
く
、
集
団
の
活
動
の
中
で
、
多
く
の
話
し
手
の
創
意
が
加
わ
り
、

徐
次
に
構
成
さ
れ
て
行
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
で
き
た
中
巻

八
に
さ
ら
に
手
が
加
わ
り
、
内
容
が
一
段
と
整
備
さ
れ
た
の
が
申
巻
十
二
で
あ

る
。
こ
の
類
話
の
形
成
事
情
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
手
が
か
り
を
提
供
す

る
の
は
行
基
の
活
動
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
行
基
は
大
和
の
生
馬
の
山
寺

（
中
巻
八
）
、
山
城
国
紀
伊
郡
の
深
長
寺
（
中
巻
十
二
）
に
い
た
と
あ
る
が
、

『
行
基
年
譜
『
（
続
々
群
書
類
従
）
や
『
続
日
本
紀
』
に
徴
す
れ
ば
、
そ
れ
ら

は
史
実
で
あ
る
。
す
る
と
民
話
に
基
づ
い
て
中
巻
八
を
つ
く
っ
た
こ
と
、
申
巻

八
か
ら
中
巻
十
ニ
ヘ
と
類
話
を
形
成
し
た
こ
と
は
、
行
基
の
大
和
で
の
活
動

や
、
大
和
か
ら
山
城
へ
の
進
出
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
北
山
茂
夫
氏

の
『
万
葉
の
世
紀
』
に
よ
れ
ば
、
行
基
に
従
っ
た
民
衆
を
、
道
場
を
足
場
に
お

し
え
を
説
く
上
層
出
身
の
僧
尼
と
、
労
働
力
を
提
供
し
な
が
ら
、
説
法
を
聞

き
、
農
耕
期
に
は
分
敵
す
る
農
民
大
衆
の
二
っ
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前

者
は
行
基
の
弟
子
で
あ
り
、
ま
た
私
度
僧
で
あ
っ
た
。
こ
の
私
度
僧
が
民
話
を



も
と
に
し
て
、
自
分
た
ち
の
指
導
者
と
女
人
を
登
場
さ
せ
た
説
話
を
っ
く
る
こ

と
は
、
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で
、
且
っ
そ
の
話
を
広
く
他
国
で
も
語
ろ
う
と

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
山
城
で
語
る
時
に
は
、
当
地
は
行
基
と
関
係
が
深

く
、
現
に
深
長
寺
は
拠
点
で
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
事
実
を
も
と
り
入
れ
て
、

中
巻
八
を
山
城
の
話
へ
と
変
容
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
民
衆
へ
の
教
化

と
い
う
実
践
の
場
を
通
し
て
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
二
っ
の
類
話
を
対

照
さ
せ
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
例
え
ば
中
巻
八
で
は
、
蛇
に
捕
え
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
蛙
を
助
け
る
た
め
に
、
始
め
「
是
の
蝦
を
我
に
免
せ
」
と
言
い
、
次
に

「
我
、
汝
の
妻
と
作
ら
む
が
故
に
、
幸
に
吾
に
免
せ
」
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ひ
な
ひ

中
巻
十
二
で
は
、
始
め
に
「
是
の
蝦
を
我
に
免
せ
、
多
の
幣
白
巾
を
賂
し
奉
ら

む
」
と
言
い
、
第
二
に
「
汝
を
神
と
為
て
祀
ら
む
。
幸
に
乞
は
く
は
我
に
免
せ
」

と
言
い
、
さ
ら
に
三
度
目
に
よ
う
や
く
「
此
の
蝦
に
替
へ
て
、
吾
を
妻
と
せ

よ
。
故
、
乞
は
く
は
我
に
免
せ
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
聞
き
手
の

関
心
や
反
応
が
、
説
教
と
い
う
実
践
を
と
お
し
て
考
慮
さ
れ
、
聞
き
手
の
興
味

に
あ
わ
せ
て
、
話
が
成
長
し
、
ま
と
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
同
じ
こ
と
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
っ
い
て
も
言
え
よ
う
。
大
和
を
申
心
と
す
る
上

巻
十
二
は
遠
く
瀬
戸
内
海
地
方
で
説
か
れ
た
場
合
は
、
道
登
の
こ
と
な
ど
知
ら

ぬ
者
が
多
い
。
そ
れ
で
話
の
筋
だ
け
踏
襲
し
、
備
後
の
国
の
話
と
し
て
っ
く
り

か
え
、
実
在
ら
し
き
人
物
を
登
場
さ
せ
て
で
き
た
の
が
下
巻
二
十
七
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

穴
君
と
か
晶
知
は
備
後
の
国
と
は
関
係
深
い
氏
の
名
で
あ
る
。
っ
ま
り
上
巻
十

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
話
の
考
察

二
か
ら
下
巻
二
十
七
へ
の
変
容
拡
大
は
私
度
僧
集
団
の
布
教
活
動
に
伴
っ
て
行

な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
活
動
の
中
で
、
麗
骸
に
関
し
て
「
往
来

の
人
畜
、
皆
我
が
頭
を
踏
む
」
（
上
巻
十
二
）
と
あ
る
箇
所
が
、
も
っ
と
写
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
や
も
す

的
に
な
っ
て
、
鰯
駿
の
目
の
穴
に
竹
が
は
え
て
い
て
「
風
吹
く
毎
に
、
動
れ
ば

我
が
目
痛
し
云
々
」
と
描
写
さ
れ
る
な
ど
、
話
が
描
写
力
、
説
得
力
を
増
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
の
説
話
を
基
盤
と
す
る
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に

っ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
和
の
話
が
伊
賀
の
話
と
な
り
、
そ
れ
に

つ
れ
て
話
の
内
容
も
興
味
深
く
、
且
つ
リ
ア
ル
に
な
っ
て
い
る
。

　
信
濃
の
国
小
県
郡
の
話
で
あ
る
Ｄ
グ
ル
ー
プ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
孤
立
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
死
ん
だ
者
が
生
き
か
え
り
、
地
獄
の
模
様
を
語
る
と

い
う
筋
の
話
は
、
霊
異
記
の
中
に
、
上
巻
三
十
（
豊
前
国
宮
子
郡
）
、
申
巻
五

（
摂
津
国
東
生
郡
）
、
申
巻
七
（
大
和
国
、
河
内
国
）
、
申
巻
十
六
（
讃
岐
国
香

川
郡
）
、
中
巻
十
九
（
河
内
国
）
、
下
巻
九
（
大
和
国
菟
田
郡
）
、
下
巻
三
十
七

（
筑
前
国
）
と
七
っ
あ
り
、
大
和
を
中
心
に
ほ
ぼ
全
国
に
分
布
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
中
巻
五
は
、
日
本
古
典
大
系
本
の
『
日
本
霊
異
記
』
に
よ
れ
ば
、
『
冥

報
記
』
を
原
拠
と
し
た
と
あ
る
。
さ
き
に
Ｄ
グ
ル
ー
プ
も
中
国
の
説
話
を
原
拠

と
し
、
地
方
に
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
す
る
と
こ
の
類
話
は
、
景

戒
以
前
に
語
ら
れ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
す
で
に
記
録
化
が
な
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
Ｄ
グ
ル
ー
プ
や
そ
の
類
話
は
、
私
度
僧
を
通
じ
て
全
国
に
ひ

ろ
ま
り
、
そ
の
申
の
あ
る
も
の
は
記
録
化
も
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

　
以
上
く
ど
く
ど
論
じ
た
が
、
霊
異
記
の
類
話
は
、
主
と
し
て
私
度
僧
た
ち
の

布
教
に
伴
っ
て
、
説
教
の
た
め
の
話
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
霊
異
記

に
類
話
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
霊
異
記
の
成
立
以
前
に
、
あ
る
期
間
あ
る
範

囲
に
わ
た
っ
て
、
持
続
的
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
奈
良
時
代
に
お
け
る
私
度
僧
の
活
躍
は
『
続
日
本
紀
」
や
優
婆
塞
貢
進
文
に

よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
霊
異
記
自
体
が
私
度
僧
や
私
度
僧
に
類
す
る
も

の
の
実
態
を
語
っ
て
い
る
。
畿
内
の
者
が
北
陸
の
山
間
で
求
道
の
生
活
を
し
て

い
る
話
（
下
巻
十
四
、
下
巻
十
六
）
や
、
東
国
出
身
の
者
が
畿
内
の
霊
山
で
修

業
し
て
い
る
話
（
中
巻
十
三
、
中
巻
二
十
六
）
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
さ
き
に
も
触
れ
た
が
、
霊
異
記
の
説
話
と
こ
れ
ら
私
度
僧
と
の
結
び
っ
き
を

強
調
し
て
い
る
の
は
益
田
氏
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
植
松
茂
氏
は
『
古
代
説

話
文
学
』
に
て
、
霊
異
記
の
説
話
の
申
に
は
官
寺
の
僧
の
手
に
な
っ
た
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
異
説
を
述
べ
、
さ
ら
に
高
取
正
男
氏
は
、
私
度
僧
も

官
僧
に
な
り
う
る
し
、
官
僧
も
私
度
僧
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
例
を
あ
げ
、
よ

り
高
次
の
立
場
か
ら
折
衷
説
を
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
霊
異
記
の
す
べ
て
の

説
話
が
、
私
度
僧
の
手
に
な
っ
た
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
霊
異

記
の
説
話
の
主
要
部
分
が
、
私
度
僧
的
、
民
衆
的
基
盤
に
文
え
ら
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
む
ら

い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
中
巻
二
十
一
の
『
堀
の
神
王
の
跨
よ

り
光
を
放
ち
、
奇
し
き
表
を
示
し
、
現
報
を
得
る
縁
」
は
、
お
そ
ら
く
金
鐘
行

者
つ
ま
り
良
弁
の
若
き
日
の
話
で
、
東
大
寺
の
創
設
と
も
多
少
関
連
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

が
、
大
事
な
点
は
再
寺
と
し
て
の
東
大
寺
の
役
割
や
、
僧
正
と
な
っ
て
か
ら
の

良
弁
に
つ
い
て
の
話
で
は
な
く
、
「
一
優
婆
塞
」
と
し
て
の
出
家
得
道
以
前
の

彼
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
霊
異
記
に
は
他
に
元
興
寺
、
薬
師
寺
、
興

福
寺
、
大
安
寺
な
ど
の
官
寺
に
関
連
あ
る
話
が
で
て
く
る
が
、
こ
れ
ら
と
て
同

様
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
霊
異
記
の
世
界
を
築
い
て
行
っ
た
私
度
僧
に
は
、
氏
族
制
の
絆
を
脱

し
、
さ
ら
に
は
伜
令
制
の
枠
を
つ
き
破
っ
て
、
各
地
を
遊
行
す
る
と
い
う
前
向

き
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
故
に
霊
異
記
に
は
善
悪
現
報
謹
を
は
な
れ
た
、
人
間

味
溢
れ
る
説
話
も
含
ま
れ
て
お
り
、
中
世
の
唱
導
文
学
と
は
違
う
一
面
を
持
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
私
度
僧
と
い
う
独
自
の
新
し
い
集
団
の
性
格
に
由
来
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
私
度
僧
の
活
躍
は
、
一
時
的
、
怒
意
的
な
も
の
で
な
く
、
当
然
指
導
者

や
拠
点
を
持
っ
、
組
織
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
中
下
三
巻
に
わ
た
る
霊
異
記
の
編
纂
が
、
律
令
政
府
の
事
業
と
は
別

個
に
成
就
さ
れ
た
こ
と
も
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
私
度
僧
た
ち
の
活
動

の
拠
点
は
ど
こ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
す
で
に
説
い
た
よ
う
に
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
各
グ
ル

ー
プ
の
類
話
の
う
ち
、
さ
き
に
形
成
さ
れ
た
話
は
大
和
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
か
ら
も
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
拠
点
は
大
和
で
、
且
っ
律
令
政
府
の
管
轄
下

に
あ
っ
た
南
都
七
大
寺
で
は
な
く
て
、
し
か
も
寺
院
と
し
て
の
設
備
や
機
能
を

持
っ
た
所
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
持
つ
寺
は
、
霊
異
記
に



何
度
も
で
て
く
る
明
日
香
の
元
興
寺
で
、
こ
こ
は
か
つ
て
大
和
靭
廷
の
所
在
地

で
、
山
林
修
業
者
の
聖
地
、
吉
野
や
比
蘇
寺
や
熊
野
へ
も
近
く
、
し
か
も
私
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

僧
の
指
導
者
、
道
照
、
行
基
の
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
っ
た
。

　
す
る
と
私
度
僧
の
布
教
活
動
は
あ
る
程
度
組
織
化
さ
れ
て
い
た
と
み
る
見
解

は
成
立
し
、
私
度
僧
を
主
な
伝
承
者
集
団
と
し
て
い
た
霊
異
記
の
説
話
も
、
編

者
景
戒
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
に
、
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
な
く
、
あ
る
程
度
の
ま

と
ま
り
が
で
き
、
申
に
は
Ｄ
グ
ル
ー
プ
や
大
部
屋
栖
古
の
伝
（
上
巻
五
）
や
大

神
高
市
万
侶
の
話
（
上
巻
二
十
五
）
の
よ
う
に
、
記
録
化
を
遂
げ
て
い
た
も
の

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
を
基
礎
に
し
て
、
始
め
て
わ
れ
わ
れ
は
霊
異
記
の
説
話
の
口
承

性
を
主
張
で
き
る
。
類
話
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
話
が
口
承
を
通

じ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
無
論
こ
れ
ら
の
口
承
に
よ
る
話
は
徐
々
に

記
録
化
さ
れ
、
さ
ら
に
景
戒
に
至
っ
て
、
上
中
下
三
巻
の
書
物
に
ま
と
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
霊
異
記
の
作
品
自
体
が
、
あ
る
期
問
、
私
度
僧
な
ど
に
よ
っ

て
説
教
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
こ
と
を
さ
し
示
す
の
で
あ
る
。
類
話
性
と
は
口

承
性
に
由
来
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
説
話
文
学
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ

口
承
性
を
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
三
宝
絵
詞
』
や
『
今
昔
物
語
』
な
ど

に
比
し
て
、
霊
異
記
が
強
度
の
口
承
性
を
示
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
霊

異
記
は
類
話
を
通
し
て
、
長
期
間
に
わ
た
る
説
教
者
の
熱
い
口
承
の
息
吹
き
を

伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
類
話
性
、
口
承
性
と
は
、
説
話
文
学
の
持

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

っ
古
代
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
記
紀
に
お
い
て
も
万
葉
に
お
い
て
も
、
類
話
性
、
類
歌
性
が
見
ら
れ
る
一
半

の
理
由
は
、
口
承
に
文
え
ら
れ
た
伝
承
期
問
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

わ
が
国
の
説
話
文
学
は
、
民
衆
と
結
び
つ
い
た
私
度
僧
た
ち
が
、
事
実
謹
と
し

て
ま
と
め
た
霊
異
記
に
お
い
て
始
め
て
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
霊
異
記

は
説
話
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
度
僧
た
ち
の
説
教
の
書
と
い
う
二
重
の
性

格
を
持
っ
て
い
る
。
霊
異
記
に
お
け
る
類
話
の
存
在
が
こ
の
二
重
の
性
格
を
物

語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
四

　
霊
異
記
の
上
巻
、
下
巻
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
景
戒
は
「
薬
師
寺
の
沙
門
」
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
景
戒
の
僧
と
し
て
の
活
躍
や
、
霊
異
記
編
纂
の
事
業
を
、
薬

師
寺
と
結
び
っ
け
て
説
こ
う
と
す
る
の
が
一
般
の
趨
勢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
霊

異
記
の
説
話
は
傾
向
と
し
て
は
、
官
寺
や
官
寺
の
僧
を
語
ら
ず
、
た
ま
た
ま
触

れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
民
衆
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
霊
異
記

は
薬
師
寺
に
つ
い
て
二
つ
の
話
（
下
巻
十
二
、
下
巻
二
十
一
）
を
伝
え
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
短
か
く
、
し
か
も
正
面
か
ら
薬
師
寺
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

こ
の
事
実
は
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
そ
れ
に
反
し
、
霊
異
記
は
明
日
香
の
元
興
寺
や
元
興
寺
の
僧
の
話
を
多
く
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

み
、
特
に
道
場
法
師
系
説
話
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
五
話
は
、
元
興
寺
を
申
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
に
お
い
て
考
察
し

た
類
話
を
仮
に
、
横
の
系
列
の
類
話
と
呼
ぷ
な
ら
ば
、
道
場
法
師
系
の
説
話
は

縦
の
系
列
の
類
話
と
呼
び
う
る
。
す
る
と
明
日
香
の
元
興
寺
は
説
話
の
貯
蔵
所

と
な
る
が
、
す
で
に
述
ぺ
た
ご
と
く
当
寺
は
私
度
僧
の
一
拠
点
と
み
ら
れ
る
。

　
下
巻
の
序
文
に
は
「
仏
浬
繋
し
た
ま
ひ
し
よ
り
以
来
、
延
暦
六
年
歳
の
丁
卯

　
や
ど
　
　
　
　
　
　
お
よ

に
次
れ
る
に
迄
び
て
、
一
千
七
百
二
十
二
年
を
運
た
り
。
正
像
の
二
つ
を
過
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
め
　
　
　
こ
の
か
た

て
、
末
法
に
入
れ
り
。
然
し
て
日
本
、
仏
法
僧
の
適
よ
り
以
遺
、
延
暦
六
年
に

迄
り
て
、
二
百
三
十
六
歳
を
運
た
り
」
と
あ
る
か
ら
、
霊
異
記
は
延
暦
六
年
に

最
初
の
編
纂
が
な
さ
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
こ
の
記
載
の
あ
る
序
文
の
前
半
百

七
十
七
字
は
、
前
田
家
本
に
の
み
あ
る
た
め
、
後
人
に
よ
る
加
筆
と
み
る
説
が

あ
り
、
そ
の
信
糧
性
を
疑
う
む
き
も
あ
っ
た
。
霊
異
記
の
諸
伝
本
の
研
究
者
で

あ
る
小
泉
進
氏
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
日
本
霊
異
記
』
に
て
、
「
こ
の

序
文
の
前
半
に
っ
い
て
は
、
原
著
か
後
人
偽
作
か
の
論
争
が
あ
っ
た
が
、
原
著

と
見
て
、
撰
述
年
時
の
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
」
と
述

べ
て
、
序
文
を
承
認
し
て
い
る
。

　
私
度
僧
や
私
度
僧
に
準
ず
る
者
の
動
静
を
語
っ
て
い
る
霊
異
記
は
、
雄
略
天

皇
か
ら
嵯
峨
天
皇
の
時
代
ま
で
の
説
話
を
百
十
六
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

四
十
三
話
　
　
つ
ま
り
全
体
の
約
三
十
七
％
が
、
聖
武
天
皇
の
時
代
の
話
で
あ

る
。
こ
れ
は
行
基
の
で
た
聖
武
朝
が
、
私
度
僧
活
躍
の
盛
時
で
あ
る
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
以
後
は
政
府
の
弾
圧
や
懐
柔
に
よ
り
、
下
降
の
一
途
を
た
ど
る
の
で

三
二

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
霊
異
記
の
内
容
か
ら
み
て
も
、
私
度
僧
の
運
動
吏
か
ら
み
て

も
、
霊
異
記
の
初
時
の
編
纂
を
嵯
峨
天
皇
の
時
代
と
す
る
の
は
遅
す
ぎ
る
の
で

あ
り
、
私
も
延
暦
六
年
原
撰
説
に
賛
同
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ

　
と
こ
ろ
が
、
延
暦
六
年
に
は
景
戒
は
「
愛
網
の
業
を
結
び
、
煩
悩
に
纏
は
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
が

て
、
生
死
を
継
ぎ
、
八
方
に
馳
せ
て
、
生
け
る
身
を
炬
す
。
俗
家
に
居
て
、
妻

子
を
蓄
へ
養
ふ
物
無
く
云
々
」
（
下
巻
三
十
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
官
寺
に
寂

居
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
一
私
度
僧
と
し
て
俗
家
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
景
戒
と
薬
師
寺
の
関
係
を
重
く
見
す
ぎ
て
は
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば

『
正
倉
院
文
書
』
　
に
よ
れ
ぱ
、
　
行
基
も
一
時
薬
師
寺
に
所
属
し
た
こ
と
が

あ
る
。
景
戒
と
薬
師
寺
の
関
係
も
、
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な

い
。　

一
方
、
紀
伊
国
名
草
郡
に
出
自
を
持
っ
と
さ
れ
て
い
る
景
戒
が
、
中
央
と
関

連
を
持
ち
な
が
ら
、
私
度
僧
と
し
て
の
活
躍
を
続
け
る
と
し
た
ら
、
紀
伊
と
大
和

を
結
ぷ
ル
ー
ト
は
紀
の
川
に
沿
っ
て
い
る
か
ら
、
景
戒
が
大
和
入
り
を
し
て
ま

ず
行
き
っ
く
大
き
な
寺
は
、
明
日
香
の
元
興
寺
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
当
寺

が
私
度
僧
集
団
の
一
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
と
符
号
が
一
致
す
る
。
し
か
も
こ
の

寺
は
、
大
化
前
代
か
ら
大
陸
の
仏
教
や
文
物
輸
入
の
申
心
地
で
あ
っ
た
。
景
戒

の
私
度
僧
と
し
て
の
活
躍
や
、
霊
異
記
編
纂
の
仕
事
は
薬
師
寺
で
は
な
く
｛
こ

の
元
興
寺
を
足
場
と
し
て
な
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
こ
の
推
察
に
よ
っ



て
、
わ
れ
わ
れ
は
霊
異
記
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
説
き
う
る
が
、
当
面
の
問
題

で
あ
る
類
話
も
、
他
の
説
話
と
と
も
に
、
元
興
寺
を
一
っ
の
通
路
と
し
て
、
景

戒
の
手
許
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
下
巻
に
は
紀
の
国
周
辺
の
説
話
が
多
い

が
、
そ
の
よ
う
に
直
接
景
戒
自
身
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
し
、
ま

た
中
央
に
は
始
め
か
ら
形
成
さ
れ
た
説
話
も
あ
る
が
、
遠
い
東
国
や
九
州
の
話

な
ど
は
、
主
と
し
て
私
度
僧
の
活
躍
を
媒
介
と
し
て
、
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
収
集
さ
れ
た
説
話
を
年
代
順
に
並
べ
、
上
中

下
に
分
け
た
の
は
景
戒
で
あ
る
が
、
そ
の
編
纂
の
方
法
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
上
巻
十
二
は
、
「
大
化
二
年
丙
午
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
宇
治
橋
の
断
碑
と
も
一
致
す
る
し
、
景
戒
以
前
に
年
号
入
り
で
、
で
き
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
景
瓶
は
こ
の
年
号
を
手
が
か
り
と
し
て
、
上
巻
十
二
話
と
し

て
据
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
か
ら
派
生
し
た
下
巻
二
十
七
に
は
、
「
宝
亀
九

年
戊
午
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
登
場
人
物
が
備
後
の
地
名
に
因
ん
で
造
作
さ
れ
て

い
る
の
と
同
じ
く
、
つ
く
ら
れ
た
年
時
で
あ
る
が
、
編
者
は
そ
れ
に
従
っ
て
、

宝
亀
七
年
の
話
で
あ
る
下
巻
二
十
六
の
次
に
編
入
し
て
い
る
。
ま
た
Ｃ
グ
ル
ー

プ
は
上
巻
十
が
「
昔
」
と
あ
り
、
申
巻
十
五
は
何
も
記
さ
ず
、
年
時
を
欠
く
の

が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
ご
と
く
、
中
国
説
話
の
翻

案
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
二
話
を
上
巻
と
中
巻
に
分
離
し
、
適
穴
に

配
列
し
た
の
は
編
者
で
あ
ろ
う
。

　
下
巻
の
二
十
二
、
二
十
三
と
並
ん
で
い
る
Ｄ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
年
時
が
「
宝

　
　
　
　
　
　
霊
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亀
四
年
癸
丑
」
、
「
宝
亀
五
年
甲
寅
」
と
続
い
て
い
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
符
号

が
合
い
す
ぎ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
話
は
緊
密
に
結
び
っ
い
て
い
る
も
の
だ

が
、
霊
異
記
の
説
話
の
配
列
に
は
や
や
弱
い
線
だ
が
、
類
聚
と
い
う
意
図
が
あ

る
。
地
獄
の
鬼
が
使
い
と
し
て
現
わ
れ
る
申
巻
の
二
十
四
と
二
十
五
、
観
音
の
木

像
が
不
思
議
な
力
を
示
す
中
巻
の
三
十
六
と
三
十
七
な
ど
そ
の
例
で
あ
る
が
、

そ
う
す
る
と
Ｄ
グ
ル
ー
プ
の
年
時
も
造
作
性
が
強
い
。
こ
の
二
話
に
四
年
五
年

と
続
く
年
時
を
記
入
し
、
下
巻
に
配
列
し
た
の
は
景
萩
で
あ
ろ
う
。
Ｃ
グ
ル
ー

プ
で
み
た
よ
う
に
、
中
国
の
説
話
と
関
連
の
深
い
も
の
は
、
お
お
む
ね
年
時
は

始
め
は
記
さ
れ
て
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
縦
の
系
列
の

類
話
で
あ
る
道
場
法
師
系
説
話
は
、
普
通
の
も
の
と
同
じ
く
年
代
順
に
配
列
さ

れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
景
戒
は
年
時
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
い
、
な
い
も
の
は
適
宜
記
入

し
、
記
入
し
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
内
容
を
勘
案
し
て
し
か
る
べ
き
箇
所
に
編

入
し
て
い
る
。
ま
た
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
類
話
に
関
し
て
は
、
大
和
を
舞
台

と
す
る
原
初
的
な
話
を
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
て
で
き
た
も
の
よ
り
先
の
序
列
に

置
い
て
い
る
。
も
と
も
と
、
各
地
の
民
衆
の
問
や
私
度
僧
に
伝
承
さ
れ
て
い
た

雑
多
な
説
話
の
中
か
ら
、
百
十
六
を
選
び
だ
し
て
、
一
書
を
編
述
し
た
わ
け
だ

が
、
景
戒
は
類
話
の
存
在
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
類
話
の
発
展

を
も
把
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
狩
谷
被
斎
以
来
の
霊
異
記
の
研
究
に
お
い
て
、
類
話
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
二
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れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
武
田
祐
吉
氏
は
、
日
本
古
典
全
書
の
『
日
本
霊
異
記
』

に
お
い
て
、
多
く
の
類
話
を
あ
げ
な
が
ら
、
「
か
よ
う
な
同
一
の
説
話
が
、
話

中
の
人
や
処
な
ど
を
変
え
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
本
書
の
内
容
を
狭
い
も
の
に
す
る
こ
と
に
与
っ
て
お
り
、
全
体
の
説
話
の
数

ほ
ど
に
は
違
っ
た
種
類
の
も
の
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
本
書

は
、
十
分
な
選
択
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
、
同
じ
く

板
橋
倫
行
氏
も
「
か
よ
う
に
同
一
の
説
話
が
、
話
中
の
人
や
処
な
ど
を
変
え
て

載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
十
分
の
選
択
を
経
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
」

　
　
　
　
　
（
８
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
類
話
の
持
つ
意
味
を
否
定
的
に
み
て
い
る
代
表
的

な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

　
一
方
、
類
話
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
小
島
壊
礼
氏
に
し
て
も
、
類

話
の
整
理
が
充
分
で
な
く
、
し
か
も
類
話
の
伝
承
者
を
、
あ
る
時
は
唱
導
家
と

言
い
、
あ
る
時
は
作
中
人
物
と
指
摘
す
る
な
ど
、
論
述
が
不
充
分
で
あ
る
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

じ
く
原
田
行
造
氏
も
類
話
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
が
、
大
伴
氏
を
中
心
に
派

生
や
伝
摘
の
経
路
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
霊
異
記
を
古
代
の
伴
造
大
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｕ
）

氏
に
結
び
つ
け
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
見
解
は
、
他
に
も
あ
る
が
、
景
戒
の
出

自
が
大
伴
氏
で
あ
る
か
否
か
は
現
在
の
貸
料
の
範
囲
で
は
不
明
確
で
あ
る
。
一

歩
譲
っ
て
、
景
戒
が
地
方
の
大
伴
氏
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は
中
央
の
大
伴

一
族
や
各
地
の
大
伴
氏
と
は
同
じ
血
縁
で
は
な
く
、
従
っ
て
交
渉
も
交
流
も
な

い
の
で
あ
る
。
霊
異
記
の
説
話
は
血
縁
的
擬
制
を
基
本
と
し
て
い
る
氏
姓
制
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

い
う
閉
さ
れ
た
世
界
の
も
の
で
な
く
、
仏
教
と
い
う
広
い
背
景
を
も
っ
た
開
放

的
な
世
界
の
も
の
で
あ
る
。
以
上
纏
々
述
べ
た
が
、
要
す
る
に
類
話
性
と
は
古

代
の
説
話
文
学
で
あ
る
霊
異
記
の
重
要
な
特
性
な
の
で
あ
る
。

　
　
（
注
）

　
（
１
）
拙
稿
「
蟹
満
寺
縁
起
の
源
流
と
そ
の
成
立
　
　
民
、
話
の
伝
説
化

　
　
　
　
　
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
十
三
年
九
月
号
）

　
（
２
）
　
土
橋
寛
先
生
著
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
な
ど

　
（
３
）
　
佐
藤
謙
三
編
『
校
本
日
本
霊
異
記
』

　
（
４
）
　
「
景
行
紀
」
二
十
七
年
十
二
月
の
条
に
「
吉
備
に
到
り
て
穴
海
を
渡

　
　
　
る
」
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
穴
は
地
名
で
、
『
国
造
本
紀
』
に
吉
備
穴
国

造
が
見
え
る
。
ま
た
『
和
名
抄
』
に
は
備
後
国
晶
治
郡
品
治
郷
が
あ

り
、
狩
谷
液
斎
の
『
日
本
霊
異
記
孜
証
』
に
は
、
「
仁
徳
紀
」
に
あ
る

吉
備
晶
遅
部
雄
鮒
と
、
『
三
代
実
録
』
に
あ
る
備
後
国
晶
治
郡
の
人
、

左
史
生
晶
治
公
色
雄
を
引
用
し
て
い
る
。

　
こ
の
鰯
駿
報
恩
揮
が
備
後
国
の
語
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
当
地
方

で
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
目
の
穴
に
竹
が
は
え
る
と
い
う
話
と
、
地

名
の
穴
と
が
結
び
つ
い
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
地
名
に

由
来
を
持
つ
、
穴
君
弟
公
、
晶
知
牧
人
と
い
う
人
名
が
造
作
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
上
巻
十
二
が
瀬
戸
内
海

地
方
で
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
地
名
と
説



（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
１
１
）

語
の
関
係
は
、
和
泉
国
下
痛
脚
村
の
語
で
あ
る
中
巻
十
に
も
指
摘
で
き

よ
う
。

　
高
取
正
男
「
奈
良
・
平
安
初
期
に
お
け
る
官
寺
の
教
団
と
民
間
仏

教
」
（
『
日
本
宗
教
史
研
究
』
所
収
）

　
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
の
四
年
三
月
の
条
に
よ
れ
ば
、
道
照
は
唐

よ
り
帰
朝
後
、
「
於
二
元
興
寺
東
南
隅
一
別
建
二
禅
院
一
而
住
」
と
あ
る
。

ま
た
行
基
と
明
日
香
の
元
興
寺
と
の
関
係
は
、
拙
稿
「
霊
異
記
説
話
の

成
立
事
情
」
（
『
同
志
杜
国
文
学
』
第
二
号
）
参
照

　
通
説
で
は
道
場
法
師
系
説
語
と
は
、
上
巻
ニ
ニ
ニ
、
中
巻
四
・
二
十

七
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
私
は
上
巻
一
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思

う
。
な
お
道
場
法
師
系
説
語
に
つ
い
て
は
近
く
私
見
を
発
表
す
る
予
定

で
あ
る
。

　
板
橋
倫
行
「
日
本
霊
異
記
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
三
十
三
年
十
一
月

号
）　

小
鳥
理
礼
「
日
本
霊
異
記
と
唱
導
文
芸
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
昭
和
三

十
三
年
六
月
号
）

　
原
田
行
造
「
霊
異
記
説
請
の
成
立
を
め
ぐ
る
諾
間
題
」
（
『
金
沢
大
学

教
育
学
部
紀
要
』
第
十
八
号
）

　
鹿
苑
大
慈
「
日
本
霊
異
記
の
成
立
過
程
」
（
『
龍
谷
史
壇
』
四
十
二

号
）　

　
　
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察

三
五
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