
は
じ
め
に

怪
異
譚
は
、
仏
教
の
功
徳
を
説
く
た
め
に
利
用
さ
れ
て
来
た
経
緯
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
仏
教
に
密
接
な
説
話
集
に
怪
異
譚
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
古
い

も
の
で
は
僧
景
戒
の
『
日
本
霊
異
記
』（
弘
仁
十
三
（
八
二
二
）
年
成
）
が
あ

る
が
、
そ
の
下
巻
跋
に
は
「
我
れ
聞
く
所
に
従
ひ
て
、
口
伝
を
選
ひ
」
と
あ
っ

て
、
口
伝
え
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
世
に

編
ま
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
も
中
国
や
天
竺
か
ら
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
話
や
わ

が
国
に
お
い
て
伝
わ
っ
た
説
話
を
収
め
る
が
、
話
の
末
尾
が
「
ト
ナ
ム
語
リ
伝

ヘ
タ
ル
ト
ヤ
」
で
結
ば
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。

同
じ
く
中
世
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
序
は
、「
上
中
下
を
い
は
ず
、
昔
物
語
を

せ
さ
せ
て
、
我
は
内
に
そ
ひ
臥
し
て
、
語
る
に
し
た
が
ひ
て
、
お
ほ
き
な
る
双

紙
に
書
か
れ
け
り
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
説
話
は
、
仏
教
の
功
徳
を

説
く
に
せ
よ
人
の
間
で
伝
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
ま
ず
語
る
こ
と
が
第
一
に
あ
り
、

そ
れ
を
記
録
し
て
出
来
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
話
材
の
一
つ
に
怪
異
譚
が

存
在
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
話
材
と
し
て
の
説
話
と
い
う
様
相
が
変
化
す
る
の
は
近
世
で
あ

る
。
近
世
初
期
に
出
版
が
商
業
と
結
び
付
い
た
こ
と
に
よ
り
読
者
層
が
増
え
、

読
む
行
為
が
一
般
化
し
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
世
初
期
の
散
文
文
芸
と
し

て
は
ま
ず
仮
名
草
子
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
怪
異
に
対
す
る
人
々
の
関
心
は
高
か

っ
た
ら
し
く
、
怪
異
譚
で
一
つ
の
作
品
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
早

い
も
の
は
平
仮
名
本
『
因
果
物
語
』（
万
治
頃
（
一
六
五
八

一
六
六
一
））、

片
仮
名
本
『
因
果
物
語
』（
寛
文
元
（
一
六
六
一
））、『
曽
呂
利
物
語
』（
寛
文

三
（
一
六
六
三
））
な
ど
で
あ
る
。『
因
果
物
語
』
は
仏
教
の
功
徳
を
説
く
た
め

の
話
材
と
し
て
集
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
『
日
本
霊
異
記
』

以
降
の
説
話
の
系
統
に
あ
る
。『
曽
呂
利
物
語
』
は
秀
吉
の
御
伽
衆
曽
呂
利
新

『
伽
婢
子
』
論
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｜
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左
衛
門
に
仮
託
し
た
怪
異
譚
で
、
こ
れ
も
話
材
と
し
て
の
怪
異
譚
が
元
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
、
話
材
を
収
集
し
記
録
し
て
一
個
の
作
品
と
な

っ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
浅
井
了
意
の
『
伽
婢

子
』（
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
刊
）
の
登
場
に
よ
り
、
怪
異
譚
は
新
し
い
展

開
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
初
め
か
ら
読
み
物
と
し
て
作
ら
れ
た
怪

異
譚
｜
本
稿
で
は
こ
れ
を
怪
異
小
説
と
考
え
る
｜
が
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

『
伽
婢
子
』
の
特
徴
と
し
て
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
国
や
朝

鮮
の
伝
奇
小
説
を
日
本
の
話
に
「
翻
案
」
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
た
と
い
う

事
で
あ
る
。『
伽
婢
子
』
に
「
翻
案
」
と
い
う
語
を
初
め
て
用
い
た
の
は
藤
井

乙
男
氏
の
「
支

小
説
の
翻
訳
（
剪
燈
新
話
と
伽
婢
子
）」
で
、「
伽
婢
子
は
剪

燈
新
話
全
部
二
十
篇
の
文
章
中
よ
り
十
八
篇
を
抜
き
地
名
人
名
を
も
日
本
に
改

め
、
す
べ
て
我
が
国
風
に
叶
ふ
や
う
に
翻
案
し
て
、
少
し
も
訳
文
ら
し
い
臭
気

を
留
め
ぬ
頗
る
手
際
な
出
来
栄
で
あ
る
。」
と
評
価
さ
れ
た
。
こ
の
「
翻
案
」

と
い
う
手
法
が
、
後
の
都
賀
庭
鐘
や
上
田
秋
成
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
追
従
作
品
も
多
く
生
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
近
世
怪
異
小
説
の
祖
と
し
て
の

位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
は
い
る
。
太
刀
川
清
氏
の
『
近
世
怪
異
小
説
の
研
究
』

に
よ
れ
ば
、
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
刊
の
『
新
伽
婢
子
』、
元
禄
十
五
（
一

七
〇
二
）
年
刊
の
『
御
前
御
伽
婢
子
』、
そ
し
て
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
刊

の
『
拾
遺
御
伽
婢
子
』
と
い
う
追
従
作
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
伽
婢
子
』
論

三
五

『
伽
婢
子
』
が
近
世
で
影
響
力
を
誇
っ
た
の
は
、「
翻
案
」
と
い
う
手
法
だ
け
で

な
く
、
読
み
物
と
し
て
表
現
の
面
に
お
い
て
も
優
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
評
価
は
、
こ
の
「
翻
案
」
と

い
う
手
法
を
用
い
た
点
に
お
い
て
の
み
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

『
伽
婢
子
』
の
海
外
の
典
拠
と
さ
れ
る
作
品
の
内
、
最
も
重
要
視
さ
れ
て
き

た
の
は
『
剪
燈
新
話
句
解
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
代
に
出
さ
れ
た
『
剪
燈
新

話
』
が
朝
鮮
に
渡
り
、
解
釈
を
加
え
て
『
剪
燈
新
話
句
解
』
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
後
に
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
に
は
刊

行
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
剪
燈
新
話
句
解
』
と
の
関
係
を
論
じ
る
も
の
が

『
伽
婢
子
』
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
宇
佐
美
喜
三
八
氏
が
「
伽
婢
子
に
於

け
る
翻
案
に
つ
い
て
」
で
『
剪
燈
新
話
句
解
』
以
外
の
典
拠
も
明
ら
か
に
さ
れ

た
の
を
契
機
と
し
て
、『
伽
婢
子
』
の
他
の
話
に
も
論
が
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
黄
昭
淵
氏
の
「『
伽
婢
子
』
と
叢
書
｜
『
五
朝
小
説
』
を
中
心
に
｜
」

に
よ
り
、『
伽
婢
子
』
が
典
拠
と
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ

た
と
言
っ
て
よ
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、『
伽
婢
子
』
に
収
め
ら
れ
た
六
十
八
話

の
内
、
十
六
話
が
『
剪
燈
新
話
句
解
』、
二
話
が
『
剪
燈
余
話
』、
四
十
五
話
が

『
五
朝
小
説
』
で
、
こ
れ
ら
は
中
国
の
伝
奇
小
説
、
そ
し
て
二
話
が
朝
鮮
の

『
金
鰲
新
話
』
か
ら
の
「
翻
案
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
三
話
を
除

く
六
十
五
話
が
海
外
の
伝
奇
小
説
の
「
翻
案
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
『
伽
婢
子
』
研
究
は
典
拠
と
な
っ
た
作
品
を
明



ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
江
本
裕
氏
の
「
了
意
怪
異
談
の

素
材
と
方
法
」
は
、『
伽
婢
子
』
に
二
つ
の
異
な
る
創
作
意
図
を
見
出
さ
れ
た

画
期
的
な
論
で
あ
る
。
江
本
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
二
つ
の
創
作
意
図
と
は
、

そ
の
一
は
、
従
来
か
ら
諸
先
学
の
説
か
れ
る
『
剪
燈
新
話
』
翻
案
の
方
法

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
香
気
あ
る
「
怪
異
談
」
の
作
製
。
い
ま
一
つ
は
、

こ
れ
と
全
く
対
照
を
な
す
、
む
し
ろ
即
物
的
な
「
奇
談
」
と
で
も
い
う
べ

き
類
の
咄
の
作
製
で
あ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
江
本
氏
の
こ
の
指
摘
は
、『
伽
婢
子
』
の
内
容
に
踏
み

込
ん
だ
と
い
う
点
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
江
本
氏
が
「
怪
異
談
」
と
さ

れ
た
話
群
は
、（
江
本
氏
も
こ
ち
ら
が
『
伽
婢
子
』
の
中
心
だ
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
）、
異
界
や
こ
の
世
の
情
景
、
登
場
人
物
や
幽
霊
な
ど
の
美
貌
や
心
情

が
描
か
れ
る
。
こ
の
「
怪
異
談
」
が
、『
伽
婢
子
』
が
読
み
物
と
し
て
の
怪
異

譚
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
冨

士
昭
雄
氏
は
「
伽
婢
子
の
方
法
」
で
、『
伽
婢
子
』
が
利
用
し
た
古
歌
を
明
ら

か
に
さ
れ
、
そ
こ
に
了
意
の
創
作
意
欲
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿

で
は
、
江
本
氏
や
冨
士
氏
の
論
考
に
導
か
れ
な
が
ら
、
こ
の
「
怪
異
談
」
に
描

か
れ
る
叙
景
と
形
容
に
絞
っ
て
、『
伽
婢
子
』
が
読
み
物
と
し
て
の
怪
異
譚
｜

怪
異
小
説
と
し
て
成
立
し
た
事
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

一
『
伽
婢
子
』
の
構
成

『
伽
婢
子
』
は
十
三
巻
六
十
八
話
の
怪
異
集
で
あ
る
。
そ
の
構
成
を
見
る
と
、

全
体
と
巻
ご
と
と
に
お
い
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
構
成
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
つ
ま
り
、
一
個
の
作
品
と
し
て
の
完
結
性
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
読
み
物
と
し
て
の
意
識
の
表
れ
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
『
伽
婢
子
』
全
体

の
構
成
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
冒
頭
の
巻
一
｜
一
「
竜
宮
の
上
棟
」
に
は
、
勢

多
大
橋
周
辺
の
蛍
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

そ
の
北
に
は
蛍
谷
と
て
洞
あ
り
。
四
月
の
は
じ
め
つ
か
た
よ
り
五
月
の
半

に
い
た
る
ま
で
、
数
百
万
斛
の
蛍
湧
出
て
、
湖
水
の
面
に
あ
つ
ま
り
、
或

は
鞠
の
大
さ
、
或
は
車
の
輪
の
ご
と
く
か
た
ま
り
、
円
が
り
て
、
雲
路
は

る
か
に
ま
ひ
あ
が
り
、
俄
に
水
の
う
へ
に
は
た
と
お
ち
、
は
ら

と
く

だ
け
て
水
に
流
る
ゝ
有
さ
ま
、
点
々
た
る
柘
榴
花
の
五
月
雨
に
さ
く
が
ご

と
く
に
て
、
ひ
か
り
さ
や
か
に
み
だ
れ
た
る
は
、
又
す
て
が
た
き
な
が
め

也
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
最
終
話
の
巻
十
三
｜
九
「
怪
を
話
ば
怪
至
」
で

は
、
下
京
辺
の
五
人
の
人
が
百
物
語
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
怪
異
が
起

き
て
い
る
。
そ
れ
は
、

窓
の
外
に
、
火
の
ひ
か
り
ち
ら

と
し
て
蛍
の
お
ほ
く
と
ぶ
が
ご
と
く
、

い
く
千
万
と
も
な
く
、
つ
ゐ
に
座
中
に
と
び
入
て
、
ま
ろ
く
あ
つ
ま
り
て
、

『
伽
婢
子
』
論

三
六



鏡
の
ご
と
く
、
鞠
の
ご
と
く
、
又
わ
か
れ
て
く
だ
け
ち
り
、
変
じ
て
白
く

な
り
か
た
ま
り
た
る
か
た
ち
、
わ
た
り
五
尺
ば
か
り
に
て
天
井
に
つ
き
て
、

た
ゝ
み
の
上
に
ど
う
ど
を
ち
た
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
全
く
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、
冒
頭
と
最
終
話

に
右
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
る
と
い
う
の
は
、
意
図
的
に
対
応
さ
せ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
巻
十
三
｜
九
「
怪
を
話
ば
怪
至
」
の
末
尾
が

「
此
物
語
百
条
に
満
ず
し
て
、
筆
を
こ
ゝ
に
と
ゞ
む
。」
と
書
か
れ
、
百
物
語
を

意
識
し
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
話
中
に
も
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

実
際
に
怪
異
が
起
こ
る
際
の
記
述
で
あ
る
。「
め
ん

み
な
あ
を
き
小
袖
着

て
な
み
ゐ
て
か
た
る
に
、
六
七
十
に
お
よ
ぶ
。」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
五
人
の

話
が
「
六
七
十
」
に
な
っ
た
時
怪
異
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
六
七

十
」
と
い
う
数
字
は
、
実
は
『
伽
婢
子
』
の
話
数
六
十
八
に
対
応
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、『
伽
婢
子
』
の
こ
れ
ま
で
の
話
は
、
こ
の

「
下
京
辺
の
人
五
人
」
が
語
っ
た
百
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
構
図
を
取
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
『
伽
婢
子
』
は
、
十
三
巻
で
一
ま
と
ま
り
の
本

と
し
て
の
構
成
が
考
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
巻
ご
と
の
構
成
で
あ
る
が
、
一
巻
ご
と
に
独
立
し
た
構
成
を
持
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
巻
四
の
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
「
地
獄
を
見
て
蘇
」

（
四
「
入
棺
之
尸
甦
恠
」）

二
「
夢
の
ち
ぎ
り
」

五
「
幽
霊
逢
夫
語
」

『
伽
婢
子
』
論

三
七

三
「
一
睡
卅
年
の
夢
」

（

）
と
し
た
も
の
は
江
本
氏
が
「
奇
談
」
と
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
地
獄
に
行

く
話
あ
り
、
恋
愛
の
話
あ
り
、
邯
鄲
の
夢
の
よ
う
な
話
あ
り
、
尸
が
蘇
る
話
、

幽
霊
が
夫
に
会
い
に
来
る
話
と
、
一
巻
の
中
に
多
様
な
話
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
他
の
巻
も
同
様
に
多
様
な
話
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
伽

婢
子
』
は
一
巻
だ
け
で
も
興
味
深
く
読
め
る
よ
う
独
立
性
を
持
た
せ
た
構
成
が

な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
中
世
説
話
集
の
構
成
と
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
構
成
に
つ
い
て
国
東
文
麿
氏
の
『
今
昔
物
語
集

成
立
考
』
が
あ
る
。
国
東
氏
は
、「
本
集
（『
今
昔
物
語
集
』、
筆
者
注
）
の
中

で
、
相
並
ん
で
存
在
す
る
二
説
話
の
間
に
は
、
そ
の
他
の
説
話
に
比
し
て
一
段

と
濃
い
類
似
的
近
縁
的
性
格
が
見
出
さ
れ
る
が
、」
と
さ
れ
、「
強
い
連
想
契
機

に
よ
っ
て
二
話
が
緊
密
に
一
括
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
些
少
の
契
機
を
求
め
て

次
の
二
話
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
二
話
ず
つ
が
連
鎖
的
に
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
た
。
隣
合
う
説
話
同
士
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
も
見
え
る
。『
伽
婢
子
』
は
こ
れ
ら
の
説
話
集
の
編

集
方
法
と
は
異
な
り
、
各
巻
ご
と
の
多
様
性
を
持
た
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
巻

で
も
独
立
し
て
楽
し
め
る
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
伽
婢
子
』
は
、
十
三
巻
全
体
で
の
構
成
、
そ
し
て
巻
ご
と
の

構
成
に
つ
い
て
も
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。



二
『
伽
婢
子
』
の
叙
景

ま
ず
『
伽
婢
子
』
中
の
叙
景
に
つ
い
て
、
巻
一
｜
一
「
竜
宮
の
上
棟
」
を
例

に
論
じ
る
。
冒
頭
話
で
あ
り
、『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
了
意
の
姿
勢
が
現
れ
て

い
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
話
の
舞
台
は
琵
琶
湖
で
あ
り
、
湖
底
に
竜

宮
が
あ
る
と
す
る
伝
承
を
利
用
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
勢
多
大
橋
周

辺
の
情
景
描
写
が
実
に
詳
細
で
あ
る
。
こ
の
情
景
が
、
了
意
の
『
東
海
道
名
所

記
』（
万
治
三
（
一
六
五
八
）
以
降
）
巻
五
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
江

本
裕
氏
が
東
洋
文
庫
『
伽
婢
子
』
解
説
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
『
東
海
道

名
所
記
』
の
描
写
は
、
石
山
寺
の
草
創
な
ど
の
伝
承
を
中
心
と
す
る
。
以
下

『
伽
婢
子
』
の
勢
多
の
情
景
と
『
東
海
道
名
所
記
』
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
了
意
の
姿
勢
が
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
『
伽
婢
子
』
で
は
、「
江
州
勢
多
の
は
し
は
、
東
国
第
一
の
大

橋
に
し
て
、
西
東
に
か
ゝ
れ
り
。」
と
し
て
大
橋
の
西
東
の
叙
景
と
な
る
。

（
伽
）
橋
よ
り
西
の
か
た
、
北
に
は
滋
賀
・
辛
崎
も
ま
の
あ
た
り
に
て
、
山

田
・
矢
橋
の
渡
し
舟
、
塩
津
・
海
津
の
の
ぼ
り
舟
に
帆
か
け
て
は
し
る
も
、

え
な
ら
ず
み
ゆ
。
南
の
か
た
は
石
山
寺
、
夕
暮
つ
ぐ
る
鐘
の
音
に
、
山
づ

た
ひ
ゆ
く
岩
間
寺
も
、
程
ち
か
く
つ
ゞ
き
た
り
。

（
東
）
大
橋
の
う
へ
よ
り
、
左
の
か
た
に
、
石
山
寺
の
塔
み
ゆ
。
此
寺
は
、
東

大
寺
の
良
弁
僧
都
の
草
創
な
り
。
そ
の
か
み
、
聖
武
天
皇
、
東
大
寺
の
大

仏
殿
を
建
立
あ
り
け
る
に
、（
以
下
略
）

『
伽
婢
子
』
で
は
、
石
山
寺
近
辺
の
景
物
が
、
舟
や
鐘
の
音
に
託
し
て
叙
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
『
東
海
道
名
所
記
』
は
、
石
山
寺
の
草
創
に
つ
い
て
の

記
述
が
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
伽
）
橋
よ
り
東
の
か
た
、
北
に
は
任

の
里
、
こ
ゝ
は
名
に
お
ふ
蓮
の
名
所

に
て
、
六
月
の
中
比
よ
り
さ
き
み
だ
る
ゝ
蓮
花
、
匂
ひ
は
四
方
に
薫
じ
て
、

見
に
く
る
人
の
心
さ
へ
を
の
づ
か
ら
濁
り
に
し
ま
ぬ
た
の
し
み
あ
り
。
橋

の
南
に
は
田
上
山
の
夕
日
影
、
な
き
を
く
る
蝉
の
声
に
、
夏
は
涼
し
さ
ま

さ
り
け
り
。
う
し
ろ
は
伊
せ
路
に
つ
ゞ
き
、
前
に
は
湖
水
の
流
れ
な
が
く
、

鹿
飛
の
滝
よ
り
宇
治
の
川
瀬
に
出
る
と
い
ふ
。

こ
の
後
『
伽
婢
子
』
で
は
大
橋
の
東
に
視
点
が
移
り
、
視
覚
的
に
蓮
花
か
ら
歌

枕
で
あ
る
田
上
山
の
夕
日
影
、
そ
し
て
蝉
の
声
と
聴
覚
に
も
訴
え
て
情
景
が
描

か
れ
る
。
一
方
の
『
東
海
道
名
所
記
』
は
、

（
東
）
小
橋
よ
り
右
に
む
か
ひ
、
北
の
か
た
を
み
れ
ば
、
湖
水
の
西
の
か
た
、

辛
崎
の
松
に
つ
ゞ
き
て
、
堅
田
の
う
ら
、
浮
御
堂
も
、
か
す
か
に
思
ひ
や

る
。
か
の
う
き
御
堂
は
、
恵
心
僧
都
の
つ
く
り
給
ふ
、
一
千
体
の
弥
陀
仏

也
。（
以
下
略
）

堅
田
の
す
ゑ
は
、
白
鬚
、
比
良
、
小
松
な
り
。
又
、
か
す
か
に
沖
中
へ

つ
き
出
た
る
尾
崎
は
、
大

と
い
ふ
所
也
。
今
津
、
海
津
は
、
は
る
か
な

れ
ば
、
み
え
ず
。
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湖
水
の
東
、
右
の
方
に
を
し
入
た
る
は
、
長
面
寺
の
観
音
な
り
。
音
根

の
観
音
は
、
沢
山
の
中
に
あ
り
。
沖
に
み
ゆ
る
は
、
こ
れ
沖
の
島
な
り
。

そ
の
あ
な
た
に
、
竹
生
島
あ
り
。
此
島
は
、
い
に
し
へ
景
行
天
皇
の
御
時

に
、（
以
下
略
）

小
橋
・
湖
水
の
東
で
は
、
浮
御
堂
や
長
面
寺
の
伝
承
に
帰
結
し
、
堅
田
は
叙
景

で
は
な
く
地
名
の
紹
介
で
あ
る
。
描
い
た
場
所
は
同
じ
で
も
、『
伽
婢
子
』
が

叙
景
に
徹
す
る
の
に
対
し
、『
東
海
道
名
所
記
』
で
は
寺
の
伝
承
を
述
べ
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
名
物
で
あ
る
蛍
の
描
写
に
も
、『
伽
婢
子
』
と

『
東
海
道
名
所
記
』
の
姿
勢
の
違
い
が
現
れ
る
。

（
伽
）
そ
の
北
に
は
蛍
谷
と
て
洞
あ
り
。
四
月
の
は
じ
め
つ
か
た
よ
り
五
月
の

半
に
い
た
る
ま
で
、
数
百
万
斛
の
蛍
湧
出
て
、
湖
水
の
面
に
あ
つ
ま
り
、

或
は
鞠
の
大
さ
、
或
は
車
の
輪
の
ご
と
く
か
た
ま
り
、
円
が
り
て
、
雲
路

は
る
か
に
ま
ひ
あ
が
り
、
俄
に
水
の
う
へ
に
は
た
と
お
ち
、
は
ら
く
と
く

だ
け
て
水
に
流
る
ゝ
有
さ
ま
、
点
々
た
る
柘
榴
花
の
五
月
雨
に
さ
く
が
ご

と
く
に
て
、
ひ
か
り
さ
や
か
に
み
だ
れ
た
る
は
、
又
す
て
が
た
き
な
が
め

也
。
さ
れ
ば
世
の
好
事
の
と
も
が
ら
、
僧
俗
と
も
に
あ
そ
び
来
て
、
歌
よ

み
詩
つ
く
る
、
そ
の
こ
と
ば
ほ
く
口
に
つ
た
へ
書
に
し
る
せ
り
。

（
東
）
何
よ
り
、
心
を
な
ぐ
さ
む
る
は
、
四
月
の
こ
ろ
の
蛍
な
り
。
そ
の
大
さ
、

余
所
に
か
は
り
て
、
ひ
か
り
、
又
常
に
こ
え
た
り
。
橋
の
南
の
か
た
、
石

山
よ
り
は
、
北
に
あ
た
り
て
、
大
な
る
洞
有
。
此
内
よ
り
、
毎
夜
に
飛
い
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づ
る
事
、
い
く
千
万
と
も
数
し
ら
ず
。
橋
の
北
・
み
な
み
に
と
び
ち
り
、

数
万
の
蛍
、
一
所
に
あ
つ
ま
り
、
丸
く
か
た
ま
り
て
、
空
に
舞
あ
が
り
、

又
、
其
か
た
ま
り
、
水
の
上
に
落
て
は
、
わ
か
れ
ち
り
て
、
流
る
ゝ
有
様
、

面
白
き
事
か
ぎ
り
な
し
。
都
方
の
好
事
の
人
は
、
夜
を
こ
め
て
、
爰
に
来

り
て
み
る
。
詩
歌
其
数
か
ぎ
り
な
し
。
此
水
流
れ
て
、
宇
治
川
に
出
る
。

蛍
も
つ
れ
て
、
流
れ
く
だ
る
。
宇
治
に
て
は
、
頼
政
が
霊
な
り
と
申
す
。

宇
治
ば
し
に
て
、
こ
れ
を
み
る
も
、
ま
た
一
し
ほ
の
見
物
な
り
と
か
や
。

『
伽
婢
子
』
が
い
か
に
美
し
い
表
現
に
意
を
尽
し
て
い
る
か
が
窺
え
る
で
あ
ろ

う
。
右
の
よ
う
に
比
較
し
て
み
る
と
、『
伽
婢
子
』
の
勢
多
の
情
景
は
、『
東
海

道
名
所
記
』
と
は
別
の
姿
勢
で
も
っ
て
新
た
に
描
か
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

『
東
海
道
名
所
記
』
が
名
所
や
伝
説
を
中
心
に
記
す
の
に
対
し
、『
伽
婢
子
』
は

美
景
を
描
く
こ
と
に
狙
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
素
材
と
し

た
話
と
比
べ
て
も
は
る
か
に
分
量
を
費
や
し
て
い
る
。『
伽
婢
子
』「
竜
宮
の
上

棟
」
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
金
鰲
新
話
』
五
「
竜
宮
赴
宴
録
」
で
は
同
じ
箇
所
の

情
景
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

松
都
ニ
天
磨
山
有
リ
。
其
ノ
山
高
ク
挿
テ
峭
エ
秀
テ
タ
リ
。
故
ニ
曰
天
磨

山
ト
中
ニ
竜
湫
有
リ
。
名
テ
瓢
淵
ト
曰
。
窄
フ
シ
テ
深
シ
。
其
ノ
幾
丈
ナ

ル
コ
ト
ヲ
知
ズ
。

テ
瀑
タ
ル
百
余
丈
ハ
カ
リ
。
景
既
ニ
清
麗
也
。
遊
僧

過
客
。
必
此
ニ
観
覧
ス
。
夙
ク
異
霊
ヲ
著
シ
諸
伝
記
ニ
載
ス
。
国
家
歳
特

牲
牢
ヲ
以
テ
之
ヲ
祀
ル
。



右
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、『
金
鰲
新
話
』「
竜
宮
赴
宴
録
」
で
は
天
磨
山
と
瓢

淵
の
情
景
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。『
伽
婢
子
』「
竜
宮
の
上
棟
」
の
情
景

が
、
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
『
金
鰲
新
話
』「
竜
宮
赴
宴
録
」
を
用
い
る
だ
け
で

な
く
、
了
意
独
自
の
工
夫
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
伽
婢
子
』「
竜
宮
の
上
棟
」
で
は
、
こ
の
後
竜
宮
の
壮
麗
な
様
子
が
典
拠
の

『
金
鰲
新
話
』「
竜
宮
赴
宴
録
」
に
従
っ
て
描
か
れ
る
。
話
の
中
心
で
あ
る
は
ず

の
竜
宮
だ
け
で
な
く
勢
多
大
橋
の
情
景
ま
で
美
し
く
描
い
た
の
は
、
こ
こ
に
も

了
意
の
情
熱
が
注
が
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
で
は
了
意
は
ど
の
よ
う
な
意
図

を
も
っ
て
美
景
を
描
い
た
の
か
。
中
村
幸
彦
氏
は
「
仮
名
草
子
の
性
格
」
で
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

仮
名
草
子
の
白
眉
に
数
え
ら
れ
る
浅
井
了
意
の
『
伽
婢
子
』（
寛
文
六

年
）
は
、
怪
談
小
説
集
で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
は
御
伽
草
子
風
で
、
当
時

の
常
識
か
ら
し
て
も
立
派
な
小
説
で
あ
る
。

中
村
氏
は
直
接
『
伽
婢
子
』
文
章
を
引
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
「
御
伽
草
子

風
」
と
言
わ
れ
る
の
が
具
体
的
に
ど
の
箇
所
を
指
す
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
美

景
を
描
い
た
例
は
御
伽
草
子
の
中
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
『
う
ら

し
ま
』
な
ど
は
、
竜
宮
の
女
房
が
う
ら
し
ま
太
郎
に
四
季
の
草
木
を
見
せ
る
と

言
い
以
下
の
情
景
描
写
と
な
る
。

ま
つ
、
東
の
戸
を
あ
け
て
、
み
け
れ
は
、
春
の
け
し
き
と
、
お
ほ
へ
て
、

梅
や
桜
の
、
さ
き
み
た
れ
、
柳
の
糸
も
春
風
に
、
な
ひ
く
霞
の
う
ち
よ
り

も
、
鶯
の
ね
も
、
の
き
ち
か
く
、
い
つ
れ
の
こ
す
ゑ
も
は
な
た
れ
や

以
下
夏
秋
冬
の
景
色
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に
作
品
の
中
で
美
景
を
描
く
こ
と
は
、

御
伽
草
子
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
王
朝
文
学
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。『
源
氏
物
語
』「
初
音
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

年
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
の
空
の
気
色
、
な
ご
り
な
く
曇
ら
ぬ
う
ら
ゝ
か
げ

さ
に
は
、
数
な
ら
ぬ
垣
根
の
う
ち
だ
に
、
雪
間
の
草
、
若
や
か
に
色
づ
き

は
じ
め
、
い
つ
し
か
と
け
し
き
だ
つ
霞
に
、
木
の
芽
も
う
ち
け
ぶ
り
、
お

の
づ
か
ら
、
人
の
心
も
の
び
ら
か
に
ぞ
見
ゆ
る
か
し
。
ま
し
て
い
と
ゞ
、

玉
を
し
け
る
御
前
は
、
庭
よ
り
は
じ
め
見
ど
こ
ろ
多
く
、
み
が
き
ま
し
給

へ
る
御
方
々
の
有
様
、
ま
ね
び
た
て
む
も
、
言
の
葉
足
る
ま
じ
く
な
む
。

こ
こ
か
ら
『
伽
婢
子
』「
竜
宮
の
上
棟
」
の
勢
多
の
情
景
が
上
記
の
よ
う
に
詳

細
に
描
か
れ
て
い
た
の
は
、
怪
異
譚
で
あ
る
『
伽
婢
子
』
を
、
御
伽
草
子
や
王

朝
文
学
の
よ
う
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
意
図
が
了
意
の
中
に
あ
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
『
伽
婢
子
』
の
形
容
表
現

『
伽
婢
子
』
に
は
美
し
い
幽
霊
が
数
多
く
登
場
し
、
そ
の
心
情
を
吐
露
す
る
。

こ
の
幽
霊
の
形
容
に
も
了
意
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
『
伽
婢
子
』
巻
三
｜

三
「
牡
丹
灯
籠
」
で
こ
の
世
に
現
わ
れ
た
女
の
幽
霊
の
形
容
を
見
て
み
る
。

ひ
と
り
の
美
人
、
そ
の
年
廿
ば
か
り
と
み
ゆ
る
が
、
十
四
五
ば
か
り
の
女

『
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の
童
に
う
つ
く
し
き
牡
丹
花
の
灯
籠
も
た
せ
、
さ
し
も
ゆ
る
や
か
に
打
過

る
。
芙
蓉
の
ま
な
じ
り
あ
ざ
や
か
に
、
楊
柳
の
す
が
た
た
を
や
か
な
り
。

か
つ
ら
の
ま
ゆ
ず
み
、
み
ど
り
の
か
み
、
い
ふ
ば
か
り
な
く
あ
で
や
か
也
。

と
大
変
美
し
く
描
か
れ
る
。『
伽
婢
子
』
以
前
の
怪
異
譚
で
、
幽
霊
に
こ
の
よ

う
な
形
容
表
現
を
施
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
飾
が
『
伽

婢
子
』
の
魅
力
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
典
拠
の
「
翻
案
」
と
い
う
だ

け
で
は
片
付
か
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
典
拠
の
『
剪
燈
新
話
句

解
』
巻
二
｜
四
「
牡
丹
灯
記
」
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

一
ノ
美
人
後
ニ
随
フ
。
約
年
十
七
八
。
紅
ノ
裙

ノ
袖
。

嫋
嫋
ト
ス
。

と
あ
っ
て
、
表
現
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
了
意
は
、
幽
霊
の
形
容
を
典
拠
か

ら
そ
の
ま
ま
用
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
伽
婢
子
』
巻
九
｜
三

「
金
閣
寺
の
幽
霊
に
契
る
」
の
女
の
幽
霊
の
形
容
は
、

ひ
と
り
の
女
、
そ
の
よ
は
ひ
十
七
八
と
み
ゆ
る
が
、
半
者
一
人
め
し
ぐ
し

て
、
閣
の
も
と
に
来
れ
り
。
桂
の
ま
ゆ
ず
み
雲
の
び
ん
づ
ら
、
た
を
や
か

な
る
す
が
た
か
た
ち
、
う
つ
く
し
さ
心
も
詞
も
及
ば
れ
ず
。

と
あ
る
。
先
の
「
牡
丹
灯
籠
」
の
女
の
幽
霊
と
同
様
の
、「
桂
の
ま
ゆ
ず
み
」

「
た
を
や
か
な
る
す
が
た
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
典
拠
の
『
剪

燈
新
話
』
巻
二
｜
三
「
勝
穆
酔
遊
景
園
記
」
で
は
、「
俄
ニ
一
ノ
美
人
先
ニ
行

ク
ヲ
見
ル
。
一
ノ
侍
女
之
ニ
随
フ
。
外
ヨ
リ
入
リ
テ
。
風
ノ
鬟
霧
ノ
鬢
。
綽
約

ノ
多
姿
。
望
メ
バ
殆
神
仙
ノ
ゴ
ト
シ
。」
と
あ
っ
て
、
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。
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了
意
は
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
容
を
思
い
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

右
の
「
牡
丹
灯
籠
」
の
形
容
表
現
か
ら
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
白
居
易
の

『
長
恨
歌
』
で
あ
ろ
う
。
了
意
は
『
や
う
き
ひ
物
語
（
長
恨
歌
抄
）』
と
い
う

『
長
恨
歌
』
の
句
に
注
釈
を
施
す
体
裁
の
作
品
も
著
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
こ
れ
を
見
て
み
る
。『
や
う
き
ひ
物
語
（
長
恨
歌
抄
）』
に
は
、「
太
液

の
芙
蓉
未
央
の
柳
芙
蓉
は
面
の
如
く
柳
は
眉
の
如
し
」
と
『
長
恨
歌
』
の
句
が

引
か
れ
て
い
る
。「
牡
丹
灯
籠
」
の
形
容
表
現
と
比
較
す
る
と
、「
芙
蓉
の
面
」

が
「
ま
な
じ
り
」
に
な
っ
て
い
た
り
、「
柳
の
眉
」
が
「
楊
柳
の
す
が
た
」
と

変
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
先
の
中
村
幸
彦
氏
の
「
御
伽
草
子
風
」
だ
と
い
う
ご

指
摘
に
従
い
御
伽
草
子
も
見
て
み
る
。
例
え
ば
御
伽
草
子
『
物
く
さ
太
郎
』
で

は
、「
女
房
一
人
出
来
た
り
。
年
な
ら
ば
十
七
八
か
と
見
え
侍
り
。
形
ち
は
春

の
花
、
翡

の
か
ん
ざ
し
た
を
や
か
に
、
青
黛
の
ま
ゆ
ず
み
は
、
は
な
や
か
に

し
て
、
遠
山
の
桜
に
こ
と
な
ら
ず
。
嬋
媚
た
る
両
鬢
は
、
秋
の
蝉
の
羽
に
こ
と

な
ら
ず
。」
と
あ
る
。
ま
た
先
に
挙
げ
た
『
や
う
き
ひ
物
語
（
長
恨
歌
抄
）』
に

も
、「
雲
の
鬢
づ
ら
花
の
顔
ば
せ
金
の
歩
揺
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
完
全

に
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
が
、「
青
黛
の
ま
ゆ
ず
み
」
や
「
雲
の
鬢
づ
ら
」
な

ど
の
美
辞
を
並
べ
る
形
容
の
方
法
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
形
容
は
日
本

文
学
の
伝
統
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
は
、「
野
分
」
の
夕
霧

が
紫
の
上
を
垣
間
見
る
場
面
で
は
、
紫
の
上
が
「
気
高
く
、
清
ら
に
、
さ
と
匂

ふ
心
ち
し
て
、
春
の
あ
け
ぼ
の
ゝ
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
か
ば
桜
の
咲
き



み
だ
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
。」
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
て
い
る
。
女
性
の
部
分

に
つ
い
て
の
形
容
で
は
な
く
な
る
が
、
こ
れ
も
花
の
喩
え
な
ど
を
用
い
て
美
し

く
形
容
す
る
点
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
、『
伽
婢
子
』
の
形

容
表
現
は
、
先
に
見
た
情
景
描
写
と
同
じ
く
、
御
伽
草
子
や
王
朝
文
学
の
表
現

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
今
昔
物

語
集
』
巻
第
二
十
七
本
朝
付
霊
鬼
「
人
妻
死
後
会
旧
夫
語
第
二
十
五
」
を
見
る

と
、
霊
と
な
る
妻
の
生
前
の
様
子
は
「
年
モ
若
ク
、
形
チ
有
様
モ
宜
ク
、
心
様

ナ
ド
モ
労
タ
カ
リ
ケ
レ
バ
、」
で
あ
り
、
死
後
の
妻
の
霊
に
つ
い
て
も
「
居
タ

リ
シ
所
ニ
妻
独
リ
居
タ
リ
。」
と
あ
る
の
み
で
具
体
的
な
形
容
は
施
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、『
伽
婢
子
』
の
形
容
表
現
は
説
話
集
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

付
け
加
え
れ
ば
、『
伽
婢
子
』
の
形
容
表
現
が
御
伽
草
子
な
ど
の
表
現
を
そ

の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
最
近
、
石
川
透
氏
の
「
浅
井
了
意
自
筆
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」
に
よ
っ
て
、

了
意
筆
の
奈
良
絵
本
や
絵
巻
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
石
川
氏
は
、

了
意
が
仮
名
草
子
作
者
と
な
る
前
に
こ
れ
ら
を
書
写
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
了
意
は
奈
良
絵
本
や
絵
巻
中
の
形
容
表
現
に
は
日
頃
か
ら

慣
れ
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
伽
婢
子
』
の
形
容
表
現

が
御
伽
草
子
な
ど
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
の
は
、
了

意
が
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
表
現
を
工
夫
し
た
た
め
と
も
推
測
で
き
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
了
意
が
『
伽
婢
子
』
で
目
指
し
た
方
向
は
、
説
話
で
は

な
く
御
伽
草
子
や
王
朝
文
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

『
伽
婢
子
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
話
集
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
話
材
と

し
て
記
録
さ
れ
る
性
格
の
強
い
怪
異
譚
と
は
異
な
る
、
読
み
応
え
の
あ
る
怪
異

小
説
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
来
た
所
か
ら
、『
伽
婢
子
』
に
お
け
る
了
意
の
姿
勢
が
見
え

て
来
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
飾
を
施
し
、
美
し
い
情
景
を
描
い
た
り
人

物
の
形
容
を
巧
み
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、『
伽
婢
子
』
が

こ
れ
ま
で
の
怪
異
譚
と
は
性
格
が
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

怪
異
と
い
う
出
来
事
を
記
録
的
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
文
飾
を
施
す
こ
と
で

読
み
応
え
の
あ
る
作
品
に
仕
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
話
材
と

し
て
の
怪
異
譚
が
、
読
み
物
へ
と
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
了

意
は
『
伽
婢
子
』
に
お
い
て
、
御
伽
草
子
や
そ
れ
以
前
の
王
朝
文
学
な
ど
を
意

識
し
た
表
現
を
心
が
け
て
い
た
。
怪
異
譚
で
あ
る
は
ず
の
『
伽
婢
子
』
に
、
上

記
に
見
て
来
た
よ
う
な
文
飾
が
施
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
は
出
版
の
商
業
化
が
挙

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
読
者
に
売
る
目
的
で
描
か
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
時
人
気

の
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
王
朝
文
学
や
御
伽
草
子
な
ど
の
表
現
を
模
す
こ
と
は

当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、『
伽
婢
子
』
に
は
了
意
の
作
家

『
伽
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と
し
て
の
意
識
、
熱
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、『
伽
婢

子
』
の
文
飾
が
単
な
る
引
用
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
。
了
意
が
独
自

に
工
夫
し
た
こ
と
を
も
窺
わ
せ
る
表
現
も
見
ら
れ
た
。
了
意
は
典
拠
と
な
っ
た

『
剪
燈
新
話
句
解
』
な
ど
の
伝
奇
小
説
に
触
れ
、
自
分
な
ら
こ
う
表
現
す
る
と

い
う
欲
求
が
芽
生
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
欲
求
は
、
万
治
二
（
一

六
五
九
）
年
刊
の
『
堪
忍
記
』
で
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
仮
名
草
子
作
者
と
し

て
活
躍
し
て
き
た
了
意
の
中
に
生
ま
れ
た
作
家
意
識
だ
と
考
え
て
い
る
。
仮
名

草
子
は
、
書
肆
の
意
向
が
強
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
よ
っ
て
了
意

も
、『
伽
婢
子
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
書
肆
の
企
画
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
枠
の
中
で
了
意
は
、
己
の
知
識
を
縦
横
に
駆
使
し
な
が
ら
、
作

家
と
し
て
の
腕
を
振
る
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
読
み
物
と
し
て
の
怪
異

譚
で
あ
る
怪
異
小
説
の
創
出
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注

出
雲
路
修
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

日
本
霊
異
記
』（
岩
波
書
店
、
平

成
八
年
十
二
月
）

三
木
紀
人
・
浅
見
和
彦
・
中
村
義
雄
・
小
内
一
明
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

宇
治
拾
遺
物
語

古
本
説
話
集
』（
岩
波
書
店
、
平
成
二
年
十
一
月
）

『
近
世
文
芸
研
究
叢
書

第
一
期
文
学
編
十
二
、
一
般
５

江
戸
文
学
研
究
』（
ク

レ
ス
出
版
、
平
成
七
年
五
月
、
九
九
頁
）
に
よ
り
、
漢
字
は
全
て
現
行
の
も
の
に
改

め
た
。
尚
『
江
戸
文
学
研
究
』
の
初
版
は
内
外
出
版
株
式
会
社
、
大
正
十
年
五
月
で

あ
る
。
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『
近
世
怪
異
小
説
研
究
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月
、
六
頁
）。

『
国
語
と
国
文
学
』
第
十
二
巻
第
三
号
、
昭
和
十
年
。

『
近
世
文

』
第
六
七
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
平
成
十
年
一
月

『
近
世
文

研
究
と
評
論
』
第
二
号
、
早
大
文
学
部
暉
峻
研
究
室
、
昭
和
四
十

七
年
五
月
。
後
に
『
近
世
前
期
小
説
の
研
究
』（
若
草
書
房
、
平
成
十
二
年
六
月
）

に
所
収
。

『
名
古
屋
大
学
教
養
部
紀
要
』
第
十
輯
、
昭
和
四
十
一
年
二
月

『
伽
婢
子
』
本
文
は
、
松
田
修
・
渡
辺
守

・
花
田
富
二
夫
校
注
、『
新
日
本
古
典

文
学
大
系

伽
婢
子
』（
岩
波
書
店
、
平
成
十
三
年
九
月
）
に
拠
る
。

国
東
文
麿
「
今
昔
物
語
集
の
構
成
」『
今
昔
物
語
集
成
立
考
』（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
昭
和
三
十
七
年
五
月
、
六
頁
）

江
本
裕
校
訂
『
伽
婢
子
１
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫

、
昭
和
六
十
二
年
九
月
、
二

一
頁
）

『
東
海
道
名
所
記
』
本
文
は
、
冨
士
昭
雄
校
訂
代
表
、『
叢
書
江
戸
文
庫

東
海

道
名
所
記
／
東
海
道
分
間
絵
図
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
四
年
五
月
）

『
金
鰲
新
話
』
本
文
は
、「
天
理
図
書
館
蔵
『
道
春
訓
點
金
鰲
新
話
』」（「
朝
鮮
学

報
」
一
一
二
輯
、
朝
鮮
学
会
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
、
大
谷
森
繁
氏
解
題
）
に
拠
る
。

中
村
幸
彦
「
仮
名
草
子
の
性
格
」『
中
村
幸
彦
著
述
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論
社
、

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
、
四
三
頁
）

横
山
重
・
松
本
隆
信
編
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
二
巻
（
角
川
書
店
、
昭
和
四

十
九
年
二
月
）

本
文
は
、
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書

店
、
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
）
に
拠
る
。

『
剪
燈
新
話
句
解
』
本
文
は
、
注

付
録
影
印
に
拠
り
私
に
読
み
下
し
た
。

『
や
う
き
ひ
物
語
（
長
恨
歌
抄
）』
本
文
は
、「
東
横
国
文
学
」
第
十
一
号
（
東
横

学
園
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
）
掲
載
の
坂
巻
甲
太
・
村
野



享
子
翻
刻
に
拠
る
。

本
文
は
、『
室
町
時
代
物
語
大
成

十
三
巻
』（
横
山
重
・
松
本
隆
信
編
、
角
川
書

店
、
昭
和
六
十
年
二
月
）
の
「
寛
永
頃
刊
本
」
に
拠
り
、
適
宜
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に

改
め
た
。

本
文
は
、
山
岸
徳
平
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
三
』（
岩
波
書

店
、
昭
和
三
十
六
年
一
月
）
に
拠
る
。

本
文
は
、
馬
渕
和
夫
・
国
東
文
麿
・
稲
垣
泰
一
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集

今
昔
物
語
集

』（
小
学
館
、
平
成
十
四
年
六
月
）
に
拠
る
。

『
近
世
文

』
第
七
六
号
、
日
本
近
世
文
学
会
、
平
成
十
四
年
七
月

『
伽
婢
子
』
論

四
四


