
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
話

構
磐
嶋
の
話
を
中
心
に

黒
　
　
沢

幸
　
　
三

い
　
中
巻
二
十
四
話
の
問
題
点

　
霊
異
記
中
巻
二
十
四
話
に
は
前
も
っ
て
解
明
す
べ
き
二
、
三
の
問
題
が
あ

る
。
ま
ず
本
話
の
主
人
公
、
楢
磐
嶋
で
あ
る
が
、
彼
に
っ
い
て
「
奈
良
の
地
名

に
よ
る
姓
か
」
と
み
て
、
多
分
に
一
般
的
な
呼
ぴ
名
の
よ
う
に
考
え
る
む
き
も

あ
る
が
、
こ
の
「
楢
」
は
奈
良
で
は
な
い
。
昭
和
三
十
三
年
天
理
市
岩
屋
町
西

山
（
ワ
ニ
氏
の
本
拠
地
内
に
あ
た
る
）
に
て
発
堀
さ
れ
た
墓
誌
に
「
大
楢
君
素

止
奈
」
と
あ
る
よ
う
に
、
君
姓
を
持
っ
た
新
羅
系
の
渡
来
人
で
、
現
天
理
市
櫟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

本
町
楢
周
辺
に
蠕
居
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
櫟
本
周
辺
は
古
代
豪
族
ワ
ニ
氏
の

拠
点
で
、
楢
君
氏
は
そ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ワ
ニ
氏
の
勢
力

の
北
上
に
つ
れ
て
楢
君
氏
一
派
が
大
安
寺
近
辺
に
居
住
す
る
こ
と
は
十
分
あ
り

う
る
。
し
か
も
磐
嶋
は
大
安
寺
の
「
修
多
羅
分
の
銭
」
を
借
用
し
て
越
前
の
執

賀
へ
「
交
易
」
に
行
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
架
空
の
話
で
は
な
い
だ
ろ

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ぬ
が

う
　
土
橋
寛
氏
は
「
こ
の
蟹
や
い
づ
く
の
蟹
、
百
伝
ふ
角
鹿
の
蟹
－
…
」
（
記

四
十
二
番
）
の
歌
謡
の
前
半
を
、
敦
賀
地
方
の
ワ
ニ
部
が
族
長
の
ワ
ニ
氏
に
蟹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
貢
納
す
る
時
の
ほ
が
い
の
歌
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
敦
賀
か
ら
櫟
本
へ
の

ル
ー
ト
は
ほ
ぼ
ワ
ニ
氏
の
勢
カ
圏
で
、
こ
の
ほ
が
い
の
蟹
の
ル
ー
ト
と
磐
嶋
の

た
ど
る
ル
ー
ト
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
概
し
て
説
話
は
実
際
に
あ
っ
た

こ
と
を
核
と
し
て
話
す
と
い
う
性
格
が
強
い
が
、
磐
嶋
が
敦
賀
へ
「
交
易
」
に

行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
話
し
手
・
聞
き
手
双
方
に
と
っ
て
事
実
講
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
話
の
聴
衆
は
絵
そ
ら
ご
と
に
耳
を
傾
け
て
い
る
の
で
は
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま
ち

　
っ
ぎ
に
磐
鴫
は
そ
の
帰
り
、
琵
琶
湖
を
船
に
て
渡
る
時
「
忽
然
に
病
を
得
」

た
と
い
う
。
そ
れ
で
船
を
お
り
、
一
人
奈
良
の
家
に
向
か
お
う
と
し
て
、
馬
を

借
り
て
急
ぐ
。
と
こ
ろ
が
あ
と
を
三
匹
の
鬼
が
し
っ
こ
く
追
っ
て
く
る
。
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
が
ど

り
か
ね
て
事
情
を
聞
く
と
「
閻
羅
王
の
關
の
、
楢
磐
嶋
を
召
し
に
往
く
使
な



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

り
」
と
の
答
え
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
話
は
な
か
な
か
に
写
実
的
で
、
路
上

の
歩
み
と
話
の
進
み
が
ぴ
た
り
と
合
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
話
中
に
引
き
こ

む
。
し
か
し
磐
嶋
が
急
に
病
気
に
な
っ
た
こ
と
と
、
鬼
の
出
現
は
い
か
な
る
関

係
に
あ
る
の
か
。
当
時
の
人
々
に
は
自
明
の
こ
と
で
も
わ
れ
わ
れ
に
は
す
ぐ
に

通
ぜ
ぬ
話
も
あ
る
。
霊
異
記
の
注
釈
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
暖
昧
で
あ
る
。
だ

さ
い
わ

が
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
話
に
つ
づ
く
中
巻
二
十
五
話
で
は
、

　
　
讃
岐
の
国
山
田
の
郡
に
、
布
敷
臣
衣
女
有
り
。
聖
武
天
皇
の
み
代
に
、
衣

　
　
　
に
は
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
＾
う

　
　
女
忽
に
病
を
得
た
り
。
時
に
偉
し
く
百
味
を
備
け
て
、
門
の
左
右
に
祭

　
　
　
　
　
　
　
ま
ひ
な
　
　
　
あ
へ

　
　
り
、
疫
神
に
賂
ひ
て
饗
す
。
陥
羅
王
の
使
の
鬼
、
来
り
て
衣
女
を
召
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ね

　
　
其
の
鬼
、
走
り
疲
れ
に
て
、
察
の
食
を
見
て
硯
り
て
就
き
て
、
受
く
。

と
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
み
て
も
人
間
の
俄
の
病
気
と
鬼
の
出
現
は
関
係
が
あ
る

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

　
さ
き
に
磐
嶋
を
追
い
か
け
た
鬼
た
ち
は
疲
れ
て
空
腹
を
う
っ
た
え
る
が
、
磐

嶋
は
彼
ら
に
干
飯
を
与
え
る
。
そ
の
っ
づ
き
は
っ
ぎ
の
ご
と
く
で
、
わ
れ
わ
れ

に
は
う
す
気
味
悪
く
ひ
び
い
て
く
る
場
面
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
使
の
鬼
云
は
く
「
汝
病
我
気
故
不
依
近
。
但
恐
る
る
こ
と
莫
か
れ
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
あ
へ

　
　
ふ
。
終
に
家
に
望
み
、
食
を
備
け
て
饗
す
。
鬼
云
は
く
「
我
、
牛
の
宍
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
へ

　
　
味
を
嗜
む
が
故
に
、
牛
の
宍
を
饗
せ
よ
。
牛
を
捕
る
鬼
は
我
な
り
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

　
　
ふ
。
磐
嶋
云
は
く
「
我
が
家
に
斑
な
る
牛
二
頭
有
り
。
以
て
進
ら
む
が
故

　
　
に
、
唯
我
を
免
せ
」
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ま
ず
こ
の
白
文
の
箇
所
に
っ
い
て
は
、
一
般
に
は
狩
谷
校
斎
に
基
づ
い
て
「
汝
、

我
が
気
に
病
ま
む
が
故
に
、
依
り
近
づ
か
ず
あ
れ
」
と
よ
ま
れ
て
い
る
。
だ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が

こ
こ
を
『
三
宝
絵
詞
』
中
巻
十
四
話
で
は
「
汝
が
や
む
は
我
け
な
り
。
ち
か
く

は
よ
ら
じ
」
と
し
、
『
今
昔
物
語
集
』
二
十
巻
の
十
九
話
で
は
「
汝
ガ
病
ハ
我

等
ガ
気
也
。
近
ハ
ヨ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
気
」
と
は
「
塩
気

立
つ
売
磯
」
（
『
万
葉
集
』
一
七
九
七
番
）
、
さ
ら
に
「
も
の
の
け
」
．
「
毒
気
」

と
い
う
語
も
あ
る
よ
う
に
そ
の
も
の
か
ら
発
散
す
る
精
気
で
あ
る
。
霊
異
記
に

お
い
て
は
気
は
鬼
か
ら
発
散
し
て
お
り
、
磐
嶋
は
鬼
に
会
う
前
か
ら
そ
の
目
に

見
え
ぬ
気
の
た
め
に
病
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
白
文
は
「
汝
の
病
は

我
が
気
の
故
な
り
。
依
り
近
づ
か
ず
あ
れ
」
と
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
気
の
用
例
は
上
代
で
は
接
辞
ふ
う
の
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
が
、
霊
異
記
に

は
大
事
な
例
が
も
う
一
っ
あ
る
。
中
巻
一
話
は
天
平
元
年
長
屋
王
が
殺
さ
れ
る

話
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
元
興
寺
の
法
会
に
お
い
て
物
乞
い
の
沙
弥
の
頭
を

打
っ
た
か
ら
、
そ
の
報
い
と
し
て
自
害
に
追
い
こ
ま
れ
る
に
至
っ
た
と
説
い
て

い
る
因
果
謹
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
中
巻
一
話
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
後
日
謹

と
も
云
う
べ
き
も
の
が
っ
い
て
い
る
。

　
　
唯
親
王
の
骨
は
土
佐
の
国
に
流
す
。
時
に
其
の
国
の
百
姓
死
ぬ
る
も
の
多

　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
　
　
　
　
ま
を

　
　
し
。
云
に
百
姓
患
へ
て
官
に
解
し
て
言
さ
く
「
親
王
の
気
に
依
り
て
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ぺ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
こ

　
　
の
内
の
百
姓
皆
死
に
亡
す
可
し
」
と
ま
を
す
。
天
皇
聞
し
皇
都
に
近
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
　
　
　
は
じ
か
み
　
お
き

　
　
む
が
為
に
、
紀
伊
の
国
の
海
部
の
郡
の
槻
抄
の
奥
の
嶋
に
置
く
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

こ
れ
か
ら
推
察
す
る
に
当
時
は
鬼
ば
か
り
で
な
く
、
死
人
の
霊
も
悪
し
き
気
と

な
っ
て
人
に
作
用
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
怨

霊
の
気
と
解
す
る
の
だ
が
、
こ
の
中
巻
一
話
は
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
磐
嶋
の

話
と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。

　
つ
ぎ
は
使
い
の
鬼
と
牛
の
宍
と
の
問
題
を
解
明
し
た
い
。
こ
の
関
係
の
説
明

も
今
ま
で
は
充
分
に
な
さ
れ
て
お
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
風
が
わ
り
な
中
巻
二
十

四
話
の
持
ち
味
は
掌
握
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
諸
書
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
が
『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
六
月
の
条
に

　
　
戊
寅
に
群
臣
相
語
り
て
日
は
く
「
村
々
の
祝
部
の
所
教
の
随
に
、
或
い
は

　
　
牛
馬
を
殺
し
て
、
諸
の
杜
の
神
を
祭
る
。
或
い
は
頻
に
市
を
移
す
。
或
い

　
　
　
か
は
の
か
み
　
い
の
　
　
　
　
　
　
　
し
る
し

　
　
は
河
伯
を
祷
る
。
既
に
所
数
無
し
」
と
い
ふ
。
蘇
我
大
臣
報
へ
て
日
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
く
、
「
寺
々
に
し
て
大
乗
経
典
を
転
読
み
ま
っ
る
べ
し
。
悔
過
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
仏
の
説
き
た
ま
ふ
所
の
如
く
し
て
、
敬
び
て
雨
を
祈
は
む
」
と
い
ふ
云

　
　
々
。

と
あ
り
、
『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
年
九
月
の
条
に
、

　
　
断
一
伊
勢
。
尾
張
。
近
江
。
美
濃
。
若
狭
。
越
前
。
紀
伊
等
国
百
姓
。
殺
レ

　
　
牛
用
祭
二
漢
神
一
。

と
あ
り
。
『
類
聚
国
史
』
巻
第
十
、
雑
祭
条
に
も
、

　
　
延
暦
廿
年
四
月
己
亥
、
越
前
国
禁
行
口
加
□
］
屠
レ
牛
祭
レ
神
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
わ
が
国
の
古
代
社
会
に
お
い
て
、
牛
を
殺
し
て
神

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

を
祭
る
所
謂
殺
牛
祭
神
の
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
信
仰
が
祈
雨
と
も
関
連

し
て
い
た
こ
と
等
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
神
は
漢
神
で
も
あ
っ
た
。
す
る
と

こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
　
「
漢
神
の
崇
に
依
り
牛
を
殺
し
て
祭
り
、
又
放
生

の
善
を
修
し
て
、
現
に
善
悪
の
報
を
得
る
縁
」
と
い
う
題
を
持
つ
霊
異
記
の
中

巻
五
話
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
漢
神
を
祭
る
た
め
牛
を
殺
し
っ
づ
け
て
い
た
者
が
、
あ
る
時
以
後
悔

悟
し
て
償
い
の
た
め
多
く
の
放
生
を
行
な
い
、
死
後
閣
羅
王
宮
で
殺
生
と
放
生

の
ど
ち
ら
の
報
い
を
受
け
る
べ
き
か
の
裁
判
を
さ
れ
、
多
数
の
支
持
を
受
け
て

蘇
生
し
、
九
十
余
才
ま
で
長
生
し
た
話
で
あ
る
。
こ
の
閻
羅
王
宮
の
裁
判
に
お

い
て
、
富
め
る
主
人
公
が
牛
を
殺
し
た
理
由
は
「
崇
れ
る
鬼
神
を
杷
ら
む
が
為

に
殺
害
せ
る
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
「
漢
神
」
は
「
鬼
神
」
と

も
云
わ
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
は
中
巻
一
話
の
「
親
王
の
気
」
と
同
じ
く
崇
る
力

を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
力
が
鬼
の
気
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
同
じ
く
中
巻
五
話
に
お
い
て
、
殺
さ
れ
た
牛
た
ち
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
す

　
　
是
の
人
、
主
と
作
り
我
が
四
足
を
載
り
て
、
廟
に
杷
り
利
を
乞
ひ
、
腫
に

　
　
き

　
　
賊
り
て
肴
に
食
ひ
し
を
。

と
云
う
。
こ
れ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
鬼
神
の
毒
気
を
払
う
た
め
病
者
も
健
康
な

者
も
牛
を
殺
し
て
神
に
捧
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
肉
を
わ
か
ち
食
べ
合
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
当
時
の
殺
牛
察
神
の
具
体
的
な
姿
で
あ
ろ
う
。
す
る
と

磐
嶋
が
鬼
に
「
斑
な
る
牛
」
を
捧
げ
た
と
あ
る
の
は
、
牛
肉
を
好
物
と
す
る
鬼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

神
に
牛
を
捧
げ
て
鬼
の
気
を
や
わ
ら
げ
、
な
ん
と
か
病
か
ら
免
れ
よ
う
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
う
　
　
　
　
あ
へ

の
で
あ
り
、
ま
た
「
食
を
備
け
て
饗
」
し
た
の
も
、
鬼
神
を
饗
応
し
て
撃
退
し

よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
話
の
背
景
に
は
当
時
の
信
仰
や

習
俗
が
は
っ
き
り
と
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
云
わ
ば
こ
の
話
の
制
作
者
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま

よ
う
な
信
仰
や
習
俗
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
生
の
ま
ま
で
は
出
さ
な
い

で
、
い
き
い
き
し
た
会
話
を
入
れ
た
り
説
明
部
分
を
脚
色
し
た
り
し
て
本
話
を

形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
わ
れ
わ
れ
が
異
様
に
感
じ
と
る
こ

の
奇
談
は
、
当
時
に
お
い
て
は
筋
の
よ
く
と
お
っ
た
面
白
い
話
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
神
田
秀
夫
氏
は
そ
の
著
『
日
本
の
説
話
』
に
お
い
て
、
本
話
に
で

て
く
る
三
匹
の
鬼
を
「
落
晩
し
た
帰
化
人
の
屠
殺
者
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
あ
た
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
よ
り
さ
き
に
で
き
た
霊
異
記
に
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
は
あ

る
が
『
今
昔
物
語
集
』
と
同
じ
く
、
二
話
一
類
形
式
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
最
た

る
例
は
と
も
に
信
濃
国
小
県
の
郡
を
舞
台
と
す
る
下
巻
の
二
十
二
話
と
同
二
十

三
話
で
あ
る
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
冥
府
の
使
い
で
あ
る
鬼
を
饗
応
し
て
冥
府
行

き
を
免
れ
る
と
い
う
点
で
は
中
巻
の
二
十
四
話
と
二
十
五
話
は
類
話
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
鬼
神
と
同
じ
漢
神
が
あ
ら
わ
れ
、
且
っ
牛
を
殺
す
話
を
含
む
中
巻
五

話
は
す
で
に
み
た
ご
と
く
中
巻
二
十
四
話
と
の
間
に
親
近
性
が
み
ら
れ
る
。
し

か
も
こ
の
話
も
閻
羅
王
の
君
臨
す
る
冥
府
の
世
界
を
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま

た
長
屋
王
の
自
害
と
い
う
史
実
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
中
巻
一
話
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

す
で
に
本
文
を
引
用
し
た
よ
う
に
特
に
本
稿
の
テ
ー
マ
と
係
わ
り
の
あ
る
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ
か
み
　
　
お
き

は
、
紀
伊
の
国
海
部
の
郡
の
淑
抄
の
奥
の
嶋
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
こ
は
霊
異
記

の
編
者
景
戒
の
出
身
地
と
目
さ
れ
る
同
国
名
草
郡
の
隣
で
、
し
か
も
景
戒
を
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

や
航
海
に
関
連
の
強
い
古
代
吉
士
の
後
喬
と
す
る
と
、
中
巻
一
話
は
景
戒
の
熟

知
せ
る
郷
里
の
伝
承
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
殺
牛
祭

神
の
信
仰
は
怨
霊
思
想
と
深
い
関
係
に
あ
る
。
こ
の
怨
霊
の
問
題
に
触
れ
て
い

る
中
巻
一
話
は
前
の
三
つ
の
話
と
結
び
つ
く
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
以

上
の
四
つ
の
話
は
一
群
の
も
の
と
見
傲
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
磐
嶋
の
話
を
め
ぐ
っ
て
意
味
の
不
明
確
な
所
を
検
討
し
て
き
た
が
、
本
話
は

か
く
の
ご
と
く
孤
立
し
た
話
で
は
な
い
。
一
般
に
説
話
文
学
は
相
互
に
無
関
係

な
断
片
的
な
話
の
寄
せ
集
め
で
、
体
裁
は
集
の
形
を
と
る
。
仮
に
関
連
が
あ
る

と
し
て
も
前
後
の
二
話
に
限
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
る
に
本
話
に
は

有
機
的
に
結
び
っ
い
て
い
る
他
の
話
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
を
こ
こ
で
は

殺
牛
祭
神
系
説
話
と
呼
ん
で
み
よ
う
。
こ
の
殺
牛
祭
神
系
説
話
は
同
じ
霊
異
記

に
見
出
さ
れ
る
説
話
群
の
道
場
法
師
系
説
話
と
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。目

　
中
巻
二
十
四
話
の
形
成
過
程

順
序
が
前
後
し
た
が
中
巻
二
十
四
話
の
あ
ら
す
じ
を
書
い
て
み
よ
う
。

　
奈
良
の
住
人
楢
磐
嶋
は
聖
武
天
皇
の
時
代
、
大
安
寺
の
御
用
商
人
と
し
て



寺
の
「
修
多
羅
分
の
銭
」
を
借
用
し
、
敦
賀
ま
で
商
売
に
で
か
け
た
。
そ

の
帰
り
急
に
病
気
に
な
り
、
一
人
奈
良
の
家
へ
向
っ
た
。
辛
崎
（
唐
崎
）
、

宇
治
橋
と
い
そ
ぐ
道
を
三
匹
の
鬼
が
追
い
か
け
て
く
る
。
気
味
が
悪
い
の

で
聞
い
て
み
る
と
「
閻
羅
王
の
使
い
で
磐
嶋
を
召
し
に
き
た
の
だ
」
と
答

え
る
。
驚
く
磐
嶋
を
尻
目
に
「
実
は
お
前
の
家
ま
で
行
っ
た
の
だ
が
、
寺

の
守
護
神
で
あ
る
四
天
王
に
寺
の
た
め
商
売
に
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
許

し
て
や
っ
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
お
前
を
探
し
求
め
、
空
腹
を

か
か
え
て
い
る
次
第
だ
が
何
か
な
い
か
」
と
云
う
。
磐
嶋
は
持
参
の
干
飯

を
鬼
た
ち
に
与
え
た
。
　
「
お
前
の
病
気
は
わ
れ
わ
れ
の
気
に
よ
る
も
の

だ
。
あ
ま
り
近
づ
く
な
。
し
か
し
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
ぞ
」
と
云
う
。
そ

れ
を
聞
い
て
磐
嶋
は
当
時
の
習
慣
に
な
ら
い
、
珍
味
を
備
え
て
饗
応
し

た
。
す
る
と
鬼
は
本
音
を
吐
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
に
は
牛
の
肉
が
好
物
な

の
だ
。
準
備
し
て
も
ら
え
な
い
か
。
牛
を
と
る
鬼
と
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
と

だ
」
と
は
っ
き
り
云
う
。
磐
嶋
は
す
か
さ
ず
「
牛
の
肉
は
進
ぜ
る
か
ら
冥

府
行
き
は
勘
弁
願
い
た
い
」
と
頼
み
こ
ん
だ
。
こ
こ
で
取
引
き
は
成
立

し
、
施
し
に
対
し
て
恩
を
感
じ
て
い
る
鬼
た
ち
は
相
談
の
結
果
、
磐
嶋
と

同
じ
く
戊
寅
生
ま
れ
の
相
八
卦
読
（
易
者
）
を
代
り
と
し
て
連
行
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
鬼
た
ち
は
「
閻
羅
王
に
罰
せ
ら
れ
る
の
を
脱
れ
る

た
め
、
わ
れ
わ
れ
の
名
を
呼
ん
で
、
金
剛
般
若
経
百
巻
を
読
ん
で
く
れ
」

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
を
告
げ
て
消
え
て
行
っ
た
。
翌
日
み
る
と
磐
嶋
の
家

　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

の
牛
が
一
匹
死
ん
で
い
た
。
磐
嶋
は
い
そ
ぎ
大
安
寺
の
南
塔
院
へ
行
き
、

当
時
ま
だ
沙
弥
で
あ
っ
た
仁
耀
法
師
に
こ
と
の
次
第
を
話
し
た
。
仁
耀
が

二
日
か
か
っ
て
百
巻
の
お
経
を
読
み
あ
げ
る
と
、
翌
日
鬼
は
お
礼
を
申
し

に
や
っ
て
き
た
。
か
く
て
磐
嶋
は
九
十
余
才
ま
で
長
生
き
を
し
た
。
　
（
以

下
は
つ
ぎ
の
ご
と
ぎ
景
戒
の
結
び
の
こ
と
ば
で
終
っ
て
い
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
が
ふ

　
　
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

　
　
ま
ぬ
か

　
　
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

　
　
ひ
召
す
難
を
脱
る
。
花
を
売
る
女
人
は
、
何
利
天
に
生
ま
れ
、
毒
を
供
す

　
　
　
き
く
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
　
る
掬
多
は
、
返
り
て
善
心
を
生
ず
と
い
ふ
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

　
こ
こ
に
磐
嶋
と
対
比
さ
れ
て
い
る
「
大
唐
の
徳
玄
」
に
っ
い
て
、
狩
谷
校
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
ス
　
　
フ

の
『
日
本
霊
異
紀
孜
証
』
は
「
太
平
広
記
報
応
部
載
云
出
二
報
応
記
一
」
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
岩
淵
悦
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
『
報
応
記
』
は
霊
異
記
よ
り

は
後
に
成
立
し
た
も
の
で
校
斎
の
説
は
正
し
く
な
く
、
徳
玄
と
は
唐
の
孟
献
忠

の
撰
に
な
る
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
上
巻
救
護
篇
に
出
て
く
る
人
物
で
あ

り
、
し
か
も
霊
異
記
上
巻
の
序
文
に
あ
る
『
般
若
験
記
』
と
は
こ
の
『
金
剛
般

若
経
集
験
記
』
　
（
以
下
『
集
験
記
』
と
略
記
す
る
）
の
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て

い
る
。
念
の
た
め
こ
こ
に
上
巻
の
序
文
の
該
当
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
昔
漢
地
に
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

　
　
他
国
の
伝
録
に
慎
し
み
て
、
自
土
の
奇
事
を
信
け
恐
り
弗
ら
む
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

こ
れ
に
よ
る
と
景
戒
は
明
白
に
『
集
験
記
』
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
一
歩
進
め
て
云
え
ば
景
戒
は
こ
の
書
所
収
の
話
を
原
拠
と
し
て
磐
嶋
の
話

を
形
成
し
た
と
云
え
よ
う
。

　
『
集
験
記
』
は
上
巻
の
救
護
篇
十
三
に
徳
玄
の
話
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
も

長
い
話
で
あ
る
か
ら
要
旨
だ
け
を
記
し
て
み
ょ
う
。

　
　
徳
玄
が
楊
州
の
按
察
に
な
り
准
水
を
渡
る
と
き
、
一
人
の
し
よ
げ
た
者
を

　
　
見
て
あ
わ
れ
み
を
感
じ
、
船
に
乗
せ
食
事
を
与
え
た
。
や
が
て
船
を
降
り

　
　
馬
で
道
を
行
く
と
例
の
者
が
っ
い
て
く
る
。
「
お
前
は
誰
だ
」
と
聞
く
と
、

　
　
「
冥
府
の
王
の
使
い
の
鬼
で
、
貴
君
を
召
し
に
き
た
の
だ
」
と
云
う
。
徳

　
　
玄
は
「
何
と
か
免
れ
る
方
策
は
な
い
か
」
と
頼
み
こ
む
わ
け
だ
が
「
貴
君

　
　
は
食
物
を
く
れ
た
の
だ
し
、
俺
は
ひ
と
ま
ず
消
え
失
せ
よ
う
。
た
だ
し
金

　
　
剛
波
若
経
を
一
干
遍
謂
し
た
ら
ま
た
相
談
に
こ
よ
う
」
と
答
え
る
。
楊
州

　
　
に
て
徳
玄
が
お
経
を
読
み
終
わ
る
と
、
鬼
が
あ
ら
わ
れ
「
と
も
に
王
に
会

　
　
お
う
」
と
て
徳
玄
を
具
し
て
冥
府
へ
行
く
。
し
か
し
結
局
は
許
さ
れ
て
徳

　
　
玄
は
娑
婆
へ
立
ち
も
ど
っ
た
。
の
ち
鬼
が
ま
た
あ
ら
わ
れ
食
物
と
金
を
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
求
す
る
と
と
も
に
、
徳
玄
に
は
道
士
を
招
い
て
お
は
ら
い
を
す
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
す
す
め
る
。
何
回
も
お
は
ら
い
を
し
た
の
ち
、
徳
玄
は
自
分
の
今
後
の
官

　
　
位
や
寿
命
に
っ
い
て
た
ず
ね
た
。
「
現
在
の
宗
正
卿
よ
り
っ
ぎ
っ
ぎ
に
昇

　
　
任
し
て
左
相
に
な
り
、
六
十
四
才
ま
で
生
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
鬼
は
云
っ

　
　
た
。
徳
玄
の
そ
の
後
の
生
涯
は
鬼
の
予
言
ど
お
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

こ
れ
ら
中
国
と
日
本
の
両
話
を
比
較
し
な
が
ら
、
中
巻
二
十
四
話
の
形
成
を
論

じ
よ
う
。
前
者
に
出
て
く
る
人
物
は
、
徳
玄
と
鬼
一
匹
、
冥
府
の
王
、
冥
府
の

紫
の
衣
を
着
た
る
人
、
道
士
で
、
徳
玄
を
除
い
て
は
実
在
性
が
う
す
く
、
ま
た

個
性
味
も
な
い
。
そ
れ
に
対
し
後
者
に
出
て
く
る
人
物
は
、
磐
嶋
と
鬼
三
匹
、

戦
凧
の
社
の
譜
の
相
八
卦
読
、
沙
弥
仁
耀
で
、
鬼
以
外
は
実
在
性
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
沙
弥
仁
耀
で
あ
る
が
、
彼
は
『
元
亨
釈
書
』
第
十
二
、
忍
行
の
部

に
っ
ぎ
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
者
で
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て

実
在
し
た
僧
侶
で
あ
る
。

　
　
釈
仁
耀
。
姓
石
寸
氏
。
和
州
葛
木
上
郡
人
。
幼
歳
薙
染
。
姿
儀
卑
倭
。

　
　
取
二
侮
リ
テ
路
人
一
。
而
不
二
以
介
ラ
懐
。
性
慈
懸
。
饒
二
身
蚤
姦
蚊
蜻
一
。
忍
二

　
　
可
シ
テ
苦
辱
一
あ
＾
心
ヲ
真
乗
一
。
延
暦
十
五
年
二
月
卒
。
歳
七
十
五
。

す
る
と
大
安
寺
を
通
じ
て
の
磐
嶋
と
若
か
り
し
頃
の
仁
耀
と
の
取
合
わ
せ
は
単

な
る
机
上
の
創
作
と
見
傲
す
わ
け
に
は
行
か
な
く
な
る
。
ま
た
当
寺
が
「
修
多

羅
分
の
銭
」
を
蔵
し
て
い
た
こ
と
は
大
安
寺
の
資
料
の
示
す
所
で
あ
り
、
「
大

安
寺
の
南
塔
院
に
参
ゐ
入
り
」
と
い
う
書
き
方
も
詳
細
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
巻

二
十
四
話
の
そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
大
安
寺
に
て
語
ら
れ
て
い
た
奇
異
な
る
事

実
課
と
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
磐
嶋
を
主

人
公
に
し
、
仁
耀
を
脇
役
と
し
た
単
純
な
噂
話
程
度
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
磐
嶋
は
大
安
寺
の
御
用
商
人
と
し
て
寺
の
金
を
借
り
て
敦
賀
へ
行
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
疫
病
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
当
時
疫
病
は
鬼
神
の
も
た
ら
す



　
　
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
懇
意
に
し
て
い
た
沙
弥
仁
耀
を
頼
ん
で

　
　
厄
よ
け
の
お
経
を
よ
ん
で
も
ら
っ
た
。
読
経
の
効
果
は
大
い
に
あ
り
、
磐

　
　
嶋
の
病
気
は
な
お
っ
て
、
し
か
も
長
寿
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

　
　
れ
は
磐
嶋
が
寺
の
た
め
尽
力
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。

こ
の
話
が
景
戒
に
達
し
、
そ
こ
に
て
第
二
の
変
貌
を
と
げ
て
今
み
る
形
に
な
っ

た
と
考
え
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
霊
異
記
に
は
大
安
寺
関
係
の
話
が
六
つ

あ
る
。
　
「
薬
師
寺
沙
門
」
と
い
う
肩
書
を
持
っ
景
戒
は
当
然
奈
良
の
都
を
知
っ

て
い
た
わ
け
だ
が
、
特
に
彼
と
大
安
寺
を
結
び
っ
け
た
の
は
沙
弥
仁
耀
で
は
な

か
ろ
う
か
。
何
故
と
い
う
に
こ
の
仁
耀
に
関
し
て
「
未
だ
受
戒
せ
ざ
り
し
時
な

り
」
と
、
本
文
中
に
割
注
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
霊
異
記
に
お
い
て
割
注
を
持

っ
て
い
る
人
物
や
事
項
は
概
し
て
景
戒
と
関
係
の
深
い
も
の
が
多
い
。
こ
の
割

注
の
意
味
は
仁
耀
を
「
沙
弥
仁
耀
」
と
記
し
た
こ
と
の
説
明
で
あ
る
が
、
一
歩

突
っ
込
ん
で
云
え
ば
、
こ
の
話
の
定
着
し
た
設
階
で
は
彼
は
『
元
亨
釈
書
』
に

あ
る
よ
う
に
、
高
僧
と
し
て
周
知
の
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を

「
沙
弥
」
と
記
す
の
は
読
み
手
や
聞
き
手
に
対
し
て
お
か
し
い
の
で
、
実
は
若

い
時
の
話
な
の
だ
と
説
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
仁
耀
は
延
暦
十
五
年
に

没
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
前
年
の
延
暦
十
四
年
に
は
景
戒
は
伝
燈
住
位
を
得
て

い
る
（
下
巻
三
十
八
話
）
。
お
そ
ら
く
景
戒
と
仁
耀
は
帽
懇
の
間
柄
で
、
し
か

も
仁
耀
の
死
ん
だ
延
暦
年
間
に
こ
そ
こ
の
中
巻
二
十
四
話
は
定
着
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
後
に
触
れ
る
が
磐
嶋
の
話
に
は
延
暦
期
の
時
代
思
潮
が

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
本
論
に
も
ど
っ
て
霊
異
記
と
『
集
験
記
』
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
ま

ず
大
き
な
類
似
点
と
し
て
は
、
両
主
人
公
が
と
も
に
旅
上
に
あ
り
冥
府
の
使
い

の
鬼
に
会
う
。
そ
の
鬼
に
食
物
を
与
え
る
。
鬼
に
読
経
を
頼
ま
れ
る
。
両
主
人

公
と
も
に
天
寿
を
全
う
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
相
違
点
は
多
い
。
『
集
験
記
』
に
お
い
て
徳
玄
は
別
人
を
送
る
こ
と
な
く
本

人
が
一
度
冥
府
へ
連
行
さ
れ
て
い
る
し
、
道
士
な
る
者
が
登
場
し
、
さ
ら
に
徳

玄
の
未
来
に
つ
い
て
鬼
の
予
言
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
よ
り
大
き
な
問
題

は
両
話
に
お
い
て
は
鬼
の
性
格
が
異
な
り
、
ま
た
霊
異
記
に
は
相
八
卦
読
な
る

者
が
登
場
し
て
い
る
。

　
一
読
し
て
明
白
な
こ
と
だ
が
『
集
験
記
』
の
鬼
は
暗
く
し
ょ
ん
ぼ
り
と
描
か

れ
、
牛
を
食
べ
た
り
も
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
霊
異
記
の
鬼
は
「
汝
を
召
す
に
日

を
累
ね
て
、
我
は
飢
ゑ
疲
れ
ぬ
。
若
し
食
物
有
り
や
」
と
チ
ャ
ッ
カ
リ
し
た
こ

と
を
云
う
。
磐
嶋
が
干
飯
を
与
え
る
と
「
汝
の
病
は
我
が
気
の
故
な
り
云
々
」

と
正
直
そ
う
に
応
答
す
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
、
　
「
我
、
牛
の
宍
の
味
を
嗜
む

が
故
に
、
牛
の
宍
を
饗
せ
よ
」
と
勝
手
な
こ
と
を
云
う
。
こ
れ
ら
が
当
時
の
習

俗
の
上
に
立
っ
て
考
案
さ
れ
た
会
話
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の

よ
う
に
鬼
は
い
き
い
き
と
振
舞
い
、
人
間
的
に
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の

鬼
の
登
場
で
最
も
笑
い
を
誘
う
の
は
、
二
の
名
は
高
佐
麻
呂
、
二
の
名
は
中

知
麻
呂
、
三
の
名
は
槌
麻
呂
ぞ
」
と
鬼
が
そ
れ
ぞ
れ
の
名
を
告
げ
る
箇
所
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

る
。
山
田
孝
雄
氏
の
『
三
宝
絵
略
注
』
に
よ
る
と
、
　
「
槌
」
は
土
の
宛
字
で
最

低
を
意
味
す
る
と
あ
る
か
ら
、
高
・
中
・
槌
は
鬼
の
背
の
順
序
を
示
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
命
名
は
話
の
読
み
手
や
聞
き
手
に
と
っ
て
は
ま
こ

と
に
面
白
い
。
説
話
好
み
の
景
戒
の
手
腕
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
れ
と
並
ん
で
鬼
の
出
現
を
伏
線
と
し
、
中
程
に
て
磐
嶋
の
病
気
は
実
は
鬼
の

気
に
よ
る
も
の
だ
と
暴
露
す
る
箇
所
も
可
笑
味
が
あ
る
。
こ
こ
は
話
の
落
ち
と

も
云
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
盛
り
あ
が
り
を
景

戒
は
机
上
に
お
い
て
の
み
な
し
と
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
別
稿
に
お
い
て

景
戒
に
遊
行
僧
と
し
て
の
一
面
を
指
摘
し
た
。
三
匹
の
鬼
に
大
中
小
の
名
を
与

え
た
の
は
説
教
と
い
う
実
践
の
中
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
創
意
の
う
ら
に

は
聞
き
手
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
説
話
に
お
け
る
創
造
と
は
か
く

の
ご
と
き
場
合
を
云
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聴
衆
で
あ
る
民
衆
の
多
様
な
関

心
を
無
視
し
て
は
創
造
は
あ
り
え
な
い
。
説
話
の
狙
い
は
興
味
や
笑
い
だ
が
、

そ
れ
は
聞
き
手
の
反
応
や
関
心
に
も
依
存
し
て
い
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。

　
こ
の
こ
と
は
「
率
川
の
社
の
許
の
相
八
卦
読
」
の
検
討
を
通
じ
て
も
主
張
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
率
川
と
は
春
日
山
よ
り
発
し
て
猿
沢
池
の
南
を
め
ぐ
り
、

西
流
し
て
佐
保
川
と
合
す
る
小
川
だ
が
、
そ
の
河
畔
に
式
内
率
川
坐
大
神
御
子

神
社
と
そ
の
若
宮
の
率
川
阿
波
神
社
が
あ
っ
た
。
「
率
川
の
社
」
は
そ
の
ど
ち
ら

か
を
指
す
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
寄
食
す
る
か
の
ご
と
く
「
相
八
卦
読
」
が
い
た

と
す
る
の
は
ま
こ
と
に
頷
か
れ
る
話
で
あ
る
。
下
巻
三
十
八
話
に
で
て
く
る
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

文
事
象
の
記
録
が
見
事
的
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
私
は
景
戒
に
民
間
の
陰
陽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

師
・
呪
術
師
の
一
面
を
み
る
者
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
説
教
師
と
は
呪
術
師
で
あ

り
予
言
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
相
八
卦
読
」
と
は
同
じ
く
民
間
の
陰

陽
師
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
度
僧
く
ず
れ
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
律
令
政

府
か
ら
出
さ
れ
た
度
々
の
禁
令
か
ら
み
て
も
、
か
く
の
ご
と
き
輩
が
都
の
杜
寺

に
寄
食
し
て
い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
自
度
僧
と
し
て
の
経
歴
を
持

つ
景
戒
は
こ
の
よ
う
な
連
中
と
も
交
流
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
民
衆
も
か
く

の
ご
と
き
「
相
八
卦
読
」
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
話
し
手
・
聞
き
手

双
方
承
知
の
人
物
や
事
項
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
説
話
形
成
の
方
法
で
あ
る
。

説
教
師
景
戒
は
そ
の
手
に
し
っ
か
り
と
民
衆
の
心
を
撫
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
中
巻
二
十
五
話
は
『
冥
報
記
』
下
を
原
拠
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
中
巻
二
十

四
話
が
『
集
験
記
』
に
想
を
得
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
大
安
寺

を
中
心
と
し
た
事
実
課
へ
の
立
脚
、
当
時
の
信
仰
や
習
俗
の
摂
取
、
さ
ら
に
は

説
教
と
い
う
実
践
活
動
を
経
過
し
て
、
こ
の
話
が
興
味
深
い
説
話
と
し
て
定
着

さ
れ
た
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
本
話
形
成
の
秘
密
は
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
大
安
寺
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
は
一

つ
の
素
材
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
集
験
記
』
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の

素
材
や
ヒ
ン
ト
を
生
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
を
面
白
く
組
立
て
、
そ
の
時
代

に
合
っ
た
着
色
を
施
し
て
結
晶
さ
せ
た
の
が
景
戒
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
大
安

寺
内
部
と
い
う
狭
い
範
囲
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
来
説
話
の
翻
案



で
も
な
く
、
当
時
代
に
生
き
る
民
衆
と
い
う
広
い
属
に
話
し
か
け
る
い
き
い
き

し
た
説
話
文
学
で
あ
っ
た
。

　
芳
賀
矢
一
氏
は
『
孜
証
今
沓
物
語
集
」
の
序
論
に
て

　
　
斯
し
て
平
安
朝
の
初
、
延
暦
年
間
に
は
、
冥
報
記
、
冥
報
記
拾
遺
等
に
収

　
　
め
ら
れ
た
説
話
と
同
形
式
の
も
の
が
、
地
名
と
人
名
と
を
日
本
に
改
め

　
　
て
、
日
本
霊
異
記
と
な
っ
て
現
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
岩
淵
悦
太
郎
氏
は
前
記
論
文
に
て
多
少
の
批
判

を
浴
び
せ
な
が
ら
も
、
磐
鳴
の
話
に
関
し
て
は
こ
の
見
解
を
認
め
ん
と
し
て
い

る
。
し
か
し
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
巾
巻
二
十
四
話
に
つ
い
て
は
芳
賀
説
は

通
用
し
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
説
話
に
関
し
て
は
景
戒
は
翻
案
者
で

は
な
く
、
作
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

目
　
道
場
法
師
系
説
話
と
殺
牛
祭
神
系
説
話

　
佐
伯
有
清
氏
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
延
暦
時
代
に
民
衆
が
祭
っ
た
漢
神

と
は
怨
霊
神
で
あ
り
、
か
か
る
怨
霊
神
を
祭
る
こ
と
は
八
世
紀
前
半
頃
か
ら
起

り
、
そ
の
盛
行
を
み
た
の
は
桓
武
天
皇
の
延
麻
旧
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
代

に
は
不
幸
な
死
に
方
を
し
た
早
良
親
王
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
戸
皇
子
．
井
上

内
親
王
な
ど
の
怨
霊
が
崇
り
を
な
す
と
考
え
ら
れ
、
民
衆
は
そ
の
よ
う
な
政
治

的
敗
者
に
同
情
し
な
が
ら
も
特
定
の
亡
魂
を
祭
ら
な
い
で
、
崇
り
の
神
と
し
て

一
般
化
さ
れ
た
漢
神
を
祭
っ
た
。
そ
し
て
牛
を
殺
し
て
漢
神
に
搾
げ
て
怨
霊
を

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

な
ぐ
さ
め
、
そ
の
火
り
を
国
家
の
支
配
者
（
桓
武
天
皇
）
に
柾
じ
去
つ
、
し
し
た

　
、
紬

と
し
う

　
す
で
に
み
て
き
た
ご
と
く
中
巻
二
十
四
話
に
は
、
た
と
え
鬼
神
の
崇
り
で
病

ん
で
い
る
者
で
も
鬼
神
に
饗
応
し
た
り
、
牛
肉
を
与
え
れ
ば
、
崇
り
を
免
れ
た

り
他
の
者
へ
転
嫁
で
き
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
と
延
暦
期
の
民

間
に
お
け
る
怨
霊
思
想
と
は
別
個
の
も
の
で
は
な
い
。
磐
嶋
の
代
り
に
冥
府
へ

連
れ
行
か
れ
る
「
相
八
卦
読
」
を
国
家
の
支
配
者
に
か
え
た
ら
、
こ
れ
は
そ
の

ま
ま
延
桝
時
代
の
怨
霊
思
想
に
つ
な
が
っ
て
行
く
。
一
方
、
現
に
景
戒
は
下
巻

三
十
八
条
に
て
童
謡
を
載
せ
な
が
ら
桓
武
の
登
極
に
ふ
れ
、
桓
武
と
そ
の
同
母

弟
早
良
親
王
の
長
岡
遷
都
を
記
し
、
さ
ら
に
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
言
及
し
て

い
る
。
こ
の
種
継
暗
殺
事
件
と
は
そ
れ
に
連
座
し
、
や
が
て
淡
路
へ
流
さ
れ
る

早
良
親
王
の
死
を
も
意
味
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

　
天
文
観
測
を
通
し
て
長
岡
遷
都
（
延
暦
二
年
）
と
種
継
暗
殺
事
件
（
延
暦
四

年
）
を
予
知
し
た
景
戒
は
続
く
延
暦
六
年
に
「
漸
悦
の
心
を
発
」
し
な
が
ら
一

大
回
心
に
向
か
う
。
つ
ま
り
景
戒
の
回
心
は
阜
良
親
王
の
不
幸
な
死
と
い
う
騒

が
し
い
風
潮
の
中
で
行
な
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
私
は
こ
の
回
心
が
霊
異
記
の
編

纂
へ
つ
な
が
っ
て
行
く
と
み
る
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
延
暦
六
年
に
み
る
夢
に

観
音
に
係
わ
る
こ
と
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
符
合
す
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

よ
う
に
霊
異
記
に
は
観
音
信
仰
を
背
景
に
持
っ
た
説
話
が
か
な
り
あ
る
。
ま
た

下
巻
の
序
文
も
延
麻
六
年
と
い
う
年
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
か
ら
霊
異
記
の
中
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霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

に
怨
霊
思
想
の
投
影
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
云
え
よ
う
。
中
巻
二
十
四
話

に
っ
い
て
は
す
で
に
み
て
き
た
が
、
仁
耀
法
師
が
没
し
て
四
年
後
の
延
暦
十
九

年
が
、
例
の
早
良
親
王
を
崇
道
天
皇
と
追
称
し
た
年
で
、
い
わ
ば
怨
霊
思
想
盛

行
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
延
暦
期
の
世
相
を
か
な
り
描

い
て
い
る
景
戒
の
自
伝
は
こ
の
延
暦
十
九
年
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
さ
き
に
引
用
し
た
中
巻
二
十
五
話
の
冒
頭
も
、
守
屋
氏
に
よ
っ
て
道
饗
祭
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
門
祭
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
指
摘
は
正
し
い
が
、
や
は
り
怨

霊
や
鬼
魅
を
追
い
は
ら
お
う
と
い
う
意
図
は
み
え
て
い
る
。
中
巻
五
語
は
正
面

か
ら
殺
牛
を
取
扱
い
、
そ
れ
が
ま
た
始
め
に
ふ
れ
た
延
暦
十
年
と
二
十
年
の
禁

令
に
内
容
が
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
中
巻
二
十
五
・
中
巻
五
の

両
話
は
と
も
に
『
冥
報
記
』
を
原
拠
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
景

戒
の
手
に
な
る
公
算
は
強
い
。
中
巻
一
話
の
事
件
は
天
平
元
年
の
こ
と
で
は
あ

る
が
不
幸
な
死
で
あ
り
、
そ
の
気
が
崇
る
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
怨
霊
思
想
の

前
ぷ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
話
に
は
景
戒
の
郷
国
の
伝
承
が
加
わ
り
、
ま

た
延
暦
十
年
の
禁
令
に
は
『
紀
伊
等
国
百
姓
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
景
戒
は
富

豪
な
百
姓
た
ち
が
牛
を
殺
し
な
が
ら
饗
宴
を
張
る
騒
ぎ
を
ま
の
あ
た
り
経
験
し

た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
殺
牛
祭
神
系
説
話
は
延
暦
期
の
中
央
や
地
方
の
怨
霊

思
想
と
関
連
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
説
話
の
背
後
に
は
景
戒
の
存
在
が
考
え

ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
前
記
論
文
に
て
佐
伯
氏
は
殺
牛
祭
神
の
行
な
わ
れ
た
理
由
と
し
て
、
主
に
Ｈ

雨
乞
い
の
た
め
と
、
目
崇
り
を
枝
う
た
め
の
二
つ
を
あ
げ
、
し
か
も
こ
の
二
つ

を
切
り
は
な
し
後
者
に
カ
点
を
置
い
て
説
い
て
い
る
。
一
方
、
林
屋
辰
三
郎
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
こ
の
見
解
を
認
め
な
が
ら
も
、

　
　
こ
の
よ
う
に
殺
牛
祭
神
の
信
仰
は
、
佐
伯
氏
の
説
く
よ
う
に
、
雨
乞
い
と

　
　
崇
り
を
除
く
こ
と
の
大
き
な
ち
が
い
を
た
し
か
に
混
同
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
が
、
し
か
し
こ
の
両
者
は
日
本
に
お
い
て
は
同
一
平
面
上
の
転
化
で
は
な

　
　
い
に
し
て
も
、
や
は
り
同
一
信
仰
の
飛
躍
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

　
　
う
。
そ
れ
と
い
う
の
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
天
神
の
場
合
に
お
い
て
も
雷

　
　
神
信
仰
に
雨
乞
い
か
ら
怨
霊
へ
の
飛
躍
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
が
、
穏
当
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
霊
異
記
の
説
話
に
お

い
て
も
、
雷
神
信
仰
と
殺
牛
神
信
仰
と
は
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
は
云
え
な

く
な
る
。
霊
異
記
に
お
い
て
雷
神
信
仰
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
説
話
は
上
巻
一

話
、
上
巻
三
話
、
中
巻
四
話
、
中
巻
二
十
七
話
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
上
巻
二

話
も
含
め
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
所
謂
道
場
法
師
系
説
話
で
あ
る
。

　
し
か
も
こ
の
系
統
の
説
話
が
一
旦
明
日
香
の
元
興
寺
に
運
ば
れ
、
後
に
道
場

法
師
の
話
（
上
巻
三
話
）
を
中
核
と
し
て
配
置
さ
れ
、
景
戒
と
も
霊
異
記
の
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

纂
と
も
特
別
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
か
っ
て
説
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
今
こ
れ

に
加
う
る
に
殺
牛
祭
神
系
説
話
を
見
出
し
う
る
こ
と
は
霊
異
記
の
性
格
や
成
立

の
問
題
の
解
明
に
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
上
巻
一
話
に
は
「
此
の
雷



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
ふ

悪
み
怨
み
て
鳴
り
落
ち
、
碑
文
の
柱
を
踊
ゑ
践
み
」
と
あ
り
、
道
場
法
師
系
説

話
か
ら
殺
牛
祭
神
系
説
話
へ
の
橋
渡
し
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

因
　
霊
異
記
の
編
纂
と
景
戒

　
こ
こ
に
霊
異
記
の
編
纂
の
問
題
に
一
寸
ふ
れ
て
み
よ
う
。
雷
神
信
仰
は
怨
霊

思
想
の
一
母
胎
で
あ
っ
た
。
道
場
法
師
系
説
話
が
上
巻
一
話
か
ら
始
ま
り
主
に

上
巻
の
始
め
に
か
た
ま
り
、
殺
牛
祭
神
系
説
話
が
中
巻
一
話
か
ら
始
ま
り
中
巻

に
す
べ
て
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
は
景
戒
の
意
識
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
場

法
師
の
話
は
諸
書
に
か
な
り
多
い
。
そ
の
中
で
霊
異
記
の
上
巻
三
話
が
き
わ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

っ
た
特
色
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
一
っ
に
は
延
暦
期
の
思
潮
に
動
か
さ
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
ご
と
く
延
腐
期
は
霊
異
記
成
立
上
の
エ

ポ
ッ
ク
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
下
套
二
十
九
話
に
は
「
今
、
平
安
の
宮
に
十
四
介

年
を
経
て
、
天
の
下
治
め
た
ま
ふ
賀
美
能
の
天
皇
是
れ
な
り
。
」
と
あ
る
か
ら

霊
異
記
の
最
終
的
完
成
は
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
年
）
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し

景
戒
の
自
伝
が
含
む
最
後
の
年
号
で
あ
る
延
暦
十
九
年
（
八
○
○
年
）
か
ら
こ

の
年
ま
で
二
十
二
年
問
、
霊
異
記
は
全
く
の
空
白
で
あ
る
。
因
み
に
述
べ
れ
ば

宝
亀
（
十
一
年
間
続
く
）
の
年
号
を
持
つ
説
話
は
下
巻
十
六
話
か
ら
三
十
話
ま

で
順
次
十
五
あ
る
。
次
の
天
応
（
一
年
間
の
み
）
は
な
く
、
つ
い
で
延
暦
（
二

十
四
年
間
続
く
）
の
説
話
は
下
巻
三
十
一
話
か
ら
三
十
八
話
ま
で
順
次
七
つ
あ

　
　
　
　
　
　
霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
語

る
。
そ
れ
が
大
同
（
四
年
間
続
く
）
を
す
ぎ
、
さ
ら
に
弘
仁
士
二
年
ま
で
全
く

な
い
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
下
巻
三
十
九
話
は
単
な
る

増
補
と
み
て
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
霊
異
記
の
成
立
と
は
延
暦
年
間
を
中
心

に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
道
場
法
師
系
説
話
．
殺
牛
祭
神
系
説
話
の
存
在

は
こ
の
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
霊
異
記
編
纂
の
場
所
の
一
つ
と
し
て
私
は
明
日
香
の
元
興
寺
に
注
目

し
て
き
た
が
、
す
で
に
一
部
見
て
き
た
よ
う
に
下
巻
三
十
八
話
は
霊
異
記
の
編

纂
と
か
ら
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
の
条
の
後
半
の
事
項
は
多
く
紀
伊
国
名
草
の

郡
に
係
わ
っ
て
い
る
。
霊
異
記
編
纂
の
拠
点
と
し
て
元
興
寺
と
と
も
に
名
草
の

郡
を
考
え
て
み
た
い
。
無
論
景
戒
の
編
纂
の
事
業
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
仲
間
と
し
て
多
く
の
自
度
僧
が
あ
り
、
さ
ら
に
明
日
香
の
元
興

寺
、
奈
良
の
大
安
寺
・
薬
師
寺
な
ど
は
景
戒
に
説
話
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
だ
が
霊
異
記
に
み
ら
れ
る
地
方
的
性
格
、
景
戒
に
感
じ
ら
れ
る
在
野
的
精

神
と
泥
く
さ
い
人
問
味
、
こ
れ
ら
は
景
戒
の
生
活
の
基
盤
が
紀
伊
の
国
名
草
の

郡
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
殺
牛
祭
神
系
説
話
の
考
察
は
こ
の
よ
う
に
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
誘
う
の
は
磐
嶋
の
話
で
発
揮
さ
れ
た
景
戒
の
作
家

的
手
腕
で
あ
る
。
こ
の
話
に
お
い
て
は
景
戒
は
編
者
と
い
う
よ
り
は
制
作
者
で

あ
る
。
説
話
集
に
関
し
て
は
一
般
に
は
編
者
又
は
撰
者
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
語
を
乗
り
こ
え
て
「
作
家
」
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
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霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
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る
の
は
西
尾
光
一
氏
で
あ
る
。
西
尾
氏
は
「
今
昔
物
語
集
』
を
始
め
と
す
る
仏

教
説
話
集
や
説
話
集
に
「
作
家
」
を
見
出
さ
ん
と
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
の
姿

勢
は
正
し
い
と
云
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
予
想
さ
れ
る
作
家
（
又
は
作
家
た
ち
）
よ
り
も
、
霊
異
記
の
場
合
は
い
ろ
い

ろ
な
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
上
中
下
の
三
巻
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
三
っ
の
序

文
、
各
説
話
に
あ
る
結
び
の
こ
と
ば
、
そ
し
て
何
よ
り
も
下
巻
三
十
八
話
の
自

伝
。
こ
れ
ら
に
っ
い
て
の
綿
密
な
考
究
が
進
む
と
景
戒
の
作
家
像
も
か
な
り
鮮

明
に
な
る
。

　
今
は
そ
れ
ほ
ど
の
準
備
は
な
い
が
磐
嶋
の
話
を
通
し
て
景
戒
の
想
像
力
の
使

い
方
、
彼
な
り
の
感
情
の
起
伏
は
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
少

く
と
も
景
戒
は
遠
く
商
売
に
出
た
磐
嶋
が
病
を
得
、
仏
の
力
に
す
が
ろ
う
と
し

た
話
に
共
鳴
し
、
そ
の
話
に
基
づ
き
な
が
ら
磐
嶋
の
周
り
に
あ
れ
こ
れ
の
人
物
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し

を
点
綴
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
景
戒
の
先
祖
が
水
先
案
内
の
吉
士
で
、
そ
の
一
族

が
後
に
楢
君
氏
の
よ
う
に
商
人
化
し
た
と
す
る
私
の
想
定
が
許
さ
れ
る
の
な

ら
、
景
戒
と
磐
嶋
は
一
層
結
び
っ
く
。
景
戒
は
身
を
入
れ
て
本
話
を
制
作
し
た

こ
と
に
な
ろ
う
。
琵
琶
湖
岸
を
追
い
か
け
て
く
る
鬼
の
様
相
は
会
話
を
通
し
て

い
き
い
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
磐
嶋
と
相
八
卦
読
を
と
も
に
戊
寅
の
生
ま

れ
と
し
た
着
想
も
奇
抜
で
面
白
い
。
し
か
し
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
冥
府
の
使

い
と
し
て
最
も
人
に
嫌
わ
れ
て
い
る
鬼
が
、
名
前
を
持
っ
て
い
た
り
、
施
し
に

対
し
恩
を
感
じ
た
り
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
鬼
は
真
昼
問
大
路
を
閥
歩
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し
、
臆
面
も
な
く
牛
を
要
求
す
る
。
だ
が
こ
の
鬼
た
ち
に
少
し
も
暗
さ
や
い
や

ら
し
さ
が
な
い
。
こ
こ
に
作
者
景
戒
の
人
問
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。
感
覚
の
図

太
い
、
大
ら
か
な
人
間
を
こ
こ
に
感
じ
る
。
し
か
も
こ
の
作
者
は
自
分
の
作
っ

た
話
に
己
自
身
も
悦
に
入
り
つ
つ
、
聞
き
手
・
読
み
手
と
と
も
に
笑
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
態
度
は
ま
こ
と
に
あ
け
す
け
と
云
え
よ
う
。
人
問
景
戒
に
真

撃
な
求
道
者
を
み
る
と
い
う
従
来
の
見
方
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
た
だ
傍
証
資
料
の
多
い
中
巻
二
十
四
話
を
検
討
し
て
み
る
と
、
か
く
の
ご

と
き
一
面
を
持
っ
た
作
家
景
戒
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
プ
ロ
フ
ィ
ル
は
お
そ
ら
く
景
戒
以
降
の
説
話
作
家
に
も
指
摘
で
き
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
　
注

　
◎
　
詳
し
く
は
拙
稿
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
文
学
』
昭

　
　
和
四
十
二
年
四
月
号
所
収
）
参
照
。

◎
　
土
橋
寛
「
氏
族
伝
承
の
形
成
」
（
沢
潟
博
士
喜
寿
記
念
『
萬
葉
学
論
叢
』

　
所
収
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
　
狩
谷
被
斎
全
集
第
一
の
『
校
本
日
本
霊
異
記
』
に
は
「
汝
病
二
我
気
一
故

　
　
レ

　
不
二
依
近
一
」
と
あ
る
。

＠
　
拙
稿
「
霊
異
記
の
編
者
景
戒
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
十
五

　
巻
七
・
八
合
併
号
所
収
）
。

◎
岩
淵
悦
太
郎
「
日
本
霊
異
記
の
序
に
見
え
た
る
般
若
検
記
と
は
何
か
」



　
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
十
年
八
月
号
所
収
）
。

◎
　
注
　
に
同
じ
。

¢
　
佐
伯
有
清
著
『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』
所
収
の
「
殺
牛
祭
神
と
怨

　
霊
思
想
」

＠
　
駒
木
敏
「
霊
異
記
に
お
け
る
観
音
信
仰
説
語
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』
第

　
九
号
所
収
）

　
　
守
屋
俊
彦
「
日
本
霊
異
記
中
巻
第
二
十
五
縁
考
」
（
『
国
語
国
文
』
第
四

　
十
巻
第
一
号
所
収
）

＠
　
林
屋
辰
三
郎
著
『
古
典
文
化
の
創
造
』
所
収
の
「
天
神
信
仰
の
遍
歴
」

＠
　
拙
稿
「
霊
異
記
の
道
場
法
師
系
説
語
に
つ
い
て
」
（
『
同
志
社
国
文
学
』

　
第
七
号
所
収
）

＠
　
拙
稿
「
小
子
部
氏
の
伝
承
と
一
寸
法
師
謂
」
（
『
文
学
』
昭
和
四
十
八
年

　
九
月
号
所
収
）

＠
　
酉
尾
光
一
「
説
語
集
の
作
家
た
ち
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著

　
聞
集
』
の
月
報
所
収
）

霊
異
記
の
殺
牛
祭
神
系
説
誘

二
二
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