
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
語
に
つ
、

し

て

黒
　
　
沢

幸
　
　
三

　
　
　
　
い

　
一
般
に
説
話
は
事
実
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
。
例
を
霊
異
記
の
中
巻
二
話

に
と
れ
ば
、
こ
の
話
の
主
人
公
、
血
沼
県
主
倭
麻
呂
は
、
天
平
九
年
の
「
和
泉

監
正
税
帳
」
に
「
郡
司
少
頒
外
従
七
位
下
珍
県
主
倭
麻
呂
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
者
で
、
架
空
の
人
物
で
は
な
い
。
ま
た
彼
が
「
行
基
大
徳
に
随
ひ
て
、
善
を

修
し
道
を
求
」
め
た
こ
と
も
、
事
実
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
と
し
て
、
論
証
で
き

◎る
。
っ
ま
り
中
巻
の
二
話
は
、
倭
麻
呂
と
行
基
の
結
託
と
い
う
事
実
に
基
づ
い

て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
倭
麻
呂
亡
き
あ
と
、
行
基
が
彼
を

し
の詠

ん
で
歌
を
よ
ん
だ
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
。
何
故
と
い
う
に
、
す
で
に

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
歌
が
、
万
葉
集
の
東
歌
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
説
話
は
事
実

に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
一
方
、
多
く
の
人
々
の
関
心
を
ひ
く
面
白
い
話
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
話
の
あ
る
部
分
は
、
発
展
し
た
り
、
膨
脹
さ
れ
た
り

し
て
、
拡
大
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
　
　
　
む
か
し
び
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
「
雷
の
悪
を
得
て
生
ま
令
め
し
子
の
強
き
力
在
る
縁
」
と
い
う
題
を
持
っ
て

　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

い
る
、
霊
異
記
の
上
巻
三
話
は
、
有
名
な
道
場
法
師
伝
で
あ
る
。
霊
異
記
の
説

話
と
し
て
は
、
か
な
り
長
い
方
に
属
す
る
こ
の
話
は
、
一
段
を
道
場
法
師
の
出

生
、
二
段
を
彼
と
朝
廷
の
力
人
と
の
力
く
ら
べ
、
三
段
を
元
興
寺
の
寺
宝
の
由

来
、
四
段
を
彼
が
寺
の
田
に
水
を
引
く
、
と
い
う
四
っ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
ら
ば
こ
の
説
話
に
お
い
て
は
、
ど
の
部
分
が
事
実
講
で
、
ど
の
部
分

が
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
説
話
を
検
討
し
て
み
る
に
、
三
段
目
の
部
分
は
道
場
法
師
に
よ
る
鬼
退
治

の
話
で
、
し
か
も
そ
の
時
引
き
剥
し
た
鬼
の
頭
髪
は
、
　
「
今
に
元
興
寺
に
収
め

て
財
と
す
」
と
あ
る
。
っ
ま
り
こ
の
話
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
記
録
化
さ
れ
た
時

点
に
お
い
て
、
鬼
の
頭
髪
は
現
に
元
興
寺
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ

が
真
に
鬼
の
頭
髪
で
あ
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
鬼
の
頭
髪
と
称
す
る
も

の
は
、
元
興
寺
に
秘
蔵
さ
れ
て
、
世
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
て
い
た
。
何
故
と
い

う
に
、
『
扶
桑
略
記
』
治
安
三
年
十
月
十
八
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
藤
原
道
長
の

一
行
は
、
当
寺
に
て
こ
の
頭
髪
を
見
て
い
る
し
、
さ
ら
に
『
七
大
寺
巡
礼
私



　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

記
』
も
、
こ
の
頭
髪
に
っ
い
て
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
、

二
、
四
段
の
話
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
強
い
事
実
性
を
持
っ
て
お
ら
ぬ
。
説
話
は
口

承
伝
承
で
あ
る
か
ら
、
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
三
段
目
は
鬼
の
頭
髪
の

由
来
が
中
心
で
、
し
か
も
上
巻
三
話
は
こ
の
三
段
を
軸
に
し
て
、
前
後
に
話
を

拡
大
し
、
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
仮
に
、
道
場
法
師
伝
の
中
核
が
、
三
段
目
に
あ
る
と
み
る
な
ら
ば
、
こ

の
寺
宝
の
由
来
を
説
く
話
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
性
格
の
話
で
あ
っ
た
の

か
。
一
般
に
寺
宝
の
由
来
や
、
秘
仏
の
起
源
を
説
く
も
の
は
寺
院
の
縁
起
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
今
昔
物
語
の
十
一
巻
の
二
十
二
に
元
興
寺
縁
起

と
も
称
す
べ
き
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
長
い
の
で
、
こ
こ
に
前
半
の
要
旨
を
記
し

て
み
よ
う
。

　
Ｈ
推
古
天
皇
が
明
日
香
の
里
に
寺
を
建
て
、
仏
像
を
安
置
し
よ
う
と
し
た

　
が
、
そ
の
地
に
大
き
い
槻
の
木
が
あ
っ
た
。

　
目
そ
の
槻
を
伐
り
倒
そ
う
と
す
る
と
、
災
い
が
生
じ
て
、
木
に
近
寄
る
こ
と

　
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。

　
目
あ
る
僧
が
、
雨
の
夜
そ
の
槻
の
下
に
隠
れ
て
い
る
と
、
上
で
語
声
が
し
て

　
　
「
し
め
縄
を
し
て
、
祝
詞
を
よ
み
、
杣
人
が
墨
縄
を
か
け
た
ら
、
吾
ら
は
ど

　
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
語
り
合
っ
て
い
た
。

　
回
の
ち
に
そ
の
僧
の
申
す
よ
う
に
し
た
ら
、
難
な
く
、
槻
を
伐
り
倒
す
こ
と

　
が
で
き
、
遂
に
寺
を
建
て
た
。
ま
た
槻
が
倒
れ
る
時
、
山
鳥
の
よ
う
な
鳥
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
五
、
六
羽
、
梢
よ
り
南
の
山
辺
に
飛
び
立
っ
た
の
で
、
天
皇
は
鳥
を
あ
わ
れ

　
み
、
鳥
の
た
め
に
社
を
作
っ
た
。
そ
れ
は
今
も
あ
る
と
の
こ
と
。
こ
の
鳥
と

　
杜
の
こ
と
は
の
ち
に
再
び
触
れ
て
み
た
い
。

以
上
の
話
の
後
半
は
、
仏
像
の
霊
異
に
っ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
＠

今
野
達
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
話
に
出
て
く
る
槻
の
木
が
、
日
本
書
紀
に
何

度
も
出
て
く
る
「
飛
鳥
寺
の
西
の
槻
」
　
（
天
武
紀
九
年
九
月
、
天
武
紀
元
年
六

月
、
皇
極
紀
四
年
六
月
そ
の
他
）
で
、
こ
の
槻
に
対
す
る
信
仰
が
、
雷
神
一
一
一
胃
仰

で
あ
る
。
し
か
る
が
故
に
、
霊
異
記
の
道
場
法
師
も
、
こ
の
霊
木
と
密
な
る
関

係
に
あ
り
、
且
つ
元
興
寺
の
創
建
に
も
結
び
っ
い
て
い
る
と
、
説
か
れ
て
い

る
。
こ
の
見
解
は
当
面
の
問
題
に
対
し
て
も
示
唆
的
で
、
さ
ら
に
今
野
氏
の
立

場
を
敷
術
し
て
行
け
ば
、
寺
の
創
建
に
は
そ
の
地
の
地
主
神
と
の
対
決
、
又
は

融
和
が
必
要
で
、
道
場
法
師
と
は
地
主
神
の
側
に
立
っ
者
と
い
え
よ
う
。
す
る

と
道
場
法
師
の
出
生
地
は
、
本
来
は
明
日
香
と
み
る
べ
き
で
、
そ
れ
を
尾
張
の

国
と
し
た
の
は
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
作
為
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
上
巻
三
話
の
三
段
目
で
は
、
こ
の
道
場
法
師
が
鬼
退
治
を
す
る
の
だ
が
、
そ

の
箇
所
の
「
寺
の
悪
し
き
奴
」
と
は
、
元
興
寺
の
奴
碑
と
み
ら
れ
、
し
か
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
よ
う
な
も
の
を
、
衝
に
埋
め
る
と
は
説
明
に
困
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
例
え

ば
「
仁
徳
紀
」
十
一
年
十
月
の
条
に
人
柱
の
記
事
が
あ
る
ご
と
く
、
元
興
寺
創

建
に
あ
た
っ
て
の
人
柱
と
み
ら
れ
る
。
す
る
と
今
昔
物
語
所
収
の
元
興
寺
創
建

説
話
に
、
道
場
法
師
は
登
場
し
て
は
お
ら
ぬ
が
、
彼
は
本
来
元
興
寺
の
創
建
と



も
か
か
わ
り
が
深
い
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
段
目
は
寺
の
創
建

と
寺
宝
の
由
来
に
触
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
は
元
興
寺
の
縁
起
で
あ
っ
た

と
考
え
う
る
。
こ
の
部
分
が
道
場
法
師
伝
の
中
核
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
き

た
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
元
興
寺
縁
起
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
上
巻
三
話
が
持
っ
て
い
る
、
尾
張
で
の
出
生
（
一
段
）
－
↓
元
興

寺
の
重
子
（
二
段
）
１
↓
優
婆
塞
（
三
段
）
－
↓
得
度
出
家
（
四
段
）
と
い
う

四
っ
の
構
成
は
、
あ
ま
り
に
も
よ
く
整
い
す
ぎ
て
い
る
。
私
は
こ
の
上
巻
三
話

を
単
純
に
古
伝
と
み
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
む
し
ろ
古
伝
を
含
み
な
が
ら
も
、
最

終
的
に
は
誰
か
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
た
伝
と
み
た
い
の
で
あ
る
。

ｏ

　
霊
異
記
に
は
、
道
場
法
師
系
と
い
わ
れ
る
一
連
の
説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
上

巻
の
二
話
と
三
話
、
中
巻
の
四
話
と
二
十
七
話
を
さ
す
。
ま
ず
中
巻
四
話
は
、

の
ち
に
紹
介
す
る
狐
の
直
の
、
四
代
の
孫
に
あ
た
る
力
女
の
三
野
（
美
濃
）
狐

と
、
道
場
法
師
の
孫
娘
と
が
、
力
く
ら
べ
を
す
る
話
で
あ
る
。
三
野
狐
は
己
の

力
を
た
の
み
、
三
野
（
美
濃
）
の
国
片
県
の
郡
小
川
の
市
に
て
、
商
人
た
ち
の

ｉ
も
の
を
掠
奪
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
孫
娘
は
、
柄
は
小
さ

い
が
敢
然
と
挑
戦
し
て
、
す
ぐ
れ
た
腕
力
で
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
。

　
こ
れ
の
続
編
と
も
み
ら
れ
る
二
十
七
話
で
は
、
道
場
法
師
の
孫
娘
は
結
婚

し
、
良
き
妻
と
し
て
大
領
で
あ
る
夫
に
、
手
織
の
布
を
着
せ
て
い
た
が
、
尾

　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

　
　
　
　
か
み

張
の
国
の
守
が
そ
の
布
を
横
取
り
し
た
の
で
、
彼
女
は
黙
し
て
い
る
こ
と
が
で

き
ず
、
持
ち
前
の
力
を
発
揮
し
て
布
左
、
と
り
戻
し
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と

が
災
い
し
て
、
彼
女
が
実
家
に
戻
さ
れ
る
と
い
う
の
が
前
段
で
あ
る
。
後
段
は
・

彼
女
が
郷
里
の
草
津
川
で
洗
濯
を
し
て
い
た
時
の
話
で
、
彼
女
を
か
ら
か
い
・

手
山
し
を
し
た
船
長
た
ち
に
は
目
も
く
れ
ず
、
大
船
を
陸
地
に
引
張
っ
て
み
せ

た
。
す
る
と
船
長
た
ち
が
、
彼
女
の
カ
に
屈
し
、
詫
び
る
と
い
う
話
で
あ
る
・

　
上
巻
二
話
は
三
野
の
国
大
野
の
郡
の
人
が
、
良
き
妻
を
求
め
て
い
た
時
、
ふ

と
出
会
っ
た
女
と
意
気
投
合
し
て
夫
婦
と
な
り
、
子
供
ま
で
で
き
た
が
、
あ
る

日
そ
の
女
に
犬
が
吠
え
、
女
は
狐
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
て
、
夫
の
も
と
を
去
る

と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
子
が
、
三
野
の
国
の
狐
の
直
の
始
祖
で
、
し

か
も
そ
の
四
代
の
孫
が
、
中
巻
四
話
に
で
て
く
る
力
女
で
あ
る
。

　
以
上
の
四
話
の
関
係
を
示
し
て
み
る
と

道
場
法
師
（
上
三
）
－
↓
道
場
法
師
の
孫
娘
（
中
二
十
七
）

三
野
狐

一
上
一
一
レ
議
織
鐘

（
中
四
）

と
な
り
、
一
見
関
係
の
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
上
巻
の
二
と
三
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
子
孫
を
介
し
て
、
結
び
っ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
を
一

括
し
て
、
道
場
法
師
系
説
話
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
小
稿
は
こ
の
四
話
の
関
係
を
さ
ら
に
一
歩
突
っ
込
ん
で
、
明
ら
か
に
し
た
い

の
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
四
話
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
の
指
摘
か
ら
始
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

い
。
す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
こ
れ
ら
の
話
の
舞
台
は
、
中
巻
四
話
が
尾
張
の

国
愛
智
の
郡
片
輪
の
里
、
三
野
の
国
片
県
の
郡
小
川
の
市
、
中
巻
二
十
七
話
が

尾
張
の
国
中
島
の
郡
、
同
国
愛
知
の
郡
片
藩
の
里
、
草
津
川
な
ど
で
、
上
巻
二

話
は
三
野
の
国
大
野
の
郡
で
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
濃
尾
平
野
の
同
じ
交
易
圏

内
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
上
巻
三
話
は
一
段
目
だ
け
が
、
尾
張
の
国
阿

育
知
の
郡
片
薙
の
里
で
、
あ
と
の
舞
台
は
中
央
（
又
は
明
日
香
）
に
な
っ
て
い

る
。　

っ
ま
り
前
の
三
つ
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
在
地
性
豊
か
な
話
で
あ
る
の
に
対
し
、

あ
と
の
一
つ
は
、
一
段
目
を
除
く
と
中
央
の
伝
承
で
あ
る
。
さ
ら
に
内
容
に
立

ち
入
る
に
、
前
の
三
っ
は
仏
教
的
色
彩
の
な
い
、
剛
力
講
、
異
類
婚
姻
講
で

あ
る
の
に
対
し
、
上
巻
三
話
の
中
心
と
考
え
ら
れ
る
話
は
、
す
で
に
み
て
き
た

よ
う
に
寺
の
縁
起
で
あ
る
。
す
る
と
、
前
の
三
っ
と
あ
と
の
一
っ
と
は
、
本
来

は
関
係
の
な
い
説
話
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
誰
か
が
、
こ
の
両
者
を
結
び
っ
け
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
霊
異
記
に
は
、
あ
る
地
方
の
話
が
数
箇

セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
下
巻
の
二
十
二
、
二
十
三
話
は
と
も
に

信
濃
の
国
小
県
の
郡
の
話
で
あ
り
、
中
巻
三
、
中
巻
九
、
下
巻
七
話
は
と
も
に

武
蔵
の
国
多
磨
の
郡
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
が
中
央
又
は
霊
異
記
の
編
者

の
手
許
に
達
し
た
の
に
は
、
し
か
る
べ
き
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
下
巻
の

二
十
二
、
二
十
三
話
は
信
濃
の
国
の
国
府
を
介
し
て
、
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
た

　
　
　
　
　
＠

と
い
え
よ
う
。
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当
面
の
尾
張
地
方
の
話
が
、
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
路
に
っ
い
て
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

で
に
高
取
正
男
氏
に
論
が
あ
る
。
氏
の
説
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
多
度

神
宮
寺
や
室
生
寺
創
建
に
関
連
し
た
元
興
寺
の
僧
賢
環
は
、
尾
張
の
国
鳴
海
の

人
で
、
何
度
も
郷
国
と
大
和
の
間
を
往
還
し
て
い
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
時
は

民
間
遊
行
僧
と
同
様
の
活
動
を
な
し
、
そ
れ
故
に
在
地
性
の
濃
い
説
話
に
接
す

る
機
会
も
多
か
っ
た
。
し
か
も
賢
環
は
官
寺
の
大
僧
に
な
っ
て
か
ら
も
、
常
に

郷
国
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
彼
の
行
動
と
並
行
し
て
、
自
然
に
在
地
の

説
話
群
が
中
央
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
元
興
寺
を
舞
台
と
す
る
話
が
結
び

っ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
穿
っ
た
見
解
で
、
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
私
は
単
純
に
、
中
巻
の
四
と
二
十
七
に
あ
る
、

尾
張
の
国
愛
智
（
知
）
の
郡
片
輸
（
藩
）
の
里
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
地
は
現

在
・
名
古
屋
市
中
区
古
渡
町
付
近
に
あ
た
り
、
『
名
古
屋
志
』
や
『
名
古
屋
市

史
』
に
よ
れ
ば
、
奈
良
の
元
興
寺
の
末
寺
で
、
道
場
法
師
建
立
と
伝
え
る
尾
張

元
興
寺
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
当
寺
は
、
河
出
書
房
刊
の
『
日
本
歴
史
大
辞

典
』
に
よ
れ
ば
、

　
寺
地
付
近
か
ら
は
、
飛
鳥
時
代
末
期
と
思
わ
れ
る
素
弁
蓮
花
文
鐙
瓦
を
は
じ

　
め
・
奈
良
平
安
時
代
に
及
ぶ
古
瓦
を
も
出
土
し
て
い
る
。
道
場
法
師
建
立
と

　
い
う
寺
伝
は
必
ず
し
も
信
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
そ
れ
が
飛
鳥
末
か

　
ら
白
鳳
に
か
け
て
の
建
立
寺
院
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
出
土
の
古
瓦
と
、
寺

　
院
占
地
の
地
形
か
ら
み
て
も
、
ほ
ぼ
信
じ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
石
田
茂
作
）



と
あ
る
。
す
る
と
尾
張
元
興
寺
の
創
建
は
飛
鳥
時
代
と
な
り
、
二
の
寺
は
奈
良

の
元
興
寺
で
は
な
ノ
＼
本
来
は
明
日
香
の
元
興
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
二
と
に
な

る
。
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す
で
に
別
稿
に
て
も
論
じ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
明
日
香
の
元
興
寺
は
、
道

照
、
行
基
ら
の
活
動
の
基
点
で
、
し
か
も
彼
ら
に
続
い
た
民
問
遊
行
僧
の
拠
地

で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
霊
異
記
の
編
纂
に
際
し
て
も
、
各
説
話
の
収
集
、
経
典

の
貸
与
な
ど
の
便
宜
を
提
供
し
た
の
も
こ
の
元
興
寺
と
考
え
ら
れ
る
。
高
取
氏

の
説
く
賢
環
は
奈
良
の
元
興
寺
の
僧
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
例

の
三
つ
の
説
話
は
、
尾
張
元
興
寺
か
ら
明
日
香
の
元
興
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
と

み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
明
日
香
の
元
興
寺
に
属
し
、
民
問
遊
行
僧
と
し
て

民
衆
の
教
化
に
あ
た
っ
て
い
た
者
た
ち
が
、
あ
る
時
期
に
、
無
関
係
で
あ
っ
た

例
の
三
っ
の
話
と
、
元
興
寺
の
縁
起
と
を
結
び
っ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結

び
っ
け
の
作
為
を
露
骨
に
示
し
て
い
る
の
は
、
中
巻
四
話
の
割
注
「
三
野
狐

　
　
是
は
、
昔
三
野
の
国
の
狐
を
母
と
し
て
生
ま
れ
し
人
の
四
継
の
孫
な
り
」
、

「
一
人
の
力
女
有
り
。
人
と
な
り
小
し
－
１
是
は
昔
、
元
興
寺
に
有
り
し
道
場

法
師
の
孫
な
り
」
と
、
中
巻
二
十
七
話
の
割
注
「
片
薙
の
里
に
有
り
し
女
人
な

り
－
是
は
昔
、
元
興
寺
に
有
り
し
道
場
法
師
の
孫
な
り
」
の
存
在
で
あ
る
。

　
上
巻
二
話
の
狐
の
直
の
話
は
欽
明
朝
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
上
巻
三
話
は

そ
の
一
代
あ
と
の
敏
達
朝
の
話
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
中
巻
四
で
は
、
三
野
狐
は

狐
の
直
の
四
代
目
の
孫
で
、
且
つ
片
輪
の
里
の
一
力
女
は
道
場
法
師
三
代
目
の

　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

孫
で
あ
る
。
三
野
狐
の
先
祖
が
道
場
法
師
よ
り
一
代
さ
き
と
い
う
の
は
、
実
は

欽
明
朝
と
敏
達
朝
の
一
代
の
づ
れ
に
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
口
承
伝
承

と
し
て
多
衆
の
間
に
語
ら
れ
て
行
く
う
ち
に
、
記
録
化
さ
れ
る
説
話
に
お
い

て
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
整
合
し
す
ぎ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
割
註
は
、
口
承
の

段
階
か
ら
あ
っ
た
と
す
る
よ
り
は
、
霊
異
記
の
編
纂
時
に
、
付
加
さ
れ
た
と
み

る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

　
霊
異
記
を
通
読
す
る
に
、
主
と
し
て
割
註
は
道
場
法
師
系
説
話
と
紀
伊
国
関

係
の
説
話
に
多
い
。
例
え
ば
、
紀
伊
国
名
草
の
郡
の
話
で
あ
る
中
巻
三
十
二
話

に
、
物
部
麿
な
る
人
物
が
登
場
す
る
が
、
彼
に
関
し
て
、
「
字
は
塩
蕎
と
號

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
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ざ

ふ
。
是
の
人
存
け
り
け
る
時
、
矢
を
猪
に
中
て
不
る
に
、
我
當
に
射
つ
と
念
ひ

・
…
…
…
」
と
割
註
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
割
註
の
持
っ
て
い
る
意
味
は
、
上
の

語
句
の
単
な
る
説
明
の
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に

対
し
、
当
人
物
が
紛
れ
も
な
い
実
在
の
人
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
が
多

い
。
実
在
の
人
が
登
場
す
る
か
ら
、
そ
の
話
は
こ
の
枇
間
に
事
実
と
し
て
あ
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
に
、
聞
き
手
の
関
心
を
そ
そ
る
の
で
あ
る
。
道

場
法
師
系
説
話
の
割
註
は
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
中

巻
と
上
巻
と
を
有
機
的
に
結
び
っ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
割
註
と
並
ん
で
、
道
場
法
師
系
説
話
の
考
察
に
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の

に
、
「
國
食
し
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
今
、
霊
異
記
に
山
て
く
る
例
を
あ
げ
る

と
、
上
巻
の
二
話
に
「
欽
明
天
皇
－
－
是
れ
磯
城
嶋
の
金
刺
の
宮
に
國
食
し
し
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霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

天
皇
、
天
國
押
開
廣
庭
の
命
ぞ
」
と
割
註
の
形
で
あ
り
、
同
じ
く
上
巻
の
三
話

に
も
、
　
「
敏
達
天
皇
－
是
れ
磐
余
の
課
語
田
の
宮
に
國
食
し
し
淳
名
倉
太
玉

敷
の
命
ぞ
」
と
割
註
が
あ
る
。
次
に
中
巻
二
十
七
話
に
「
聖
武
天
皇
國
食
し
し

時
の
人
な
り
」
と
あ
り
、
四
つ
目
の
例
は
、
下
巻
の
三
十
八
話
で
「
諾
楽
の
宮

に
國
食
し
し
帝
姫
阿
倍
の
天
皇
の
み
代
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
四
例
の
う
ち
、
下

巻
の
三
十
八
話
は
霊
異
記
の
編
者
景
戒
の
自
伝
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
景
戒
の
手

に
な
る
と
い
え
る
。
他
の
三
例
は
と
も
に
道
場
法
師
系
説
話
で
あ
る
。
霊
異
記

で
は
、
　
「
治
二
天
下
一
」
の
意
味
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
う
ち
「
國
食
し
」
の
表
記
が
、
自
伝
と
道
場
法
師
系
説
話
に
の
み
用
い

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
は
注
目
さ
れ
る
。
中
巻
四
話
は
「
聖
武
天
皇
の
御
世
に
」

と
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
こ
で
は
「
國
食
し
」
が
脱
落
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
道
場
法
師
糸
説
話
に
お
い
て
、
こ
の
「
國
食
し
」
を
本
文
中
に
も
っ
て
い
る

の
は
中
巻
二
十
七
話
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
上
巻
三
話
の
「
敏
達
天
皇
…
の

御
世
」
に
は
疑
問
が
も
た
れ
る
。
そ
れ
は
元
興
寺
の
開
基
は
崇
峻
天
皇
の
時
代

で
、
敏
達
天
皇
の
頃
に
は
こ
の
寺
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
上
巻
三
話
の
「
敏

達
天
皇
」
と
い
う
時
代
の
設
定
は
、
尾
張
地
方
の
話
で
あ
る
中
巻
二
十
七
話

や
上
巻
二
話
と
の
関
連
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
尾
張
地
方
の
三
っ
の
話
と
元
興
寺
の
縁
起
を
結
び
っ
け

た
の
は
、
元
興
寺
に
関
係
深
い
遊
行
僧
た
ち
で
、
且
っ
霊
異
記
の
編
者
も
そ
の

こ
と
に
関
与
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
し
て
き
た
。
故
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に
わ
れ
わ
れ
は
進
ん
で
、
景
戒
と
明
日
香
の
元
興
寺
の
関
係
を
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
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霊
異
記
に
は
紀
伊
の
国
に
関
す
る
説
話
が
多
い
。
紀
伊
の
国
を
舞
台
と
す
る

も
の
、
紀
伊
の
国
出
身
者
の
登
場
す
る
も
の
、
そ
の
他
、
紀
伊
の
国
に
関
連
あ

る
説
話
を
霊
異
記
の
中
か
ら
拾
う
と
、
上
巻
に
二
つ
、
中
巻
に
三
つ
、
下
巻
に

十
四
と
全
部
で
十
九
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
七
話
が
名
草
の
郡
の
も
の
で
あ
る

の
で
、
景
戒
の
郷
里
を
、
紀
伊
の
国
名
草
郡
と
み
る
の
は
通
説
で
あ
る
。
ま
た

下
巻
三
十
七
の
自
伝
に
よ
れ
ば
、
「
景
戒
が
私
に
造
れ
る
堂
」
と
あ
り
、
馬
の

死
亡
の
記
事
が
二
度
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
彼
の
属
し
た
階
層
は

地
方
豪
族
で
、
そ
れ
は
ま
た
霊
異
記
の
説
話
に
、
各
地
の
大
領
や
村
落
の
有
力

者
を
中
心
と
し
た
も
の
が
多
い
の
と
符
号
が
一
致
す
る
。

　
同
じ
く
自
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
は
俗
家
に
あ
っ
て
妻
子
を
養
っ
て
い
た
が
、
一

面
民
間
を
遊
行
す
る
説
教
僧
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
沙
菰
鏡
日
」
ど
の
対
話

の
中
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
し
、
「
私
に
造
ら
れ
る
堂
」
も
、
彼
の
僧
侶
と
し
て

の
活
動
の
基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
景
戒
の
こ
の
よ
う
な
活
動
が
、
そ
の

郷
国
に
お
い
て
孤
立
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
よ
り
は
、
中
央
と
関
連
を
持

ち
、
時
に
は
中
央
に
進
出
し
て
、
組
織
的
、
計
画
的
に
行
な
わ
れ
た
と
み
る
方

が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
律
令
政
府
の
企
画
と
は
無
関
係
に
、
景
戒
に
よ
っ
て
な



さ
れ
た
霊
異
記
の
編
纂
と
は
、
お
工
、
ら
く
彼
の
生
涯
の
総
決
算
で
あ
っ
た
ろ
う

が
、
こ
の
よ
う
な
事
業
は
単
独
で
な
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
説
話
文
学

は
、
そ
れ
ら
が
記
録
化
さ
れ
る
以
前
の
、
あ
る
一
定
期
問
、
あ
る
種
の
集
団
に

よ
っ
て
広
く
語
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
景
戒
や
そ
の
仲
間
は
あ
る

程
度
の
組
織
を
も
ち
、
景
戒
も
そ
の
組
織
の
一
員
と
し
て
、
布
教
活
動
に
従
事

し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
民
問
遊
行
僧
の
抑
点
は
ど
こ
で
あ

っ
た
か
。
薬
師
寺
も
そ
の
一
っ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
む
し
ろ
明
日

香
の
元
興
寺
を
あ
げ
た
い
。
霊
異
記
を
貫
く
説
話
の
流
れ
と
、
編
者
の
精
神
が

ど
こ
よ
り
も
こ
の
元
興
寺
と
結
び
っ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
上
巻
二
十
二
話
に
で
て
く
る
道
照
は
、
唐
よ
り
帰
朝
後
、
明
日
香
の
元
興
寺

に
禅
院
を
建
て
た
が
、
彼
は
そ
の
時
代
の
指
導
的
僧
侶
で
あ
る
。
ま
た
景
戒
の

行
基
に
対
す
る
讃
仰
は
霊
異
記
の
随
所
に
み
ら
れ
る
。
行
基
は
こ
の
道
照
の
弟

子
で
、
明
日
香
の
元
興
寺
に
て
、
出
家
得
度
し
た
。
さ
ら
に
『
行
基
年
譜
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
れ
ば
、
行
基
は
こ
の
寺
に
て
民
衆
に
説
教
を
し
て
い
る
。
霊
異
記
に
は
道

照
に
か
か
わ
る
も
の
二
つ
、
行
基
に
か
か
わ
る
も
の
七
つ
の
説
話
が
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
元
興
寺
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
察
す
る
に
、
景
戒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

は
己
れ
の
先
達
と
し
て
、
道
照
と
行
基
を
意
識
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
こ

の
両
先
達
は
常
に
民
衆
の
救
済
に
あ
た
り
、
従
っ
て
民
間
遊
行
僧
た
ち
の
指
導

者
で
も
あ
っ
た
。
道
照
か
ら
行
基
へ
、
行
基
か
ら
景
戒
へ
と
っ
な
が
る
精
神
上

の
系
譜
か
ら
考
え
れ
ば
、
必
然
的
に
景
戒
は
明
日
香
の
元
興
寺
に
結
び
つ
く
。

　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

し
か
も
当
寺
は
、
私
度
僧
集
団
の
拠
地
と
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
て
ば
、
道
場
法
師
伝
の
形
成
過
程
は
ほ
ぼ
明
白
で
あ

る
。
元
興
寺
を
拠
点
に
、
民
衆
に
教
え
を
説
い
た
遊
行
僧
た
ち
は
、
当
寺
の
古

い
縁
起
も
、
尾
張
地
方
か
ら
流
入
さ
れ
た
三
つ
の
話
も
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
彼
ら
は
鬼
の
頭
髪
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
異
し
、
且
つ
仏
教
的
色

彩
は
な
い
け
れ
ど
、
例
の
三
話
の
話
と
し
て
の
面
白
味
に
共
鳴
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
遊
行
僧
た
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
尾
張
の
力
女
と
明
日

香
の
道
場
法
師
が
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
が
結
び
つ
い
た
契
機

は
、
道
場
法
師
が
雷
神
の
性
格
を
持
ち
、
ま
た
片
輪
の
里
に
も
雷
神
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

信
仰
や
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
、
尾
張
元
興
寺
が
明
日
香
の
元
興
寺
の
末
寺
で
あ

っ
た
こ
と
、
雷
神
の
子
に
力
持
ち
が
多
い
と
い
う
俗
信
や
民
話
の
影
響
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
説
教
と
い
う
実
践
の
中
で
結
び
っ
け
ら
れ
た
も
の
を
、
今
み

る
形
に
定
着
さ
せ
た
の
は
影
戒
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
上
巻
三
話
に
即
し
て
考

察
し
て
み
よ
う
。

　
上
巻
三
話
の
一
段
目
の
舞
台
が
、
尾
張
の
国
呵
育
知
郡
片
薙
の
里
に
な
る
の

は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
道
場
法
師
を
中
巻
四
話
、
中
巻
二
十
七
話
の
カ

女
の
先
祖
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
そ
の
里
の
農
夫
が
田
に
水
を
引
く
時
、

落
雷
が
あ
り
、
自
分
の
前
に
落
ち
て
子
供
と
な
っ
た
雷
を
、
金
の
杖
で
つ
か
ん

と
す
る
箇
所
は
、
中
国
の
『
捜
神
記
』
に
類
似
の
話
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
影
響

と
も
思
わ
れ
る
が
、
上
巻
一
話
に
も
雷
を
捕
え
る
話
が
あ
る
か
ら
、
当
時
の
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

神
に
対
す
る
俗
信
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
雷
神
や
雷
神
の
表
象
で

あ
る
竜
蛇
が
、
人
間
に
す
ぐ
れ
た
子
供
を
授
け
る
話
は
、
蛇
饗
入
課
や
一
寸
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

師
謹
に
多
い
。
す
で
に
柳
田
国
男
氏
が
「
雷
神
信
仰
の
変
遷
」
で
、
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
、
一
段
目
は
固
有
信
仰
で
あ
る
雷
神
畏
怖
の
立
場
に
よ
る
構
成
で

あ
る
。

　
二
段
目
は
、
中
巻
四
話
と
同
じ
く
力
く
ら
べ
の
話
一
で
、
相
手
の
力
人
を

「
王
」
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
四
段
目
の
「
諸
王
等
」
に
も
通
じ
る
皇
親

系
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
朝
廷
に
力
人
有
り
と
聞
」
こ
え
た
者
で
、
さ
ら

　
　
そ

に
「
爾
の
時
に
臨
み
、
王
の
力
秀
れ
た
る
有
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
己

の
力
を
誇
示
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
「
己
が
力
を
侍
み
」
に
し
て
い
た

中
巻
四
話
の
三
野
狐
に
も
通
じ
る
。
こ
の
設
は
中
巻
四
話
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
構

成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
段
は
主
人
公
の
奇
異
な
る
誕
生
を
説
き
、

二
段
目
は
幼
く
し
て
力
あ
る
小
子
が
、
力
と
智
略
で
相
手
を
届
服
さ
せ
る
筋
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
主
人
公
は
こ
こ
で
始
め
て
童
子
と
し
て
、
元
興
寺
に
所

属
す
る
の
で
あ
る
。

　
四
段
目
は
道
場
法
帥
が
「
諸
王
等
」
と
対
立
し
な
が
ら
、
寺
の
田
に
水
を
引

く
話
で
あ
る
。
本
文
に
よ
れ
ば
、
道
場
法
師
は
十
余
人
し
て
持
っ
よ
う
な
鋤
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

を
作
り
、
　
「
杖
に
撞
き
て
往
き
、
水
門
の
口
に
立
て
て
居
う
」
と
あ
る
か
ら
、

こ
の
田
は
遠
い
所
で
は
な
く
、
寺
の
近
く
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
「
吾

れ
田
の
水
を
引
か
む
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
水
は
、
飛
鳥
川
の
水
系
以
外
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

考
え
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
和
田
率
氏
の
示
教
に
よ
る
の
だ
が
、
現
在
、
飛
鳥

寺
（
元
興
寺
）
の
南
に
、
道
場
な
る
地
名
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
近
く
で
寺
の
南

西
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
所
に
は
飛
鳥
川
が
流
れ
、
本
文
の
「
百
余
人
し
て
引

く
石
」
に
応
ず
る
か
の
ご
と
く
、
大
き
な
弥
勒
石
（
大
ぎ
さ
一
メ
ー
ト
ル
八
十

セ
ン
チ
）
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
道
場
の
地
名
が
何
時
か
ら
あ
っ
た
か
は

不
明
だ
が
、
霊
異
記
は
ひ
ろ
く
民
間
に
流
布
し
た
書
物
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、

霊
異
記
の
影
響
の
も
と
に
、
こ
の
地
名
が
で
き
た
の
で
は
な
く
、
霊
異
記
と
は

別
個
に
以
前
か
ら
こ
の
地
名
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
野
達
氏
の
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
さ
き
に
一
度
触
れ
た
山
鳥
は
、
推
と
同

じ
く
雷
神
（
ま
た
は
そ
の
使
命
の
表
象
）
で
、
そ
の
山
鳥
を
祭
っ
た
神
杜
の
神

を
雷
神
と
み
な
し
て
い
る
。
今
昔
物
語
で
は
そ
の
祭
っ
た
と
こ
ろ
を
「
其
鳥
共

ハ
南
ナ
ル
山
邊
二
居
ヌ
」
と
記
し
て
い
る
が
、
元
興
寺
や
そ
の
西
な
る
槻
か
ら

み
て
、
南
方
は
ほ
ぼ
こ
の
道
場
の
地
に
あ
た
る
。
し
か
も
近
く
に
は
飛
鳥
川
が

流
れ
、
雷
神
（
水
神
）
を
祭
る
に
は
適
地
で
あ
る
。
っ
ま
り
こ
の
付
近
は
、
道

場
法
師
を
祭
っ
た
神
杜
が
あ
っ
た
か
ら
、
道
場
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
道

場
法
師
と
は
明
日
香
の
地
主
神
で
、
し
か
も
水
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
当

地
の
元
興
寺
創
建
説
話
に
も
一
役
買
う
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
が
正
し
い
と
す
る
と
、
四
段
目
に
も
核
と
な
る
事
実
は
あ
っ
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
道
場
法
師
が
寺
の
田
に
、
容
易
に
水
を
引
く
こ
と
の
で
き

る
理
由
も
よ
く
わ
か
る
。
四
段
は
お
そ
ら
く
元
興
寺
の
寺
伝
に
基
づ
く
も
の



で
、
三
段
の
後
日
講
と
し
て
、
元
興
寺
の
★
い
伝
承
の
中
に
ム
、
口
ま
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
四
段
目
の
最
後
に
は
「
後
の
泄
の
人
俸
へ
て
謂
は
く
、
元
興
寺
の
道
場
法

　
　
　
　
あ
ま
た

師
、
強
き
力
多
有
り
と
い
ふ
は
、
是
れ
な
り
。
當
に
知
る
べ
し
、
誠
に
先
の
肚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ず
ら

に
強
く
能
き
縁
を
修
め
て
感
じ
た
る
力
な
り
と
。
是
れ
日
木
國
の
奇
し
き
事
な

り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
巾
巻
の
四
や
二
十
七
の
結
び
の
こ
と
ば
に
通
じ
、
景
戒

が
当
時
の
奇
異
な
る
話
を
、
仏
教
的
因
果
講
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
．
災
す
る
に
、
道
場
法
師
伝
は
元
興
寺
に
関
連
を
も
っ
て
い
た
景
戒
た

ち
遊
行
僧
が
、
俗
信
に
愛
着
を
持
ち
な
が
ら
、
中
巻
四
話
、
中
巻
二
十
七
な
ど

と
、
元
興
寺
の
古
伝
を
結
び
っ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
そ
れ
を
彼
ら

は
、
民
問
を
遊
行
す
る
実
践
の
中
で
、
徐
々
に
形
成
し
て
行
っ
た
。
僧
侶
で
は

あ
る
が
、
常
に
民
衆
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
遊
行
僧
た
ち
は
、
民
問
の
信
仰

や
在
地
の
伝
説
に
、
関
心
や
共
鳴
を
抱
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
霊
異
記
が
仏

教
説
話
集
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教
と
は
縁
の
う
す
い
道
場
法
師
系
説
話
や
、
あ

け
す
け
に
エ
ッ
チ
な
話
が
あ
る
の
は
、
景
戒
た
ち
説
教
僧
が
、
こ
の
よ
う
に
民

衆
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
岡

　
　
Ｌ
」
・
つ

「
雷
を
捉
ふ
る
縁
」
と
い
う
題
を
も
っ
た
上
水
二
話
は
、
雄
略
天
皇
の
命
令

　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
税
話
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
で
た
ち

を
受
け
て
、
小
子
部
栖
軽
が
雷
を
請
け
奉
る
話
で
あ
る
。
も
の
も
の
し
い
出
立

を
し
た
栖
軽
が
、
豊
浦
寺
の
近
く
で
雷
を
請
け
、
天
皇
に
奏
上
し
た
ら
、
天
皇

は
幣
白
巾
を
奉
り
、
雷
の
落
ち
た
と
こ
ろ
に
か
え
さ
し
め
た
の
で
、
今
に
そ
の
地

を
雷
の
澗
と
呼
ぷ
と
あ
る
。
栖
軽
の
話
は
こ
こ
で
一
応
完
結
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
「
雄
略
紀
」
の
七
年
七
月
の
条
に
、
ほ
ぼ
類
似
の
記
事
が
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

れ
に
よ
れ
ば
天
皇
は
「
朕
、
三
諸
岳
の
神
の
形
を
見
む
と
欲
ふ
。
汝
、
督
力
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
え
　
　
ま
う
こ

に
過
ぎ
た
り
。
自
ら
行
き
て
捉
て
来
」
と
言
う
。
霊
異
記
で
は
天
皇
は
「
汝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
』
二
ま

な
る
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ナ
ー

鳴
雷
を
請
け
奉
ら
む
や
」
と
申
し
、
さ
ら
に
雷
を
見
て
は
「
見
て
恐
り
、
偉
し

　
　
　
た
て
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
る
か
み

く
幣
白
巾
を
進
り
」
と
あ
る
。
一
方
栖
軽
は
「
天
の
鳴
雷
神
、
天
皇
請
け
呼
び
奉

る
云
々
」
と
、
雷
に
対
し
て
敬
語
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
落
ち
た
雷
を

こ
し
こ

盤
寵
に
入
れ
て
持
ち
運
ぷ
と
い
う
よ
う
に
、
畏
怖
の
態
度
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
に
明
白
な
こ
と
は
、
霊
異
記
で
は
一
貫
し
て
、
雷
を
畏
怖
し
、
神
と
し
て
扱

っ
て
い
る
の
に
、
　
「
雄
略
紀
」
で
は
、
天
皇
は
命
令
を
発
す
る
絶
対
者
で
、
そ

れ
を
実
行
す
る
栖
軽
も
、
雷
の
征
服
者
で
あ
っ
て
、
少
し
も
雷
を
神
聖
視
し
て

は
お
ら
ぬ
。
つ
ま
り
雷
神
畏
怖
の
信
仰
を
示
し
て
い
る
、
霊
異
記
の
伝
は
古

く
、
「
雄
略
紀
」
の
方
は
何
ら
か
の
改
変
を
み
た
新
し
い
伝
な
の
で
あ
る
。
す
る

と
栖
軽
の
話
の
舞
台
は
、
本
来
は
明
日
香
で
あ
っ
た
と
み
て
、
間
違
い
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
明
日
香
の
雷
の
閉
を
舞
台
に
し
て
形
成
さ
れ
た
小
子
部
氏
の
始
祖
伝
承
が
、

雷
神
信
仰
と
密
な
る
関
係
を
も
っ
て
い
た
近
く
の
元
興
寺
に
流
入
す
る
の
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

然
の
道
で
あ
る
。
上
巻
一
話
は
道
場
法
師
系
説
話
と
と
も
に
、
一
旦
元
興
寺
に

伝
え
ら
れ
た
説
話
で
、
し
か
も
景
戒
以
前
に
記
録
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
上
巻
一
話
は
雷
の
岡
の
由
来
を
の
べ
た
あ
と
に
、
さ
ら
に
栖
軽

亡
き
後
そ
の
岡
に
墓
が
で
き
、
そ
の
墓
に
雷
が
は
さ
ま
り
捕
え
ら
れ
た
と
い
う

後
日
講
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
説

話
と
は
巷
の
ゴ
シ
ッ
プ
に
似
た
面
が
あ
る
。
何
ら
か
の
事
実
に
基
づ
い
て
形
成

さ
れ
、
完
結
さ
れ
た
話
に
尾
ひ
れ
が
っ
き
、
話
が
拡
大
さ
れ
る
例
は
、
す
で
に

の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
特
に
こ
の
後
半
で
は
、
雷
に
対
す
る
畏
怖
の
念
が
や

や
う
す
ら
ぎ
、
　
「
雷
を
取
り
し
栖
軽
が
墓
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
雷
を
捕
へ
し

栖
軽
が
墓
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
後
半
は
雷
神
に
対
す
る
態
度
が
は
っ
き
り
と

変
っ
て
き
た
新
時
代
の
話
で
、
竹
に
木
を
つ
ぐ
よ
う
に
、
こ
こ
に
つ
な
い
だ

の
は
、
景
戒
た
ち
元
興
寺
関
係
の
僧
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
の
後
日
謹
を
形

成
し
、
ひ
ろ
め
た
の
は
明
日
香
周
辺
の
民
衆
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

を
栖
軽
の
原
伝
承
に
結
び
っ
け
て
記
録
化
し
た
の
は
景
戒
た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
も
景
戒
は
、
道
場
法
師
伝
の
形
成
と
同
じ
よ
う
に
、
深
く
説
話
の
形
成
や

改
変
に
手
を
染
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
は
、
道
場
法
師
系
説
話
と
上
巻
一
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

「
小
子
」
に
っ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
霊
異
記
の
上
巻
三
話
に
は
「
即

　
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

ち
雷
彼
の
人
の
前
に
堕
ち
て
小
子
と
成
り
て
随
ひ
伏
す
」
と
あ
り
、
今
昔
物
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
モ

十
二
巻
第
一
の
雷
神
説
話
に
は
「
空
陰
リ
細
ナ
ル
雨
降
テ
雷
電
露
震
ス
。
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
チ

略
）
其
ノ
時
二
、
年
十
五
六
許
ナ
ル
童
、
空
ヨ
リ
聖
人
ノ
前
二
堕
タ
リ
」
と
あ

り
、
ま
た
霊
異
記
で
は
、
道
場
法
師
は
カ
あ
る
小
子
で
あ
り
、
そ
の
孫
娘
も
、

　
　
　
な

「
人
と
為
り
」
は
小
さ
い
が
大
力
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
、
雷
は
空
か
ら
地
上
に
落
ち
た
時
は
小
子
と
な
る
。
雷
神
（
又
は
龍
蛇
）
の

子
孫
は
小
子
で
し
か
も
力
持
ち
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
、
雷
が
何
故
に
小
子
と
関
係
あ
る
の
か
は
、
私
の
説
明
の
で
き
ぬ
こ
と
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
れ
ふ
し

あ
る
が
、
雷
神
と
小
子
の
関
係
は
、
　
『
常
陸
風
土
記
』
の
哺
時
臥
山
の
伝
説

や
、
一
寸
法
師
謹
か
ら
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
上
巻
一
話
の
主
人
公
は
小
子
部
栖
軽
と
名
の
り
、
雷
神
を
奉
請
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か
ら

り
、
捕
え
た
り
す
る
。
し
か
も
「
雄
略
紀
」
に
よ
れ
ば
、
栖
軽
は
「
弩
力
人
に

過
ぎ
た
り
」
と
あ
り
、
道
場
法
師
や
そ
の
子
孫
と
ぴ
た
り
と
一
致
す
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
小
子
部
氏
は
雷
神
に
関
係
深
く
、
お
そ
ら
く
雷
神
を

祭
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
時
代
の
推
移
と
と
も
に
伝
承
自
体
も
変
化

し
て
、
小
子
部
氏
の
始
祖
は
恰
も
雷
神
の
申
し
子
の
よ
う
に
怪
力
に
な
り
、
且

つ
雷
神
の
支
配
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
場
法
師
と
小
子
部
栖
軽
と

は
、
古
代
人
の
意
識
に
お
い
て
は
つ
な
が
る
面
が
多
く
、
と
も
に
古
代
の
雷
神

信
仰
の
落
し
子
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
道
場
法
師
系
説
話
と
こ
の

第
一
話
と
は
有
機
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
連
の
道
場
法
師
系
説

話
の
中
に
、
こ
の
第
一
話
も
含
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
霊
異
記
編
纂
に
際
し
て
の
、
景
戒
の
手
の
裏
は
大
部
は
っ
き
り
し
て



き
た
。
農
耕
神
と
し
て
、
古
来
民
衆
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
雷
神
を
祭
っ
て
い

た
の
が
、
小
子
部
氏
で
あ
る
。
同
じ
く
民
衆
の
人
気
者
で
あ
る
道
場
法
師
の
先

駆
者
と
し
て
、
そ
の
栖
軽
の
話
が
佳
頭
に
据
え
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

・
つ
。

　
霊
異
記
は
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
編
者
も
「
薬
師
寺
の
沙
門
」
と
あ
る
よ
う

に
僧
侶
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
に
、
霊
異
記
の
上
巻
と
中
巻
に
わ
た
っ

て
、
道
場
法
師
系
説
話
が
あ
る
の
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
一
連
の
説
話
に

は
仏
教
的
色
彩
は
う
す
い
。
今
野
達
氏
の
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
道
場
法
師
と

は
仏
法
の
守
護
者
で
、
道
場
法
師
の
話
は
仏
教
に
よ
る
雷
神
信
仰
の
克
服
を
示

す
も
の
で
、
そ
の
よ
う
な
固
有
信
仰
克
服
の
営
み
の
中
に
、
古
代
仏
教
説
話
形

成
の
有
力
な
一
契
機
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
す
で
に
説
い
て
き
た
こ
と
だ

が
、
道
場
法
師
の
話
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
上
巻
．
中
巻
に
わ
た
る
一

連
の
話
の
中
心
に
据
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
端
的
に
私
見
を
披
歴
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
存
在
は
、
説
話
の
世
界
に
お
け
る
神
仏
習
合
と
み
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
景
戒
が
生
き
た
時
代
の
仏
教
は
、
固
有
の
呪
術
的
信
仰
と
外
来

の
仏
教
と
が
ま
ざ
り
合
い
、
溶
け
合
い
な
が
ら
、
民
衆
の
中
に
普
及
し
て
い

る
・
だ
か
ら
当
時
の
民
衆
の
立
場
に
立
て
ば
、
栖
軽
や
道
場
法
師
は
、
道
照
や

行
基
と
そ
れ
ほ
ど
か
け
は
な
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
尾
張
の
力
女
は
人
の
も
の
を
掠
奪
す
る
三
野
狐
を
屈
服
さ
せ
る
。
道
場
法
師

は
朝
廷
側
の
諸
王
の
妨
害
を
お
さ
え
て
、
寺
の
田
に
水
を
引
く
。
さ
ら
に
栖
軽

　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

　
　
　
　
く
な
か
い

は
天
皇
の
婚
合
の
場
に
山
没
す
る
し
、
狐
は
犬
に
吠
え
ら
れ
て
正
体
を
あ
ら
わ

し
、
別
れ
際
に
歌
を
よ
む
。
こ
の
よ
う
な
話
は
他
の
仏
教
説
話
と
同
じ
く
、

「
自
土
の
奇
事
」
（
上
巻
序
文
）
で
あ
り
、
民
衆
の
立
場
に
立
て
ば
痛
快
で
、
し

か
も
彼
ら
の
心
理
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
大
神
高
市
万
侶
の
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
さ
お

（
上
巻
二
十
五
話
）
や
「
女
人
、
風
麓
の
行
を
好
み
、
仙
草
を
食
ひ
て
、
現
身

に
天
に
飛
ぷ
縁
」
　
（
上
巻
十
三
話
）
な
ど
と
と
も
に
、
仏
教
的
色
彩
は
う
す
い

が
聴
者
の
心
を
と
ら
え
た
話
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
永
積
安
明
氏
の
「
説
話
文
学
の
本
質
」
に
よ
れ
ば
、
事
件
や
行
動
を
と
お
し

て
人
問
が
浮
き
ぽ
り
に
さ
れ
、
登
場
人
物
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
人
問
を
描
く
や

り
方
が
、
説
話
文
学
独
自
の
表
現
方
法
で
、
こ
こ
に
説
話
文
学
の
本
質
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
永
積
氏
は
そ
の
旦
ハ
体
例
を
今
昔
物
語
の
中
に
あ
げ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
霊
異
記
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
説
話
又
学
の
本
質
に
一
番
近
づ
い
て

い
る
の
は
、
道
場
法
師
系
説
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
場
法
師
系
説
話
は
そ
の
ま

ま
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
今
昔
物
語
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
益
田
勝
美
氏
の
「
日
本
霊
異
記
の
方
法
」
は
、
戦
後
の
代
表
的
霊
異
記
研
先

で
、
説
話
と
は
事
実
講
を
中
心
と
し
た
世
問
話
で
あ
る
こ
と
、
霊
異
記
の
伝
承

者
が
、
地
方
豪
族
を
基
盤
と
し
た
私
度
僧
た
ち
で
あ
る
こ
と
。
従
っ
て
霊
異
記

と
は
私
度
僧
の
文
学
と
規
定
す
る
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二



　
　
　
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て

が
、
道
場
法
師
系
説
話
に
つ
い
て
は
軽
く
み
て
、
上
派
二
話
、
巾
巻
二
十
七
語

に
ふ
れ
な
が
ら
、
話
の
場
で
の
開
放
灼
気
分
に
促
が
さ
れ
て
、
善
報
悪
報
に
か

か
わ
ら
ぬ
話
が
、
霊
異
記
の
巾
に
入
り
こ
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

柳
田
国
男
氏
は
前
掲
論
文
に
て
、
道
場
法
師
系
説
話
と
編
者
景
戒
と
の
深
い
か

か
わ
り
を
感
知
し
、
雷
神
信
仰
を
基
盤
に
、
上
巻
一
話
を
も
含
め
て
、
道
場
法

師
系
説
話
を
説
か
ん
と
し
た
。
そ
し
て
、
栖
軽
↓
道
場
法
師
１
↓
景
戒
と
い

う
系
譜
を
想
定
し
、
栖
軽
の
属
す
る
小
子
部
氏
は
語
部
で
、
景
戒
も
そ
の
家
筋

の
出
と
播
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
益
田
氏
の
軽
視
し
て
い
る
、
霊
異
記
の
か
く

れ
た
謎
に
挑
戦
し
た
卓
論
で
あ
り
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
説
く
所
必
ず
し

も
実
証
を
伴
な
っ
て
お
ら
ぬ
。

　
私
の
考
察
は
柳
田
氏
の
見
解
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
ご
と
く
、

小
子
部
栖
軽
－
道
場
法
師
－
道
照
　
　
行
基
－
景
戒
と
い
う
流
れ
を
考

え
た
い
。
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
小
子
部
氏
は
語
部
で
な
く
、
ま
た
景
戒
も
小

子
部
氏
の
一
門
で
は
な
い
。
景
戒
と
道
場
法
師
を
結
び
っ
け
た
も
の
は
、
明
日

香
の
元
興
寺
で
あ
る
。
　
『
続
日
本
紀
』
の
文
武
四
年
三
月
の
記
事
に
、
道
照
の

卒
伝
が
あ
り
「
天
下
に
周
遊
し
て
、
路
傍
に
井
を
穿
ち
云
々
」
と
あ
る
。
ま
た

行
基
が
各
地
の
池
溝
を
開
発
し
た
こ
と
有
名
は
で
あ
る
。
道
照
、
行
基
と
も
に

帰
化
人
の
血
が
流
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
水
の
開
発
に
あ
た
っ
て
、
彼

ら
に
固
有
信
仰
へ
の
配
慮
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
民
衆
に
水
を
も
た
ら

す
と
い
う
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
栖
軽
や
道
場
法
師
は
道
照
や
行
基
に
っ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

っ
て
く
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
四
人
は
明
日
香
の
元
興
寺
と
か
か
わ
り
が
深

い
。
こ
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ぱ
、
景
戒
に
よ
る
霊
異
記
の
編
纂
と
は
、
明
日
香

の
元
興
寺
に
お
い
て
着
手
さ
れ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
う
る
の
で
あ

る
。（

注
）

　
（
１
）
拙
稿
「
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
第
二
号
）

　
（
２
）
今
野
達
氏
「
元
興
寺
の
大
槻
と
道
場
法
師
」
（
『
専
修
大
国
文
」
第
二
号
）

　
（
３
）
拙
稿
「
霊
異
記
に
お
け
る
類
語
の
考
察
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
第
五
・

　
　
六
合
併
号
）

　
（
４
）
高
取
正
男
氏
「
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
）

　
（
５
）
注
（
３
）
に
同
じ

　
（
６
）
行
基
と
明
日
香
の
元
興
寺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
井
上
薫
氏
著
『
行

　
　
基
』
（
人
物
叢
書
）
と
拙
稿
「
霊
異
記
説
語
の
成
立
事
情
」
参
照

（
７
）
鹿
苑
大
慈
氏
の
「
日
本
法
椙
家
の
系
譜
」
（
『
龍
谷
大
学
論
叢
』
三
五
七

　
　
号
所
収
）
　
に
よ
れ
ば
、
道
照
、
行
基
、
景
戒
は
と
も
に
浅
相
宗
の
僧
侶

　
　
で
、
そ
れ
故
、
思
想
的
立
場
を
同
じ
く
し
て
い
た
と
説
い
て
あ
る
が
、

　
　
明
日
香
の
元
興
寺
に
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ぬ
。

（
８
）
「
尾
張
風
土
記
逸
文
」
に
よ
る
と
、
片
輸
の
里
の
す
ぐ
南
に
あ
る
熱
田

　
　
神
宮
に
は
雷
神
に
つ
い
て
の
伝
承
が
あ
っ
た
。

（
９
）
柳
田
国
男
氏
著
『
妹
の
力
』
所
収

戸
１
０
）
永
積
安
明
氏
「
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