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『
霊
異
記
』
下
巻
第
六
縁
は
「
禅
師
の
食
は
む
と
す
る
魚
、
化
し
て
法
花
経

と
作
り
て
、
俗
の
誹
を
覆
す
縁
」
の
題
の
如
く
、
修
行
僧
の
求
め
た
魚
が
俗
に

見
答
め
ら
れ
、
法
花
経
に
化
し
た
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ニ
宝
絵
詞
』
、
『
大
日

本
法
華
験
記
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
、
『
元
亨
釈
書
』
、
『
宝
物
集
』
に
書
承
さ
れ
て

い
る
。
書
承
は
『
霊
異
記
』
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
少
な
か

ら
ぬ
説
話
集
が
収
録
し
た
の
は
、
話
の
面
白
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
戒
律
や

罪
と
か
か
わ
る
、
僧
の
肉
食
を
如
何
に
見
る
か
と
云
っ
た
僧
達
に
関
心
の
深
い

事
柄
を
扱
か
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。
各
説
話
集
は
肉
食
の
扱
い
に
就

い
て
、
独
自
の
立
場
を
見
せ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
『
霊
異
記
』
と
こ
れ
か
ら
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直
接
書
承
し
た
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』
の
三
説
話
集
に
つ
い
て
、
編
者
達

は
、
こ
れ
を
如
何
に
扱
い
、
ま
た
肉
食
の
僧
を
如
何
に
形
象
化
し
た
か
を
中
心

に
、
説
話
改
変
の
跡
を
た
ど
り
、
そ
こ
に
各
時
代
に
育
ま
れ
た
編
者
の
個
性
や

説
話
集
成
立
の
事
情
が
如
何
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
し
て
、
そ
の
作
業
に
よ
り
、
景
戒
の
人
間
像
の
一
部
を
浮
び
上
ら
せ
た
い
と

田
甘
う
。　

　
　
　
　
○

ま
ず
こ
の
説
話
の
概
要
を
記
し
て
お
く
と
、

　
吉
野
の
海
部
峯
に
修
行
す
る
禅
師
が
、
修
行
で
疲
れ
、
起
居
で
き
な
く
な

っ
た
の
で
、
体
力
を
回
復
す
ぺ
く
、
童
子
に
魚
を
買
い
に
行
か
せ
る
。
童
子

は
紀
州
の
浜
ま
で
出
か
け
、
鰹
の
鮮
魚
八
匹
を
買
っ
て
帰
る
。
途
中
道
連
れ

に
な
っ
た
知
り
合
い
の
俗
三
人
が
、
童
子
の
持
つ
櫃
か
ら
魚
の
汁
が
垂
れ
て

い
る
の
を
見
各
め
、
無
理
に
こ
れ
を
開
け
さ
せ
る
。
す
る
と
中
に
は
法
花
経

八
巻
が
在
っ
た
た
め
俗
達
は
恐
れ
怪
し
ん
で
去
る
。
童
子
は
帰
っ
て
と
の
こ

と
を
報
告
す
る
と
禅
師
は
天
の
守
護
と
知
り
、
喜
ん
で
魚
を
食
べ
る
、
一
方

不
審
を
抱
い
た
俗
の
一
人
が
あ
と
を
つ
け
、
こ
の
事
実
を
見
聞
し
て
、
禅
師



　
は
聖
人
で
あ
る
と
知
っ
て
帰
依
し
、
大
檀
越
と
な
っ
た
。

と
云
う
も
の
で
あ
る
。
魚
が
経
に
化
し
た
と
云
う
話
の
展
開
は
面
白
く
、
こ
の

説
話
伝
承
の
重
要
な
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
景
戒
が
説
話
の
こ
う
し
た
面
白

さ
に
ま
ず
心
引
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
先
に
触
れ
た

如
く
、
修
行
僧
が
仏
法
で
制
せ
ら
れ
た
肉
食
を
行
う
と
云
う
、
僧
と
し
て
は
無

関
心
で
い
ら
れ
ぬ
事
件
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
強
く
心
を
奪
わ
れ
た
に
ち
が
い

な
い
。
景
戒
が
『
霊
異
記
』
に
収
録
し
た
の
も
、
こ
の
問
題
へ
の
関
心
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
景
戒
が
「
霊
異
記
』
に
収
録
す
る
と
き
、
こ
の
説
話
が
如
何
な
る

伝
承
を
経
、
成
長
を
遂
げ
て
い
た
か
、
ま
た
、
書
承
、
口
承
の
い
ず
れ
で
あ
っ

た
か
は
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
確
か
な
こ
と
は
云
え
な
い
と
し
て
も
、
こ
の

説
話
の
主
題
で
あ
る
、
山
林
修
行
者
の
肉
食
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
思
想
は
、

こ
の
成
立
時
か
ら
備
っ
た
も
の
、
と
云
う
よ
り
、
そ
れ
を
こ
の
説
話
は
核
に
し

て
成
立
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
が
僧
徒
の
山
林
修
行
の
場
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
破
戒
行
と
か
か
わ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
説
話
は
山
林
修
行
中
の
肉
食

に
対
す
る
俗
人
の
批
難
や
官
の
取
締
り
と
云
っ
た
現
実
に
対
応
し
、
山
林
修
行

者
達
が
自
己
弁
護
す
べ
く
説
き
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。
す
る

と
こ
の
説
話
の
成
立
事
情
と
共
に
成
立
の
時
期
も
、
あ
る
程
度
推
測
可
能
と
な

る
と
思
わ
れ
る
。

　
破
戒
濫
行
と
指
弾
さ
れ
る
行
為
は
僧
徒
数
の
増
加
と
共
に
目
立
っ
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

っ
た
に
違
い
な
く
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
そ
の
条
件
が
整
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る

が
、
実
は
、
こ
の
説
話
の
設
定
さ
れ
た
時
代
、
呵
倍
天
皇
の
代
も
、
そ
う
し
た

説
話
の
成
立
し
て
来
る
条
件
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
霊
異
記
』
で
は
、

孝
謙
称
徳
二
朝
を
一
括
し
て
、
阿
倍
天
皇
の
代
と
し
て
い
る
か
ら
、
二
朝
の
区

別
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
次
の
下
巻
第
七
縁
に
は
天
平
宝
字
八
年
、
即
ち
称
徳

天
皇
の
即
位
初
年
の
話
を
配
し
て
お
り
、
こ
の
第
六
縁
ま
で
が
孝
謙
天
皇
の
代

の
話
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
見
て
よ
か
ろ
う
。
お
そ
ら
く
景
戒
に
は
称
徳
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
大
臣
禅
師
道
鏡
に
よ
り
、
山
林
修
行
が
弾
圧
さ
れ
衰
微
し
た
時
代
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
孝
謙
朝
は
、
聖
武
朝
に
引
き
続
い
て
仏
教
政
策
は

緩
く
、
臨
時
度
縁
を
受
け
、
具
戒
を
求
め
る
多
く
の
沙
弥
や
度
縁
を
求
め
る
優

婆
塞
が
山
林
に
入
っ
て
浄
行
し
て
い
た
時
代
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
時
代
に
は
従
っ
て
、
表
向
き
の
浄
行
に
反
し
、
裏
で
破
戒
濫
行
を

し
、
堕
落
し
た
と
見
ら
れ
る
者
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
仏
教
政
策

は
緩
や
か
で
も
、
そ
れ
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
か
ら
、
官
俗
の
指
弾
を
受

け
た
に
違
い
な
い
。
孝
謙
朝
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
と
す
れ
ぱ
仏
験
を

方
便
と
し
て
、
僧
の
肉
食
へ
の
画
一
的
な
批
難
の
非
を
説
き
、
僧
徒
が
己
が
仲

間
の
自
己
弁
護
を
す
る
説
話
が
形
成
さ
れ
る
条
件
は
整
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
成

立
し
て
く
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
『
西
一
皿

異
記
』
に
収
録
さ
れ
た
姿
に
ま
で
成
熟
し
て
い
た
か
否
か
は
勿
論
明
ら
か
で
な

い
。
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景
戒
が
こ
の
説
話
に
接
し
た
の
が
延
暦
年
間
の
始
め
、
本
話
の
成
立
が
先
の

如
く
孝
謙
朝
と
す
る
と
、
そ
の
問
約
三
十
年
か
ら
四
十
年
の
伝
承
過
程
を
経
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
景
戒
が
入
手
し
た
も
の
が
口
承
説
話
か
、
記
録

で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
如
何
に
改
変
し
た
か
も
明
ら
か
で
は
な

い
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
全
く
推
測
の
域
を
出
な
い
と
し
て
も
景
戒
の
手
を
加

え
た
可
能
性
は
あ
る
か
ら
こ
こ
で
少
し
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
こ
の
点
を
考
え
る
場
合
、
吉
野
の
海
部
の
峯
に
修
行
す
る
僧
が
魚
を
求
め
た

時
、
童
子
が
紀
州
の
浜
へ
出
て
鯉
の
鮮
魚
を
買
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
海

部
峯
に
も
伺
え
る
如
く
、
吉
野
と
海
人
と
の
縁
は
深
い
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
背

後
に
は
紀
州
の
塩
や
魚
介
類
の
加
工
晶
と
吉
野
産
の
舟
材
と
の
交
易
と
云
っ
た

交
渉
が
想
定
さ
れ
、
交
易
路
も
開
け
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
話
に

も
、
商
人
と
お
ぼ
し
き
俗
三
人
が
登
場
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
説
話
展
開
の
必

要
上
か
ら
、
景
戒
以
前
の
伝
承
者
が
童
子
を
紀
州
ま
で
や
る
設
定
を
し
て
い
た

と
し
て
も
不
都
合
で
は
な
い
が
、
吉
野
の
山
林
修
行
者
の
問
で
元
々
こ
れ
が
形

成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
不
自
然
な
点
も
あ
る
。
即
ち
、
海
部
峯
が
狩
谷
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校
斎
の
説
の
如
く
葡
嶽
で
あ
る
と
す
る
と
、
紀
州
の
浜
ま
で
は
片
道
、
直
線
で

も
二
十
五
里
は
あ
り
、
如
何
に
交
易
路
が
発
達
し
、
五
条
辺
か
ら
川
舟
を
利
用

で
き
た
と
し
て
も
、
童
子
の
使
い
と
し
て
は
遠
方
に
す
ぎ
、
吉
野
に
生
活
す
る

者
と
し
て
は
思
い
っ
か
ぬ
条
件
設
定
と
見
得
る
。
そ
れ
に
、
吉
野
は
鳥
獣
、
川

魚
の
豊
富
な
土
地
柄
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
求
め
る
話
と
し
て
原
話
が
形
成
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さ
れ
た
可
能
性
、
っ
ま
り
、
吉
野
内
の
少
し
ば
か
り
離
れ
た
地
で
、
魚
も
し
く

は
鳥
獣
の
肉
を
求
め
て
俗
の
誹
り
を
受
け
、
こ
れ
を
経
も
し
く
は
仏
具
に
化
し

て
、
そ
の
誹
を
覆
す
と
云
っ
た
話
と
し
て
こ
れ
が
成
立
し
て
来
た
と
云
う
こ
と

も
あ
り
得
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
紀
州
の
浜
に
出
て
鯉
の
鮮
魚
八
尾
を
求

め
た
と
云
う
条
件
設
定
は
、
説
話
展
開
の
面
白
さ
を
狙
っ
て
、
紀
州
名
草
郡
と

云
う
の
浜
近
く
に
育
ち
、
海
魚
に
も
な
じ
み
を
持
つ
景
戒
が
改
変
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
黒
沢
圭
二
氏
の
説
か
れ
た
如
く
、
敦
賀
へ

の
商
旅
の
帰
り
の
楢
磐
嶋
と
三
匹
の
鬼
の
交
渉
に
よ
っ
て
展
開
す
る
中
巻
第
二

十
四
縁
が
景
戒
の
手
に
な
る
と
す
れ
ば
、
使
い
の
帰
り
の
童
子
と
三
人
の
俗
の

や
り
と
り
と
云
う
、
同
じ
展
開
の
パ
タ
ー
ン
を
持
つ
本
話
の
、
こ
う
し
た
話
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

運
び
も
、
彼
の
工
夫
に
な
る
と
云
え
、
一
層
そ
の
こ
と
は
明
確
に
な
っ
て
来

る
。
童
子
を
紀
州
の
浜
ま
で
や
っ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
話
の
展
開
の
必
要
か

ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
紀
州
の
浜
で
買
っ
た
魚
を
鰹
の
鮮
魚
八
匹
と
し
た

の
は
、
海
魚
の
知
識
を
持
っ
者
で
あ
り
、
景
戒
の
可
能
性
あ
り
と
見
た
が
、
こ

の
点
に
就
い
て
見
て
お
く
と
、
鰭
八
匹
と
し
た
の
は
、
法
花
経
は
普
通
七
巻
も

し
く
は
八
巻
に
巻
か
れ
る
と
云
う
事
実
に
係
わ
る
が
、
鯉
と
し
た
の
も
、
こ
の

魚
が
ず
ん
ど
う
に
近
い
魚
体
を
持
ち
、
多
く
の
魚
種
の
中
か
ら
経
巻
の
イ
メ
ー

ジ
に
転
化
し
易
い
魚
と
し
て
選
ば
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
海
か
ら
二

日
は
か
か
る
地
域
に
魚
を
運
ぶ
に
は
、
干
物
や
塩
物
に
加
工
す
る
の
が
普
通
で

あ
る
の
に
、
鰹
が
春
か
ら
晩
秋
に
か
け
て
獲
れ
る
魚
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら



ず
、
鮮
魚
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
知
識
に
欠
け
た
た
め
で
な
く
、
鮮
魚
の
方

が
経
巻
に
オ
ー
バ
ｉ
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
の
に
都
合
が
よ
い
と
云
う
こ
と
と
同
時

に
、
櫃
の
中
味
を
事
情
を
知
ら
ぬ
俗
人
に
気
付
か
せ
る
に
は
加
工
晶
で
は
具

合
が
悪
く
、
腐
っ
て
汁
を
垂
れ
る
鮮
魚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
、

こ
こ
に
は
豊
か
な
魚
の
知
識
を
持
っ
者
の
細
か
な
配
慮
の
加
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
知
り
得
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
説
話
は
、
リ
ア
ル
で
生
き
生
き
と
し

た
展
開
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
の
如
き
想
定
、
す
な
わ
ち
景
戒

の
創
意
工
夫
を
見
て
取
る
こ
と
を
許
す
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
推
測
が
可
能
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
登
場
す
る
禅
師
の
人
物
像
や
こ
れ
と

か
か
わ
る
主
題
に
も
景
戒
の
考
え
方
は
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
得
る
で
あ
ろ

う
。
ま
ず
、
禅
師
の
人
物
像
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
描
く
部
分
は
比
較

的
少
な
い
。
冒
頭
に

　
　
一
の
大
僧
有
り
て
、
彼
の
山
寺
に
住
し
、
精
に
惣
め
て
道
を
修
す
。
身
疲

　
れ
力
弱
り
て
、
起
居
す
る
こ
と
を
得
不
、
魚
を
食
は
む
と
念
欲
ひ
て
、
弟
子

　
に
語
り
て
言
は
く
、
「
我
、
魚
を
轍
は
む
と
欲
ふ
。
汝
求
め
て
我
を
養
へ
」

　
と
い
ふ
。

と
、
自
ら
の
内
面
に
お
い
て
戒
律
や
そ
れ
を
破
る
罪
を
意
識
せ
ぬ
か
と
見
え
る
、

僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
ア
ク
の
強
い
人
物
像
を
示
し
、
終
り
の
部
分
で
も
、
こ
れ

に
対
応
し
て
、
弟
子
の
持
ち
帰
っ
た
魚
を
食
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
。
確
か
に

『
日
本
古
映
文
学
大
系
今
片
物
諮
集
」
谷
十
二
第
廿
七
話
の
頭
注
に
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

た
如
く
『
四
分
律
行
事
妙
』
に
は
病
僧
自
ら
の
求
め
る
薬
餌
と
し
て
の
肉
食
は

許
さ
れ
る
と
あ
り
、
正
倉
院
文
書
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
十
二
日
付
の
『
東
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

寺
律
宗
牒
』
に
「
四
分
行
事
抄
宣
師
者
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
知
識
は

延
暦
年
間
と
も
な
る
と
僧
侶
一
般
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
説
話
も
そ
れ
を
前
提

に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
「
身
疲
れ
力
弱
り

て
、
起
居
す
る
こ
と
を
得
ず
」
と
は
、
後
続
説
話
集
が
そ
の
よ
う
に
解
し
た
如

く
、
病
気
を
意
味
す
る
と
見
ら
れ
は
す
る
が
、
こ
の
大
僧
は
吉
野
海
部
峯
の
山

寺
に
住
し
「
精
か
に
葱
め
て
道
を
修
す
」
僧
、
す
な
わ
ち
山
林
に
修
業
す
る
禅

師
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
状
態
は
山
林
修
行
に
伴
う
も
の
で
、
堪
え
、
克

服
せ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
試
練
で
あ
っ
て
一
概
に
病
気
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
も

し
病
気
の
謂
で
あ
り
、
病
僧
に
肉
食
が
許
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
僧

の
肉
食
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
の
な
さ
は
注
目
し
て
よ
い
。
説
話
の
底
流
に
は
俗

が
童
子
の
持
ち
物
を
見
答
め
、
童
子
は
荷
物
を
隠
す
所
に
伺
え
る
如
く
、
僧
の

肉
食
を
罪
と
見
る
思
想
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
罪
意
識
の
欠
如
と
云
え
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
一
体
、
こ
の
罪
意
識
の
欠
如
と
見
え
る
行
動
を
取

る
人
物
像
は
如
何
な
る
理
由
で
形
象
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
魚
が

経
に
化
す
際
の
意
外
性
を
効
果
的
に
す
る
、
説
話
展
開
の
配
慮
か
ら
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
そ
う
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由

は
、
魚
と
見
当
を
付
け
た
物
が
経
で
あ
っ
た
こ
と
に
不
審
を
抱
き
、
あ
と
を
付

け
て
僧
が
魚
を
食
う
の
を
見
川
け
た
俗
に
「
実
に
魚
体
と
難
も
、
翌
人
の
食
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

に
就
き
て
は
、
法
花
経
に
化
す
。
我
、
愚
凝
耶
見
に
し
て
、
因
果
を
知
ら
不
し

て
、
犯
し
逼
め
悩
乱
す
。
願
は
く
は
罪
を
脱
し
賜
へ
。
」
と
言
わ
せ
て
い
る
所

で
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
禅
師
は
聖
人
（
ヒ
ジ
リ
・
仙
人
的
要
素
を
持

っ
）
で
あ
っ
た
が
故
に
、
俗
に
誹
ら
れ
る
と
そ
の
食
す
る
魚
は
経
に
化
し
て
こ

れ
を
覆
し
、
魚
を
食
っ
て
も
罪
と
な
ら
ず
、
こ
れ
を
見
答
め
た
側
が
罪
を
犯
し

た
こ
と
に
な
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
海
部
峯
の
山
寺
に
住
す

る
大
僧
に
、
僧
の
破
戒
と
非
難
さ
れ
る
行
為
を
敢
て
さ
せ
、
こ
の
行
為
を
庇
護

す
る
霊
異
を
起
し
、
こ
の
僧
を
聖
人
に
仕
立
て
る
こ
と
で
仏
法
の
制
を
超
越
さ

せ
て
し
ま
い
、
修
業
を
積
ん
で
聖
人
と
な
っ
た
者
は
魚
を
食
っ
て
も
破
戒
の
罪

を
犯
す
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
一
概
に
僧
の
肉
食
を
誹
る
べ
き
で
は
な
い
と
説
こ

う
と
し
た
か
ら
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
原
形
成
者
達
の
説
話
形
成
の
狙
い
に

重
な
る
が
、
よ
り
強
く
景
戒
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

彼
は
上
巻
第
四
縁
で
、
屍
解
仙
願
覚
の
再
生
課
を
「
当
に
知
る
べ
し
、
是
れ
聖

の
反
化
な
り
と
。
五
辛
を
食
ふ
は
仏
法
の
中
に
制
に
し
て
、
聖
人
用
ゐ
食
へ

ば
、
罪
を
得
る
所
元
き
の
み
。
」
と
説
い
て
結
ん
で
い
る
。
こ
の
禅
師
の
食
っ

た
の
は
五
辛
で
な
く
魚
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
に
は
共
通
の
思
想
が
あ
る
。
こ

の
聖
人
に
は
道
教
的
要
素
も
多
分
に
含
ま
れ
、
修
行
に
よ
り
超
人
問
的
能
力
を

体
得
し
、
行
使
で
き
る
仙
人
的
存
在
で
あ
る
。
山
林
修
行
者
の
中
に
は
、
古
来

　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
山
岳
信
仰
の
実
修
、
道
教
の
方
術
の
修
行
を
併
せ
修
す
る
者
も
居
た
の
で
あ

る
が
、
景
戒
は
そ
う
し
た
一
切
を
仏
教
の
枠
内
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

で
あ
り
、
そ
れ
故
に
聖
人
を
持
ち
出
す
こ
と
で
仏
法
の
制
を
超
え
る
話
を
形
成

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
仏
教
布
教
活
動
の
実
践
家
で
あ
り
、
教

理
の
深
い
追
求
よ
り
、
現
実
と
か
か
わ
り
、
広
く
浅
く
豊
富
な
知
識
を
丸
抱

え
に
し
、
布
教
活
動
に
利
用
す
る
類
の
僧
侶
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の

一
つ
の
表
わ
れ
と
云
え
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
こ
に
は
深
刻
な
罪

の
自
覚
は
見
ら
れ
ず
、
僧
の
破
戒
に
対
す
る
安
易
な
是
認
の
姿
勢
が
見
え
て
い

る
。
彼
は
上
巻
序
文
に
僧
侶
の
堕
落
を
指
弾
し
憂
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
反
す
る

如
き
説
話
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
景
戒
の
実
践
家
と
し
て

の
一
面
で
あ
ろ
う
。
彼
は
不
信
の
指
弾
に
お
い
て
、
出
家
に
甘
く
在
家
に
厳
し

い
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
仲
間
意
識
が
働
い
て
お
り
、
批
判
が
外
か
ら
及
ぷ
と
き

に
は
防
護
姿
勢
を
と
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
僧
を
疑
っ
た
俗
に

は
厳
し
い
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
俗
人
の
僧
へ
の
安
易
な
批
判
の
慎
し
む
べ
き

こ
と
は
ま
た
、
下
巻
第
三
十
三
縁
の
注
文
に
「
自
度
の
師
た
り
と
難
も
、
猶
忍

の
心
も
て
蘭
よ
。
隠
人
の
聖
人
、
凡
中
に
交
る
が
故
な
り
。
」
と
も
説
い
て
い

る
。
景
戒
は
こ
の
禅
師
も
ま
た
隠
人
の
聖
人
と
見
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
得
手
勝
手
な
発
想
と
し
て
も
、
か
か
る
聖
人
が
山
林
に
修
行
す
る
が
故

に
、
山
林
修
行
者
の
肉
食
を
誹
れ
ば
、
逆
に
邪
見
の
罪
を
犯
す
と
戒
め
る
。
こ

こ
に
は
仏
教
が
民
間
に
湊
透
せ
ず
、
身
構
え
て
布
教
活
動
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
現

実
に
か
か
わ
り
、
か
か
る
肉
食
の
浄
行
僧
に
ご
都
合
主
義
や
偽
善
を
見
て
笑
い

飛
し
得
な
い
余
裕
の
無
さ
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
延
暦
二
年
以
後



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

強
化
さ
れ
た
南
都
仏
教
へ
の
取
締
り
に
対
応
す
る
姿
勢
も
見
て
取
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
禅
師
の
食
物
を
疑
い
、
屈
服
せ
し
め
ら
れ
、
帰
依
す
る
俗
の
姿
に
官
人

の
存
在
を
二
重
写
し
に
し
て
小
気
味
良
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
こ
に
お
い
て
景
戒
が
、
題
に
お
い
て
「
俗
の
誹
を
覆
す
」
と
云
う
所
に
力
点

を
置
い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
説
話
は
本
来
、
病
気
を
理
由
に
肉
食
を
求
め
て
霊
験
の
あ
ら
わ
れ
る
話

で
、
病
僧
に
は
肉
食
を
許
さ
れ
て
い
る
か
ら
一
概
に
僧
の
肉
食
を
迫
め
て
は
い

け
な
い
と
云
っ
た
も
の
を
、
景
戒
が
聖
人
は
肉
食
を
し
て
も
罪
と
な
ら
ぬ
存
在

で
あ
り
、
か
か
る
者
が
山
林
修
行
者
に
は
居
る
か
ら
、
僧
の
肉
食
を
誹
っ
て
は

な
ら
ぬ
と
改
め
た
説
話
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ

う
な
説
話
を
『
霊
異
記
』
に
収
録
し
た
景
戒
は
、
肉
食
の
罪
を
認
識
し
、
他
に

説
き
な
が
ら
も
、
実
は
自
ら
の
思
想
や
行
動
を
完
全
に
視
制
す
る
ほ
ど
確
か
な

も
の
に
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
云
え
る
。
彼
に
は
仏
道
に
専
心
修
行
す
れ
ば
、

多
少
の
罪
は
超
越
で
き
る
と
云
う
楽
天
的
な
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
も
ま
た
、
仏
教
が
杜
会
全
体
に
湊
透
せ
ず
、
比
較
的
表
面
的
に
受
容
さ
れ
て

い
た
時
代
の
反
映
で
も
あ
り
、
僧
侶
の
選
良
意
識
と
も
か
か
わ
る
仏
教
受
容
を

反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
説
話
が
聖
人
と
云
う
存
在
に
よ
っ
て
仏
法
の
制
を
超
え

得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
末
尾
の
注
文
の
訓
み
は
コ
ニ
宝
絵
』
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
傲
う
よ
り
『
当
に
知
る
べ
し
、
法
に
よ
り
身
を
助
く
る
こ
と
を
。
云
々
」
と

　
　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

読
ん
だ
方
が
説
話
の
内
容
に
も
、
景
戒
の
考
え
方
に
も
叶
っ
て
い
る
と
云
え

る
。　

以
上
、
下
巻
第
六
縁
は
、
民
問
布
教
活
動
に
従
事
し
、
山
林
修
行
者
に
も
共

感
を
示
す
薬
師
寺
下
級
僧
団
の
一
員
た
る
景
戒
が
、
山
林
修
行
者
の
自
己
弁
護

の
た
め
に
形
成
し
た
説
話
を
、
桓
武
朝
の
仏
教
政
策
と
も
か
か
わ
ら
せ
っ
っ
、

彼
独
白
］
の
聖
人
に
対
す
る
関
心
か
ら
、
説
話
展
開
の
面
白
さ
に
も
配
慮
を
加
え

っ
っ
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
尚
こ
の
本
縁
の
面
白
さ
と
云
う

点
に
就
い
て
は
別
に
考
え
て
み
た
い
。

）
’

三（

　
源
為
憲
は
『
霊
異
記
」
か
ら
こ
の
説
話
を
取
り
あ
げ
『
三
宝
絵
』
に
収
録
し

た
。
中
巻
は
本
朝
の
説
話
十
八
話
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
う
ち
十
七
話
は

『
霊
異
記
』
関
係
の
説
話
で
あ
る
。
本
縁
は
『
憶
異
記
』
所
収
の
百
十
六
話
の

中
か
ら
選
ば
れ
た
十
七
話
の
巾
に
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
俗
人
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
話
の
内
容
の
霊
異
の
面
白
さ
に
引
か
れ
た
た
め
で
あ
ろ

う
か
。
し
か
し
、
彼
は
俗
人
故
に
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
点
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
は
彼
な
り
の
解
釈
を
加
え
て
、
禅
師

の
人
物
像
や
魚
が
経
に
化
す
霊
異
の
起
っ
た
理
由
付
け
に
改
変
を
加
え
た
上
で

収
録
し
て
い
る
。
ま
ず
、
具
体
的
に
見
る
と
、
冒
頭
部
は
、

　
　
独
の
僧
あ
り
て
彼
の
山
寺
に
す
み
て
年
ひ
さ
し
く
行
ひ
と
め
て
、
又
み
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
音
』

　
か
ら
ち
か
ら
お
と
ろ
へ
て
、
お
き
ふ
す
ち
か
ら
た
へ
ず
な
り
ぬ
。
弟
子
の
僧

　
大
師
に
串
。
「
身
つ
か
れ
給
て
病
す
で
に
お
も
く
な
り
給
た
り
。
又
身
を
た

　
す
け
て
道
を
お
こ
な
ふ
は
仏
の
説
給
所
也
。
病
僧
に
は
ゆ
る
し
給
な
り
。
買

　
を
か
ふ
は
つ
み
か
る
か
な
り
。
心
み
に
な
ほ
ま
ゐ
れ
。
」
と
い
ふ
。
　
ね
む
ご

　
ろ
に
す
二
む
れ
ば
「
な
に
か
は
。
」
と
い
ふ
。

と
改
め
、
こ
れ
に
対
応
す
る
絡
末
部
分
も
、

　
　
禅
師
こ
の
事
を
聞
き
て
あ
や
し
び
て
く
は
ず
な
り
ぬ
。

と
し
て
お
り
、
僧
の
魚
食
に
対
す
る
態
度
を
逆
転
さ
せ
、
ま
た
魚
を
買
い
に
や

ら
せ
る
に
し
て
も
僧
が
病
気
で
あ
る
こ
と
、
病
僧
に
肉
食
の
許
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
明
確
に
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
魚
が
経
に
化
し
た
の
は
、

『
霊
異
記
』
で
は
僧
が
仏
法
の
制
を
超
越
し
た
聖
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る

の
に
対
し
、
為
憲
は
、
こ
の
僧
が
意
志
賢
固
と
云
う
徳
を
具
え
て
い
た
か
ら
だ

と
解
し
、
俗
の
語
を
「
ま
こ
と
の
魚
な
れ
ど
聖
の
徳
に
よ
り
て
経
に
な
れ
り
。

云
々
」
と
改
め
て
い
る
。
こ
こ
に
話
の
主
題
の
改
変
が
見
ら
れ
る
。
僧
に
元
々

魚
を
食
う
意
志
が
な
い
と
す
れ
ば
、
僧
が
破
戒
の
濡
れ
衣
を
掛
け
ら
れ
そ
う
に

な
っ
た
時
、
こ
れ
を
覆
す
霊
異
が
表
わ
れ
て
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
為
憲

は
、
魚
が
経
に
化
す
霊
験
の
表
わ
れ
方
は
『
霊
異
記
』
の
場
合
説
明
不
足
と
見

た
の
か
、
こ
こ
で
は
童
子
に
心
中
で
「
我
師
の
年
来
よ
み
た
て
ま
っ
り
給
法
花

一
乗
我
を
た
す
け
給
へ
、
師
に
恥
み
せ
給
な
。
」
と
祈
ら
せ
、
そ
の
起
る
条
件
を

整
備
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
に
ょ
っ
て
『
法
華
験
記
』
へ
の
道
筋
が
出
来
上
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

は
し
た
が
、
語
の
展
開
の
面
白
さ
か
ら
す
れ
ば
、
不
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

魚
が
経
に
化
す
霊
異
自
体
は
非
合
理
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
が
起
る
条

件
設
定
に
は
学
者
ら
し
く
周
到
な
注
意
を
払
っ
て
合
理
化
を
企
て
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
先
に
見
た
如
く
、
こ
こ
で
は
師
僧
は
こ
の
不
思
議
な
事
件
を
聞
い
て
も
、
結

局
魚
を
口
に
し
な
か
っ
た
と
改
め
て
い
る
。
そ
れ
は
霊
異
が
師
僧
の
意
志
賢
固

の
徳
に
よ
っ
て
起
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
「
ま
さ
に

知
べ
し
。
法
の
た
め
に
身
を
た
す
く
れ
ば
、
毒
も
変
じ
て
薬
と
な
る
。
魚
も
化

し
て
経
と
み
ゆ
。
」
の
評
は
そ
の
結
果
少
し
ば
か
り
的
を
外
れ
、
相
応
わ
ぬ
も

の
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
で
は
為
憲
が
筋
の
運
び
は
お
お
む
ね
『
霊
異
記
』
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
に
説
話
の
主
題
を
全
く
改
変
し
た
の
は
、
如
何
な
る
理
由
に
基
づ
く
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
序
文
に
明
ら
か
な
如
く
、
コ
ニ
宝
絵
』

は
、
出
家
さ
れ
て
間
の
無
い
冷
泉
院
第
二
皇
女
、
尊
子
内
親
王
を
な
ぐ
さ
め
る

た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
所
収
説

話
が
第
一
に
予
想
さ
れ
る
享
受
者
、
す
な
わ
ち
尊
子
内
親
王
と
の
か
か
わ
り

で
、
大
き
な
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
十
分
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
説
話
に
即
し
て

言
え
ば
、
積
年
修
行
の
僧
が
、
身
が
疲
れ
る
と
す
ぐ
、
罪
意
識
も
見
せ
ず
に
、

戒
律
に
制
せ
ら
れ
た
肉
食
を
自
ら
求
め
た
と
云
っ
た
話
は
、
出
家
さ
れ
た
ば
か

り
の
若
い
女
性
に
は
刺
激
的
に
過
ぎ
る
も
の
で
、
そ
の
ま
ま
収
録
す
る
の
は
は



ば
か
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
魚
が
経
に
化
す
霊
異
の
不
思
議
さ
、
面

白
さ
を
損
わ
ぬ
か
た
ち
で
、
内
親
王
に
抵
抗
な
く
受
け
留
め
ら
れ
る
よ
う
工
夫

を
凝
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
僧
は
意
志
賢
固
と
し
、
こ
れ
に
魚
を
勧
め

る
弟
子
を
設
定
す
る
構
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
僧
の
た
め
に
魚
を
求
め
る

こ
と
が
無
け
れ
ば
、
魚
が
経
に
化
す
霊
異
も
起
り
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
弟
子
が
師
僧
の
病
を
治
癒
す
る
為
に
勧
め
る
薬
餌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
し
て
の
肉
食
は
許
さ
れ
る
と
説
く
『
弥
勤
菩
薩
所
問
本
願
経
』
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
の
経
は
天
平
九
年
の
「
写
経
請
本
帳
」
に
見
え
る
か
ら
、
僧
侶
や
仏
教
の
教

養
を
持
っ
者
に
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
為
憲
は
「
三
宝
絵
詞
』

を
著
わ
し
た
だ
け
で
な
く
『
空
也
訴
』
、
『
円
融
院
太
上
天
皇
御
受
戒
記
』
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

書
い
て
お
り
、
仏
教
に
よ
く
通
じ
て
い
た
か
ら
、
当
然
こ
の
経
な
ど
も
知
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
仏
教
に
通
じ
た
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
ま

た
、
山
林
修
行
者
の
安
易
な
肉
食
を
許
し
得
ぬ
と
す
る
考
え
を
育
み
、
暴
戒
流

に
聖
人
を
楯
と
し
て
仏
法
の
制
を
超
越
す
る
よ
う
な
話
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
得

な
く
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
彼
は
官
僚
で
あ
り
、
体
制
の
側
に
立

っ
て
、
僧
の
破
戒
濫
行
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な

い
。
そ
れ
故
に
、
彼
と
し
て
は
憂
う
べ
き
現
実
に
ど
っ
ぷ
り
漬
り
、
堕
落
し
た

と
見
え
る
僧
で
は
な
く
、
意
志
賢
固
で
浄
行
に
専
心
す
る
理
想
的
修
行
僧
を
描

き
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
禅
師
の
人
物

像
が
陰
影
の
乏
し
い
平
板
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

　
彼
は
在
家
で
あ
っ
た
か
ら
、
僧
団
の
内
部
に
居
る
者
よ
り
は
公
式
主
義
的
な

物
の
見
方
を
し
て
い
た
と
見
ら
れ
、
魚
食
に
破
戒
の
罪
が
伴
う
こ
と
は
、
教
理

に
よ
り
許
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
免
か
れ
な
い
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
肉

食
を
勧
め
る
弟
子
に
「
売
を
か
ふ
は
っ
み
か
ろ
か
な
り
」
と
云
わ
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
れ
は
ま
た
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
、
罪
の
認
識
が
深

ま
っ
て
い
た
が
故
に
付
け
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
か
も
し
れ

ぬ
。
こ
こ
に
も
尊
子
内
親
王
が
意
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
の
湊
透

し
、
浄
土
教
な
ど
も
広
ま
っ
て
来
た
時
代
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま

い
。

　
尚
、
コ
ニ
宝
絵
』
で
も
、
禅
師
や
聖
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
時
代
の
変
化
と
共
に
意
味
内
容
は
変
質
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

先
に
触
れ
た
が
「
聖
の
徳
」
と
云
う
「
徳
」
を
補
っ
た
旬
は
「
聖
」
の
語
が
、

「
仙
」
に
等
し
い
語
意
を
失
い
、
山
野
に
俳
個
す
る
私
度
僧
を
も
包
括
し
始
め

た
時
代
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
も
ま
た
、
彼
の
こ

の
話
の
受
容
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
『
三
宝
絵
』
で
は
、
在
家
、
し
か
も
学
者
官
僚
に
よ
り
、
若
き

女
性
の
出
家
に
物
語
風
に
仏
験
を
説
く
と
云
う
目
的
に
よ
っ
て
、
『
霊
異
記
』
下

巻
第
六
縁
が
受
け
容
れ
ら
れ
た
た
め
に
、
大
き
な
改
変
を
受
け
た
こ
と
を
見

た
。
こ
の
の
ち
『
法
華
験
記
』
、
『
元
亨
釈
書
』
は
こ
の
方
向
で
、
こ
れ
を
受
け

容
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
コ
ニ
宝
絵
』
及
び

『
今
昔
』

　
　
　
　
　
　
　
四

　
『
今
音
』
の
編
者
、
殊
に
巻
十
二
の
編
者
が
如
何
な
る
素
性
の
者
で
あ
っ
た

か
は
明
確
で
は
な
い
。
彼
は
『
三
宝
絵
』
、
『
法
華
験
記
』
も
読
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
話
は
『
霊
異
記
』
か
ら
直
接
書
承
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

受
容
に
つ
き
、
八
木
毅
氏
は
『
霊
異
記
』
を
「
文
末
の
記
事
ま
で
忠
実
に
和
文

化
」
し
た
例
と
し
て
お
ら
れ
る
。
全
体
的
に
は
一
見
そ
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
改
変
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
の
場
合
と
同
じ
く
、
冒
頭
の
魚
を
買
い
に
童
子
を
や
る
ま
で
の
経
過
と
そ
れ

に
対
応
す
る
部
分
を
見
る
と
、

　
　
…
・
：
一
の
僧
有
り
け
り
。
彼
の
山
寺
に
年
来
住
す
。
清
浄
に
し
て
仏
の
道

　
を
行
ふ
。
而
る
間
に
此
の
聖
人
身
に
病
有
て
、
身
疲
れ
力
弱
く
し
て
、
起
居

　
る
事
思
の
如
く
に
非
ら
ず
、
亦
飲
食
心
に
不
叶
ず
し
て
命
難
往
し
。
然
る
に

　
聖
人
の
思
は
く
「
我
れ
身
に
病
有
て
、
遣
を
修
す
る
に
不
堪
ず
。
病
を
令
職

　
て
、
快
く
行
く
む
。
但
し
、
病
を
令
　
る
事
は
伝
へ
聞
く
、
肉
食
に
過
た
る

　
は
無
か
な
り
。
然
れ
ば
、
我
魚
を
食
せ
む
。
此
れ
重
き
罪
に
非
ず
。
」
と
思

　
て
、
窃
に
弟
子
に
語
り
て
云
く
、
「
我
病
有
る
に
依
り
て
魚
を
食
し
て
命
を

　
存
せ
む
と
思
ふ
。
汝
魚
を
求
め
て
、
我
に
令
食
よ
」
と
。

と
展
開
し
、
．
こ
れ
に
対
応
す
る
終
り
の
部
分
で
も
、

　
　
師
此
れ
を
聞
て
、
一
度
は
怪
び
、
一
度
は
喜
ぷ
。
「
此
れ
、
偏
に
天
の
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
を
助
け
て
守
護
し
給
へ
り
け
る
也
」
と
知
り
ぬ
。
其
の
後
、
聖
人
既
に
此
の

　
魚
を
食
す
る
に
云
々

と
や
は
り
、
基
本
的
に
は
『
霊
異
記
』
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
独
自
の
改
変

を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
聖
人
は
明
確
に
病
気
と
し
、
容
態
も
「
飲
食
心
に
不
叶

ず
し
て
命
難
存
し
。
」
と
説
明
し
、
薬
餌
と
し
て
の
肉
食
を
求
め
る
展
開
へ
の

条
件
設
定
が
さ
れ
、
『
霊
異
記
』
に
は
全
く
無
か
っ
た
聖
人
の
薬
餌
を
求
め
る

ま
で
の
思
考
過
程
を
具
体
的
に
展
開
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は

コ
ニ
宝
絵
』
の
弟
子
の
語
に
傲
い
つ
つ
『
霊
異
記
』
の
「
魚
を
食
は
む
と
念
欲

ひ
て
」
を
解
釈
し
、
敷
術
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
『
今
昔
』
の
編
者

の
新
し
い
時
代
に
育
ま
れ
た
個
性
が
見
え
る
。
こ
の
編
者
も
為
憲
と
同
じ
く
薬

餌
と
し
て
の
肉
食
は
許
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
が
、
為
憲
の
如
く
弟
子
に
勧
め
さ
せ
る
設
定
に
せ
ず
、
聖
人
自
ら
に
求

め
さ
せ
た
。
そ
れ
故
に
聖
人
像
は
生
き
た
も
の
に
な
り
得
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
聖
人
は
『
霊
異
記
』
の
無
思
慮
と
も
映
る
行
動
的
な
禅
師
、
　
『
三
宝
絵
』
の

戒
律
を
守
っ
て
行
動
せ
ぬ
禅
師
と
は
異
り
、
思
慮
深
く
、
熟
慮
の
末
に
行
動
を
起

し
て
行
く
の
で
あ
り
、
云
わ
ぱ
両
者
を
止
揚
し
た
如
き
位
置
に
立
つ
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
聖
人
の
「
こ
れ
重
き
罪
に
あ
ら
ず
」
と
は
、
一
見
安
易
な
判
断
を

示
す
語
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
む
し
ろ
、
行
動
へ
と
自
ら
を
促
す
た
め
に
、

自
ら
を
説
得
す
る
重
要
な
語
、
す
な
わ
ち
、
病
僧
の
薬
餌
と
し
て
の
肉
食
は
許

さ
れ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
殺
生
の
罪
、
破
戒
の
罪
に
か
か
わ
り
、
修
行
者
の



身
と
し
て
は
行
い
難
い
が
、
今
は
死
に
直
面
し
、
仏
道
を
成
就
し
、
仏
果
を
得

る
と
云
う
大
目
的
の
中
で
見
る
と
や
む
を
得
ぬ
こ
と
な
の
だ
と
の
熟
慮
の
末

に
、
ギ
リ
ギ
リ
の
所
で
現
実
的
行
動
を
発
意
さ
せ
る
、
慎
重
な
判
断
を
伴
っ
た
語

と
解
す
べ
き
だ
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
罪
意
識
に
払
拭
し
よ

う
と
し
な
が
ら
尚
、
拭
い
切
れ
ぬ
罪
意
識
を
確
認
し
た
語
で
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
内
省
的
で
、
拭
い
得
ぬ
罪
意
識
を
秘
め
な
が
ら
、
魚
を
求
め
、
こ
れ
を

食
す
る
聖
人
は
、
や
は
り
『
今
昔
』
の
時
代
の
生
み
出
し
た
人
間
像
の
形
象
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
霊
異
記
』
の
禅
師
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
た
も
の

と
は
言
え
な
い
。
話
の
展
開
に
お
い
て
、
『
今
昔
』
で
は
『
霊
異
記
』
よ
り
も

遙
か
に
多
く
聖
人
の
心
理
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
；
肌
し
て
気
付

く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
浮
び
上
っ
て
来
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
内
面
に

深
く
掘
り
下
っ
て
行
き
、
心
理
の
複
雑
さ
を
持
っ
た
人
間
像
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
雑
多
で
矛
盾
し
た
要
素
を
丸
抱
え
に
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
見
複
雑

そ
う
に
見
え
な
が
ら
、
個
々
の
問
題
に
就
い
て
は
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
な

く
、
む
し
ろ
単
純
さ
を
見
せ
る
こ
と
の
多
い
景
戒
の
能
く
造
形
し
得
な
か
っ
た

人
物
像
と
云
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
内
省
の
深
さ
と
そ
れ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
行
道
の
一
途
を
見
せ
て

い
る
一
つ
の
典
型
は
『
今
昔
』
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
た
餌
取
法
師
達
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
は
破
戒
無
暫
の
生
活
を
送
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
戒
律
を
破
っ
て
死

牛
馬
の
肉
を
常
食
す
る
こ
と
で
、
自
ら
殺
生
の
罪
を
犯
さ
ぬ
と
云
う
厳
し
い
生

　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

　
き
方
を
し
て
い
る
と
云
え
、
し
か
も
尚
そ
の
行
為
に
深
い
罪
業
意
識
を
保
ち
、

　
こ
れ
を
逆
バ
ネ
に
し
て
深
い
信
仰
と
厳
し
い
行
道
を
積
み
、
弥
陀
の
加
護
を
得

　
る
と
の
確
信
を
持
っ
に
ま
で
至
り
、
事
実
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
話
は
『
法
華
験
記
』
に
既
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
『
今
昔
』
、
の
編
者
の
心
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
強
く
と
ら
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
か
か
る
人
々
の
生
き
様
を
も
視
野
の
中
に

　
入
れ
て
い
た
編
者
は
、
持
戒
だ
け
を
唯
一
絶
対
の
仏
道
成
就
と
道
と
は
見
ず
、

　
様
々
な
可
能
性
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
『
今
昔
』
に
も
『
三
宝
絵
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
の
展
開
し
た
類
の
説
話
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
公
式
主
義
的
に
意
志
賢
固
の

　
僧
ば
か
り
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人

　
問
に
対
す
る
洞
察
の
深
ま
り
は
『
霊
異
記
』
の
如
く
、
破
戒
の
問
題
、
そ
れ
に

　
係
る
罪
意
識
を
超
人
間
的
な
験
力
を
得
た
聖
人
（
仙
的
な
ヒ
ジ
リ
）
に
よ
っ
て

　
超
越
し
て
し
ま
う
こ
と
も
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
今
昔
」
は
禅
師
の
語

　
を
用
い
な
が
ら
も
、
『
霊
異
記
』
の
禅
師
の
語
は
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
か
個

　
有
名
詞
化
し
た
二
例
を
除
き
、
す
べ
て
僧
等
を
改
め
て
お
り
、
本
話
で
も
、
冒

　
頭
の
僧
以
外
は
聖
人
に
統
一
し
て
い
る
が
、
こ
の
聖
人
は
も
は
や
シ
ョ
ウ
ニ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
で
あ
り
、
山
野
に
修
行
す
る
僧
の
一
般
的
呼
称
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
増

　
賀
や
性
空
の
例
に
見
ら
れ
る
如
く
呪
験
力
を
期
待
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
応
え
る

　
こ
と
も
で
き
た
が
、
仙
的
な
性
格
は
薄
く
な
っ
て
お
り
『
霊
異
記
」
の
ヒ
ジ
リ

　
の
如
く
、
そ
の
名
に
お
い
て
仏
法
の
制
を
超
越
し
て
し
ま
え
る
ほ
ど
で
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
っ
た
。
穀
断
を
し
た
と
言
い
な
が
ら
米
糞
を
ひ
つ
た
聖
人
の
話
な
ど
も
収
録
し

１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二



　
　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
ぴ
『
今
昔
』

た
編
者
の
聖
人
を
見
る
目
に
は
き
わ
め
て
人
間
的
な
も
の
も
映
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
も
は
や
景
戒
と
は
同
じ
視
点
を
持
ち
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
既
に
見
た
如
く
『
今
昔
』
で
は
魚
を
求
め
る
の
に
、
修
行
を
全
う
す
る
た
め

に
病
を
癒
．
す
薬
餌
で
あ
る
と
云
う
点
を
強
調
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
「
此
れ
思

ふ
に
仏
法
を
修
し
て
身
を
功
け
む
が
為
に
は
、
諸
の
毒
を
食
ふ
と
も
返
り
て
薬

と
成
る
、
諸
の
肉
を
食
ふ
と
も
罪
を
犯
す
に
非
ず
、
云
々
」
と
魚
が
経
に
化
し

た
霊
異
に
よ
り
、
薬
餌
の
場
合
も
あ
る
か
ら
魚
食
を
一
概
に
誇
る
べ
か
ら
ず
と

す
る
教
戒
注
文
は
よ
く
説
話
と
対
応
し
て
い
る
。
修
行
に
よ
り
聖
人
と
な
っ
た

者
の
食
物
で
あ
る
が
故
に
と
説
い
た
『
霊
異
記
』
と
で
は
、
そ
の
霊
異
に
対
す

る
解
釈
、
説
話
の
主
題
は
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
尚
、
『
今
昔
』
で
は
題
を
「
魚
化
成
法
花
経
語
」
と
し
、
『
霊
異
記
』
の
如
く

「
俗
の
誇
を
覆
す
」
の
句
を
加
え
ず
、
ま
た
俗
が
聖
人
に
詫
び
る
言
葉
で
は
、

「
罪
」
を
「
過
」
に
改
め
て
い
る
。
罪
と
過
の
実
質
的
な
差
は
少
い
と
し
て
も

重
み
は
違
う
。
こ
れ
ら
は
、
編
者
が
俗
人
と
す
れ
ば
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い

が
、
僧
籍
の
も
の
と
す
れ
ば
、
仏
教
の
一
般
へ
の
湊
透
と
と
も
に
俗
を
僧
の
対

立
者
と
見
る
視
点
が
な
く
な
り
、
そ
れ
故
に
僧
の
側
に
俗
の
疑
い
を
誘
発
す
る

要
因
も
あ
る
と
、
公
平
、
冷
静
に
眺
め
ら
れ
る
余
裕
の
生
れ
て
い
た
こ
と
と
か

か
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
従
っ
て
『
今
昔
』
は
『
霊
異
記
』
の
生
み
出
さ
れ
た
時
代
よ
り
も
、
仏
教
の

髭
か
に
広
く
深
く
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
目
で
、
そ
れ
に
相
応
し

く
本
話
を
受
け
と
め
、

田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

か
っ
伝
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
云
え
よ
う

０

　
こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
『
霊
異
記
』
の
禅
師
が
如

何
に
直
裁
で
行
動
的
で
あ
る
か
は
明
確
で
あ
る
。
彼
に
は
修
行
の
妨
げ
と
な
る

疲
れ
が
出
る
と
、
と
に
か
く
体
力
の
回
復
が
第
一
と
ば
か
り
に
、
理
屈
を
め
ぐ

ら
せ
る
こ
と
も
、
行
為
を
遼
巡
す
る
こ
と
も
な
く
、
最
も
効
果
的
な
肉
食
を
選

び
求
め
る
の
で
あ
る
。
彼
は
仏
法
の
制
を
犯
す
罪
意
識
は
持
た
な
い
。
仏
道
に

専
心
す
れ
ば
、
多
少
の
罪
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
し
、
又
そ
れ
だ
け
の
修
行
が
で

き
る
と
確
信
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

　
結
果
的
に
は
、
景
戒
は
彼
を
聖
人
に
仕
立
て
て
罪
を
超
越
さ
せ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
禅
師
を
描
く
景
戒
に
も
、
仏
法
を
信
じ
修
し
て
、
聖
人
と
な
れ

ば
仏
法
の
制
さ
え
超
え
ら
れ
る
と
云
う
独
善
と
、
矛
盾
を
は
ら
み
は
す
る
が
楽

天
的
な
仏
教
へ
の
信
仰
と
、
人
間
に
は
そ
う
し
た
修
行
が
可
能
で
あ
る
と
云

う
、
人
間
へ
の
信
頼
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
己
が
矛

盾
に
気
付
か
ぬ
単
純
さ
で
あ
ろ
う
が
、
仏
法
の
験
力
の
広
大
さ
と
実
在
を
信
じ

得
る
精
神
の
健
や
か
さ
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
は
仏
験
の
実
在
の
確
信
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

ズ
バ
リ
と
他
人
の
前
に
突
き
付
け
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ
、
未
だ
仏
教

の
湊
透
せ
ぬ
巷
間
に
入
っ
て
、
布
教
活
動
に
専
心
し
た
開
拓
者
的
な
布
教
僧
景

戒
の
、
最
も
彼
ら
し
い
と
こ
ろ
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



注

◎
　
井
上
光
貞
氏
は
『
日
本
思
想
大
系
・
住
生
伝
・
法
華
験
記
』
解
説
七
二

　
六
頁
に
お
い
て
、
本
語
は
『
法
華
験
記
』
を
経
て
『
今
昔
』
に
取
ら
れ
た

　
と
見
て
お
ら
れ
る
が
疑
問
で
あ
る
。
『
今
昔
』
が
禅
師
自
ら
魚
を
求
め
、

　
か
つ
童
子
の
求
め
て
来
た
魚
を
食
し
た
と
す
る
の
は
『
法
華
験
記
』
で
は

　
な
く
『
霊
異
記
』
か
ら
の
書
承
を
示
し
て
い
る
。

　
　
松
浦
貞
俊
『
続
日
本
古
典
続
本
日
本
霊
異
記
』
一
六
三
頁
、
同
『
日
本

　
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
』
三
四
七
頁

ゆ
　
横
田
健
一
『
道
鏡
』
五
八
頁

　
　
『
日
本
霊
異
記
孜
証
』

　
　
岡
田
精
司
氏
は
、
景
戒
は
農
業
よ
り
も
商
業
に
関
心
を
示
し
て
い
る
こ

　
と
か
ら
、
景
戒
は
商
業
で
富
を
得
た
豪
族
層
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ

　
て
お
り
（
霊
異
記
研
究
会
昭
和
四
十
九
年
度
講
演
「
日
本
霊
異
記
と
奈
良

　
朝
の
杜
会
」
於
立
命
館
大
学
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ぱ
彼
の
商
人
と
し
て
の
体
験

　
が
こ
う
し
た
説
話
展
開
の
方
法
の
背
後
に
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

＠
　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
巻
十
二
、
一
七
七
頁
。
尚
こ
れ
に
は
「
律
」
の
文

　
字
が
無
い
が
、
同
第
十
六
巻
四
〇
六
頁
「
大
師
恵
美
押
勝
家
牒
」
と
併
せ

　
見
る
と
、
こ
れ
は
誤
脱
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

¢
　
肉
食
は
本
来
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

＠
　
五
来
重
『
高
野
聖
』
、
下
出
積
与
『
日
本
古
代
の
神
砥
と
道
教
』

　
　
　
　
　
『
霊
異
記
』
下
巻
六
縁
と
『
三
宝
絵
』
及
び
『
今
昔
』

　
　
薗
田
香
融
「
平
安
仏
教
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
四
巻
）
、

　
志
田
謹
一
「
日
本
霊
異
記
と
神
薩
」
（
『
日
本
霊
異
記
と
そ
の
社
会
』
）

＠
　
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
日
本
霊
異
記
』
の
読
み
。

＠
　
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
第
廿
七
頭
注
。

＠
　
　
『
大
日
本
古
文
書
』
第
七
巻
六
六
頁
。

＠
　
山
田
孝
雄
「
三
宝
絵
詞
の
研
究
」
（
『
三
宝
絵
略
注
』
四
一
一
頁
）

＠
　
松
浦
貞
俊
『
日
本
国
現
報
善
霊
異
記
註
釈
』

＠
　
　
「
今
昔
物
語
に
お
け
る
『
霊
異
記
』
の
受
容
（
二
）
」
（
「
説
林
」
１
６
、
昭

　
和
四
十
三
年
二
月
）
、
「
今
昔
物
語
撰
者
は
日
本
霊
異
記
を
ど
の
や
う
に
受

　
容
し
て
ゐ
る
か
」
（
「
説
林
」
２
３
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
）

＠
　
中
巻
第
七
十
三
「
浄
尊
法
師
」

＠
　
巻
十
五
、
第
二
十
七
「
北
山
の
餌
取
法
師
往
生
の
語
」
及
び
第
二
十
八

　
「
鎮
西
の
餌
取
法
師
往
生
の
語
」

＠
　
巻
十
五
、
第
三
十
六
「
小
松
天
皇
の
御
孫
の
尼
往
生
の
語
」

＠
　
「
聖
」
、
「
聖
人
」
に
つ
い
て
は
、
松
下
貞
三
氏
「
『
聖
（
ひ
じ
り
）
』
と
い

　
う
語
の
受
け
入
れ
と
そ
の
後
－
１
言
葉
と
思
想
と
事
実
と
ー
」
（
「
人
文

　
学
」
第
百
二
十
七
号
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

＠
　
『
今
昔
』
巻
二
十
八
、
第
二
十
四
「
穀
断
聖
人
米
を
持
ち
て
笑
は
る
る

　
も
の
が
た
り
」

ゆ
　
池
上
洵
一
「
『
霊
異
記
』
雑
感
」
（
「
日
本
文
学
」
昭
和
五
十
年
六
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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