
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

廣

田

收

は
じ
め
に

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
独
自
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
︒
宗
教
思
想
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
何
よ
り
も
仏
教
学
に

よ
る
教
義
や
教
理
か
ら
す
る
分
析
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
わ
が

国﹅

文﹅

学﹅

の
分
析
に
考
察
の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
説
話

の
分
析
は
︑
説
話
個
別
の
表
現
の
分
析
と
︑
説
話
を
選
択
し
配
列
構
成
す
る
編

纂
の
問
題
の
分
析
と
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
逆
説
的
な
も
の

い
い
に
な
る
が
︑
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
編
者
は
︑
教
義
や
教
理
を
伝
え
る
に
あ

た
っ
て
︑
な
ぜ
迂
闊
な
方
法
と
し
て
説
話
を
も
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
ジ
ャ
ー
タ
カ
以
来
の
伝
統
を
踏
ま
え

て
い
る
︒
い
う
な
ら
ば
︑
方
便
と
し
て
の
比
喩
︑
s
to
r
y
を
も
つ
説
話
の
形
を

借
り
︑
し
か
も
説
話
集
と
い
う
編
纂
物
を
も
っ
て
何
を
表
し
︑
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
か
︒
そ
の
こ
と
の
中
に
︑
も
し
か
す
る
と
仏
教
一
般
に
は
還
元

で
き
な﹅

い﹅

︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
独
自
の
思
想
が
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
︑
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

一

出
来
事
に
対
す
る
認
識
の
相
違

ま
ず
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
︵
以
下
︑
﹃
今
昔
﹄
と
略
す
︶
巻
第
一
五
﹁
薬
師
寺

済
源
僧
都
往
生
事
﹂
第
四
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
︒
旧
大
系
に
よ
れ
ば
︑
出

典
は
未
詳
で
あ
る
︒
同
一
説
話
は
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
五
五
話
﹁
薬
師
寺
別

当
事
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
類
似
説
話
は
︑
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
九
︑﹃
元
亨
釈

書
﹄
巻
第
一
〇
﹁
感
進
﹂
篇
第
二
︑
薬
師
寺
済
源
︑
な
ど
で
あ
る①
︒

さ
て
︑﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
五
第
四
の
概
要
は
次
の
と
お
り
︒

今
は
昔
︑
薬
師
寺
に
済
源
と
い
う
僧
が
い
た
︒
済
源
は
薬﹅

師﹅

寺﹅

で
﹁
法

文
﹂
を
学
び
︑
寺
の
別
当
と
な
っ
た
︒
し
か
る
に
︑
済
源
は
別
当
の
立
場

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
〇



に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
寺
ノ
物
ヲ
不
仕
ズ
シ
テ
﹂
極
楽
往
生
を
願
っ

て
い
た
︒
済
源
が
臨
終
に
臨
ん
で
弟
子
に
言
う
に
は
︑
自
分
は
別
当
で
は

あ
る
が
﹁
寺
ノ
物
ヲ
犯
シ
不
仕
ズ
シ
テ
﹂
他
念
な
く
念
仏
を
唱
え
て
き
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
極
楽
の
迎
え
は
な
く
︑
火
の
車
が
来
た
︒
鬼
ど
も
に
自
分
が

何
の
罪
で
地
獄
に
迎
え
ら
れ
る
の
か
と
尋
ね
る
と
︑
か
つ
て
済
源
は
︑
寺

の
米
を
五
斗
借
り
て
使
い
︑
返
却
し
て
い
な
い
と
い
う
︒
済
源
は
︑
ま
さ

か
そ
れ
く
ら
い
の
罪
で
地
獄
に
堕
ち
る
と
は
と
驚
き
︑
す
ぐ
米
一
石
を
寺

に
送
れ
と
弟
子
に
命
じ
た
︒
弟
子
た
ち
が
い
い
つ
け
を
実
行
す
る
と
︑
済

源
は
今
極
楽
の
迎
え
が
来
た
と
言
い
︑
念
仏
を
唱
え
て
往
生
を
遂
げ
た
と

い
う②
︒

本
説
話
は
︑
高
徳
の
僧
が
い
く
ら
他
念
な
く
修
行
し
た
と
し
て
も
︑
わ
ず
か

で
も
瑕
瑾
が
あ
れ
ば
往
生
は
叶
わ
な
い
と
い
う
︑
類
型
的
な
戒
め
の
物
語
と
読

め
る
︒
私
は
ま
ず
︑
こ
の
説
話
が
︑
薬
師
寺
の
僧
の
物
語
で
あ
る
こ
と
に
興
味

を
持
つ
︒
こ
の
説
話
に
法
相
宗
の
思
想
は
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
済
源
が
学

ん
だ
﹁
法
文
﹂
と
は
何
か
︒

そ
こ
で
︑
類
似
説
話
と
し
て
﹃
日
本
往
生
極
楽
記③
﹄︵
以
下
︑﹃
極
楽
記
﹄
と

略
す
︶
と
の
間
の
異
同
を
見
た
︒
す
る
と
︑
ま
ず
第
一
に
﹃
極
楽
記
﹄
は
最
初

に
済
源
が
﹁
心
意
潔
白
に
し
て
世
事
に
染
ま
ず
︑
一
生
の
間
念
仏
を
事
と
な
せ

り
﹂
と
あ
り
︑
﹃
極
楽
記
﹄
は
こ
れ
を
説
話
の
主
題
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
今

昔
﹄
の
い
う
よ
う
な
寺
物
の
米
を
盗
ん
だ
と
い
う
疑
い
は
な﹅

い﹅

︒﹃
極
楽
記
﹄

で
は
﹁
米
五
石
を
捨
て
て
薬
師
寺
に
就
け
て
︑
諷
誦
を
修
せ
し
め
﹂
た
と
い
う
︒

盗
用
で
は
な
く
︑
布
施
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
寺
の
別
当
と
な
り
し

に
︑
借
用
せ
し
と
こ
ろ
こ
れ
の
み
﹂
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
極
楽
記
﹄
で
は
寺

の
別
当
で
あ
っ
て
も
︑
違
反
は
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
︒
お
そ
ら
く
本
説

話
は
︑
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
︑
別
当
と
も
な
れ
ば
寺
物
を
私
有
化
す
る
弊

が
常
態
化
し
て
い
た
こ
と
を
基
盤
と
す
る
︒
わ
ず
か
な
違
反
で
も
重
大
な
過
失

と
す
る
﹃
今
昔
﹄
に
対
し
て
︑﹃
極
楽
記
﹄
は
別
当
に
過
ち
は
無
き
に
等
し
い

と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
説
話
に
お
け
る
事
柄
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
か
た
に
根
本

的
な
違
い
が
あ
る
︒

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
点
は
﹃
元
亨
釈
書
﹄
が
︑

釈
済
源
︒
学﹅

三﹅

論﹅

于
薬
師
寺
延
義
︒
兼
修
念
仏
三
昧④
︒

と
︑
具
体
的
に
﹁
三
論
﹂
と
す
る
点
で
あ
る
︒﹃
今
昔
﹄
と
同
様
︑
﹃
極
楽
記
﹄

は
︑
こ
の
﹁
法
文
﹂
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
済
源
が

学
ん
だ
﹁
三
論
﹂
と
は
何
か
︒
普
通
︑﹁
三
論
﹂
は
﹁
三
部
の
論
の
意
﹂
と
さ

れ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
龍
樹
菩
薩
造
中
論
﹂
四
巻
︑﹁
提
婆
菩
薩
造
百
論
﹂
二
巻
︑

﹁
龍
樹
菩
薩
造
十
二
論
﹂
一
巻
を
い
う
︒
そ
し
て
こ
の
三
書
が
﹁
三
論
宗
所
依

の
論
書
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る⑤
︒

そ
れ
で
は
︑
三
論
は
法
相
宗
の
経
典
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
さ
に
︑﹃
今
昔
﹄
が
単﹅

に﹅

﹁
法
文
﹂
を
学
ん
だ
と
︑
一
般

的
な
こ
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
一



二

教
義
・
教
理
か
信
仰
か

そ
こ
で
︑
薬
師
寺
と
い
う
固
有
名
詞
を
も
っ
て
設
定
と
す
る
説
話
と
し
て
︑

も
う
ひ
と
つ
﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
一
﹁
行
基
菩
薩
学
仏
法
導
入
語
﹂
第
二
を
考
察

の
対
象
と
し
た
い
︒
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

幼
く
し
て
貴
さ
を
示
し
た
行
基
は
︑
出
家
し
て
薬﹅

師﹅

寺﹅

の
僧
と
な
っ
た
︒

修
行
を
終
え
て
寺
に
帰
る
と
き
︑
男
か
ら
膾
︵
な
ま
す
︶
を
貰
う
︒
行
基

が
食
べ
て
吐
き
出
す
と
︑
膾
は
小
さ
い
魚
と
な
っ
て
池
に
入
っ
た
︒
た
ち

ま
ち
人
々
は
︑
徳
の
高
い
僧
に
対
し
て
犯
し
た
驕
慢
の
罪
を
恥
じ
た
︒
天

皇
も
聞
き
及
ん
で
︑
行
基
を
大
僧
正
に
任
じ
た
︒
さ
て
︑
元﹅

興﹅

寺﹅

の
僧
智

光
は
︑
行
基
よ
り
も
智
︵
さ
と
り
︶
深
い
自
分
が
公
に
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
を
嫉
妬
し
て
他
界
す
る
︒
そ
こ
で
智
光
は
︑
行
基
に
宮
殿
が
用
意
さ
れ

て
お
り
︑
自
分
が
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
を
知
る
︒
や
が
て
許
さ
れ
た
智
光

は
︑
行
基
に
罪
を
謝
し
た
︒
実
は
︑
行
基
の
前
世
︑
某
童
が
行
基
の
功
徳

を
受
け
て
出
家
し
︑
元
興
寺
の
僧
智
光
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
智
光
が
講

師
と
し
て
法
を
説
い
た
と
き
︑
居
合
わ
せ
た
小
僧
が
智
光
に
向
か
っ
て
︑

前
世
に
功
徳
を
施
し
た
旨
を
揶
揄
し
て
︑
歌
を
詠
み
か
け
た
︒
智
光
は
怒

り
︑
小
僧
は
そ
の
場
を
逃
れ
た
︒
そ
の
小
僧
が
︑
各
地
に
造
寺
︑
道
路
の

整
備
︑
架
橋
な
ど
を
行
っ
た
行
基
菩
薩
︑
文
殊
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
︒

旧
大
系
に
よ
れ
ば
︑
出
典
は
﹃
極
楽
記
﹄
二
と
さ
れ
る
︒
ま
た
同
一
説
話
は
な

し
︒
類
似
説
話
は
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
以
下
︑
﹃
霊
異
記
﹄
と
略
す
︶
中
巻
第

七
話
︑﹃
三
宝
絵
詞
﹄
中
巻
第
三
︑﹃
私
聚
百
因
縁
集
﹄
巻
七
第
三
︑﹃
古
本
説

話
集
﹄
第
六
〇
話
︑
﹃
元
亨
釈
書
﹄
巻
第
一
四
﹁
檀
興
﹂
篇
な
ど
で
あ
る
と
い

う⑥
︒
出
家
し
て
薬
師
寺
の
僧
と
成
っ
た
行
基
は
︑

法﹅

文﹅

ヲ
学
ブ
ニ
︑
心
ニ
智
リ
深
ク

あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
こ
の
条
︑﹃
極
楽
記
﹄
に
は
︑

瑜﹅

伽﹅

唯﹅

識﹅

論﹅

等﹅

を
読
み
て
奥
義
を
了
知
せ
り⑦
︒

と
あ
る
︒﹃
日
本
思
想
大
系
﹄
は
︑
﹁
瑜
伽
唯
識
論
﹂
を
﹁
瑜
伽
師
地
論
﹂
と

﹁
成
唯
識
論
﹂
と
は
﹁
と
も
に
法
相
宗
︵
唯
識
学
︶
の
所
依
経
論
﹂
と
し
︑
﹁
唯

識
中
道
の
理
に
悟
入
す
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も
の
﹂
と
す
る
︒
ま
た
﹁
成
唯
識

論
﹂
は
﹁
万
法
唯
識
一
切
の
諸
法
は
内
心
に
あ
り
︑
そ
れ
を
離
れ
て
実
法
は
な

い
こ
と
の
義
を
示
し
た
も
の
﹂
と
注
す
る⑧
︒

な
ぜ
﹃
極
楽
記
﹄
は
﹁
瑜
伽
唯
識
論
等
﹂
と
明
記
す
る
の
か
︒
﹃
極
楽
記
﹄

に
お
い
て
経
典
の
違
い
︑
経
典
の
何
で
あ
る
か
が
︑
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
の

に
対
し
て
︑
(一
)
と
同
様
︑﹃
今
昔
﹄
は
︑
こ
の
事
例
で
も
︑
先
に
み
た
の
と

同
様
に
﹁
法
文
﹂
と
す
る
だ
け
で
あ
る
︒﹃
極
楽
記
﹄
が
経
典
の
差
異
に
つ
い

て
詳
細
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
︑﹃
今
昔
﹄
が
一
般
化
し
て
い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
﹃
今
昔
﹄
が
経
典
の
彼
此
を
問
わ
ず
︑﹁
法
文
﹂
と
一
般
化
し
た

の
は
な
ぜ
か
︒﹃
今
昔
﹄
の
関
心
事
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
︑
別
の
事
例
で
考
え

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
二



て
み
た
い
︒

三

説
話
の
論
理

そ
こ
で
︑﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
三
﹁
陸
奥
国
法
花
経
最
勝
二
人
持
者
﹂
第
四
〇

を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
︒
出
典
は
︑﹃
法
華
験
記
﹄
巻
中
第
四
八
で
あ
る
と

さ
れ
る
︒
ま
た
︑
同
一
説
話
は
な
し
︒
類
似
説
話
も
な
し
と
さ
れ
る⑨
︒﹃
今
昔
﹄

巻
第
一
三
第
四
〇
の
概
要
は
次
の
と
お
り
︒

今
は
昔
︑
陸
奥
国
に
二
人
の
僧
が
い
た
︒
ひ
と
り
は
最﹅

勝﹅

王﹅

経﹅

を
持
つ

光
勝
で
︑
も
と
元﹅

興﹅

寺﹅

の
僧
で
あ
っ
た
︒
も
う
ひ
と
り
は
法﹅

華﹅

経﹅

を
持
つ

法
蓮
で
︑
も
と
興﹅

福﹅

寺﹅

の
僧
で
あ
っ
た
︒
光
勝
は
法
蓮
に
︑
法
華
経
を
捨

て
て
最
勝
王
経
を
持
つ
べ
き
だ
と
主
張
す
る
︒
す
る
と
法
蓮
は
﹁
仏
ノ
説

キ
給
フ
所
︑
何
レ
モ
不
貴
ヌ
ハ
无
シ
﹂
と
い
う
︒
す
る
と
光
勝
は
︑
最
勝

王
経
と
法
華
経
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
︑
勝
負
を
し
よ
う
と
も
ち
か

け
る
︒
し
か
し
法
蓮
は
﹁
更
ニ
此
レ
ヲ
執
ス
ル
心
无
シ
﹂
で
あ
っ
た
︒
光

勝
は
一
町
の
田
を
作
り
︑
年
作
の
多
寡
に
よ
っ
て
経
の
優
劣
を
決
し
よ
う

と
い
う
︒
光
勝
は
経
の
威
力
に
よ
っ
て
種
も
播
か
ず
稲
を
田
一
面
に
作
っ

た
︒
一
方
︑
法
蓮
は
無
為
に
過
ご
し
た
が
︑
田
に
瓢
が
一
本
生
え
た
︒
瓢

の
中
に
は
米
が
詰
ま
っ
て
い
た
︒
法
蓮
は
ま
ず
︑
こ
の
白
米
を
仏
経
に
供

養
し
︑
諸
僧
を
招
い
て
饗
し
た
︒
ま
た
国
内
の
男
女
に
布
施
し
た
と
い
う
︒

話
末
評
語
は
︑
法﹅

華﹅

経﹅

の
威
力
を
賞
賛
し
て
い
る⑩
︒

さ
て
︑
こ
の
説
話
は
一
見
︑
最
勝
王
経
・
光
勝
・
元
興
寺
と
︑
法
華
経
・
法

蓮
・
興
福
寺
と
の
対
立
と
そ
の
優
劣
を
求
め
る
も
の
と
み
え
る
︒
興
福
寺
を
優

位
の
も
の
と
す
る
立
場
は
︑
﹃
今
昔
﹄
編
纂
の
立
場
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
あ

ろ
う
︒

注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
法
蓮
は
光
勝
と
同
じ
次
元
に
は
立
っ
て
い﹅

な﹅

い﹅

こ
と

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
法
蓮
は
最
勝
王
経
か
法
華
経
か
︑
あ
れ
か
こ
れ
か
と
い

う
二
者
択
一
の
立
場
に
は
立
っ
て
い
な
い
︒
光
勝
が
最
勝
王
経
に
こ
だ
わ
っ
た

の
に
対
し
て
︑
法
蓮
は
法
華
経
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
︑﹁
仏
ノ
説
キ
給
フ
所
︑

何
レ
モ
不
貴
ヌ
ハ
无
シ
﹂
と
︑
最
勝
王
経
か
法
華
経
の
い
ず
れ
も
が
仏
の
説
き

給
う
も
の
と
す
る
︒
こ
れ
こ
そ
︑﹃
今
昔
﹄
の
主
張
す
る
大
乗
の
立
場
で
は
な

い
か
︒
さ
ら
に
光
勝
が
勝
負
を
挑
ん
だ
と
き
に
も
︑
法
蓮
は
﹁
更
ニ
此
レ
ヲ
執

ス
ル
心
无
シ
﹂
と
︑
光
勝
の
考
え
に
こ
だ
わ
ら
な
い
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
関
心

を
示
さ
な
い
︒
法
蓮
は
︑
光
勝
と
は
違
う
次
元
に
い
る
も
の
と
し
て
形
象
さ
れ

て
い
る
︒

そ
れ
で
は
﹃
今
昔
﹄
の
宗
教
的
立
場
と
さ
れ
る
﹁
法
相
﹂
と
い
う
語
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
︒

四

説
話
に
お
け
る
﹁
法
相
﹂
の
語
義

﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
法
相
﹂
の
用
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

①

所
謂
ル
玄
奘
三
蔵
ト
申
ス
︑
此
レ
也
︒
法﹅

相﹅

大﹅

乗﹅

宗﹅

ノ﹅

法﹅

未
ダ
不
絶
ズ
シ

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
三



テ
盛
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
︒

︵
巻
第
六
第
六
)

②

道
照
和
尚
︑
亘
唐
伝
法﹅

相﹅

還
来
語

︵
巻
第
一
一
第
四
︑
標
題
)

③

道
慈
ヲ
バ
大
安
寺
ニ
令
住
メ
テ
三
論
ヲ
学
シ
︑
神
叡
ヲ
バ
元
興
寺
ニ
令
住

法﹅

相﹅

ヲ
学
シ
ケ
リ
︒

︵
巻
第
一
一
第
五
)

④

玄
肪
僧
正
︑
亘
唐
伝
法﹅

相﹅

語

︵
巻
第
一
一
第
六
︑
標
題
)

⑤

知
周
法
師
ト
云
人
ヲ
師
ト
シ
︑
立
ツ
ル
所
ノ
大﹅

乗﹅

法﹅

相﹅

ノ﹅

教﹅

法﹅

ヲ
学
ビ
︑

多
ノ
正
教
ヲ
持
渡
ケ
リ
︒

︵
同
)

⑥

其
後
︑
此
寺
ニ
僧
徒
数
千
人
集
リ
住
シ
テ
︑
法﹅

相﹅

・
三
論
・
二
宗
ヲ
兼
学

シ
テ
多
ノ
年
序
ヲ
経
タ
ル
ニ
︑

︵
巻
第
一
一
第
一
五
)

⑦

其
ノ
時
ニ
︑
仙
人
︑
僧
ニ
語
テ
云
ク
︑﹁
我
ハ
此
レ
︑
本
︑
興
福
寺
ノ
僧

也
︑
名
ヲ
バ
蓮
寂
ト
云
ヒ
キ
︒
法﹅

相﹅

大﹅

乗﹅

ノ
学
者
ト
シ
テ
其﹅

ノ﹅

宗﹅

ノ﹅

法﹅

文﹅

ヲ

翫
ビ
シ
間
ニ
︑
我
レ
︑
法
花
経
ヲ
見
奉
リ
シ
ニ
﹁
汝
若
不
取
︑
後
必
憂
悔
﹂

ト
云
フ
文
ヲ
見
テ
シ
ヨ
リ
︑
始
テ
菩
提
心
ヲ
起
シ
キ
︒

︵
巻
第
一
三
第
二
)

⑧

法
文
ヲ
安
置
シ
テ
︑
天
台
・
法﹅

相﹅

ノ
智
者
ノ
僧
ヲ
請
ジ
テ
︑

︵
巻
第
一
五
第
三
五
)

い
ず
れ
も
﹁
法
相
﹂
の
用
例
は
︑
経
典
そ
の
も
の
を
い
う
よ
り
も
︑
教
義
・

教
理
を
い
う
︒
﹃
仏
教
大
辞
彙
﹄
は
︑﹁
法
相
﹂
に
つ
い
て
﹁
諸
法
の
相
状
を
云

ふ
︒
唯
識
家
に
て
は
主
と
し
て
は
一
切
諸
法
の
性
相
︵
し
や
う
じ
や
う
︶
に
就

て
説
を
立
つ
る
よ
り
法
相
宗
と
称
せ
ら
る⑪
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑﹁
法
相
宗
﹂
に

つ
い
て
は
︑﹁
解
深
密
教
の
正
所
依
と
し
︑
ま
た
成
唯
識
論
・
瑜
伽
師
地
論
に

依
り
て
広
く
諸
法
の
性
相
を
決
判
す
る
宗
旨
﹂
と
し
て
︑
日
本
へ
の
伝
播
を
次

の
よ
う
に
整
理
す
る
︵
原
文
を
概
要
に
と
ど
め
︑
口
語
文
に
直
し
た
︶
︒

第
一
伝

孝
徳
天
皇
の
白
雉
四
年
五
月
︑
道﹅

照﹅

は
勅
命
を
受
け
て
入
唐
︑
玄

奘
三
蔵
に
遇
っ
て
経
天
論
を
持
っ
て
帰
京
︒
法
相
宗
を
日
本
に
伝

え
た
︒

第
二
伝

そ
の
後
︑
斎
明
天
皇
四
年
︑
弟
子
の
智
通
・
智
達
が
入
唐
︑
玄
奘

に
学
び
︑
帰
京
の
後
︑
奈
良
に
観
音
寺
を
開
き
︑
法
相
宗
を
伝
え

た
︒

第
三
伝

次
に
︑
文
武
天
皇
大
宝
三
年
︑
智
鳳
・
智
鸞
・
智
雄
が
︑
勅
命
を

受
け
て
入
唐
︑
智
周
を
奉
っ
て
宗
義
を
学
び
︑
帰
京
し
て
法
相
宗

を
伝
え
た
︒

第
四
伝

興
福
寺
の
義
淵
の
門
下
で
︑
玄
昉
は
元
正
天
皇
霊
亀
二
年
︑
勅
命

を
受
け
て
入
唐
︑
智
周
に
謁
し
て
本
宗
を
研
き
︑
聖
武
天
皇
天
平

七
年
︑
帰
京
し
て
興
福
寺
に
法
相
宗
を
伝
え
た
︒︵
以
下
を
略
す
︶

法
相
宗
の
伝
来
に
つ
い
て
は
︑
玄
奘
三
蔵
法
師
伝
が
第
一
伝
で
あ
る
と
さ
れ

る
︒﹃
今
昔
﹄
が
︑
法
相
宗
の
経
典
を
﹁
法
文
﹂
と
一
般
化
す
る
傾
向
を
も
ち

つ
つ
︑
一
方
で
は
︑
特
に
法
相
宗
の
伝
来
に
注
目
す
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
は
留

意
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
玄
奘
三
蔵
法
師
伝
に
つ
い
て
︑
次
に
考
察
を
加
え

た
い
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
四



五

第
一
伝
と
し
て
の
玄
奘
三
蔵
法
師
伝

そ
れ
で
は
︑
﹃
今
昔
﹄
巻
第
六
﹁
玄
奘
三
蔵
渡
天
竺
伝
法
帰
来
語
﹂
第
六
を

考
察
の
対
象
と
す
る
︒
旧
大
系
に
よ
れ
ば
︑
出
典
は
﹃
神
僧
伝
﹄
巻
第
六
・
四

﹁
玄
奘
﹂
と
さ
れ
る
︒
ま
た
同
一
説
話
は
な
し
︒
類
似
説
話
は
︑﹃
三
宝
感
応
要

略
録
﹄
巻
下
第
一
七
︑﹃
打
聞
集
﹄
九
﹁
玄
奘
三
蔵
心
経
事
﹂︑﹃
三
国
伝
記
﹄

巻
第
二
第
二
三
﹁
玄
奘
三
蔵
渡
天
竺
事
﹂
な
ど
と
さ
れ
る⑫
︒

本
説
話
の
概
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
玄
奘
法
師
と
い
う
聖
人
が
い
た
︒
法
師
は
天
竺
に
渡
り
︑
広

き
野
で
五
百
人
の
異
形
の
鬼
に
出
会
っ
た
︒
法
師
が
般﹅

若﹅

心﹅

経﹅

を
誦
す
る

と
︑
鬼
は
退
散
し
た
︒
こ
の
心
経
は
︑
法
師
が
天
竺
で
道
に
お
い
て
得
た

も
の
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
深
き
山
の
中
︑
人
跡
絶
え
た
所
に
危
篤
の
人
が
い
た
︒
病
人

は
臭
い
匂
い
の
す
る
瘡
の
病
で
︑
山
の
中
に
捨
て
ら
れ
て
い
た
︒
病
者
は
︑

医
師
が
膿
汁
を
舐
め
る
と
治
癒
す
る
と
言
っ
た
と
い
う
︒
そ
こ
で
法
師
が

病
者
の
全
身
を
舐
め
る
と
︑
微
妙
の
香
が
出
来
し
︑
病
人
は
観
自
在
菩
薩

と
顕
わ
れ
た
︒
菩
薩
は
法
師
を
聖
人
と
讃
え
︑
自
分
は
法
師
を
試
み
る
た

め
に
人
の
形
に
顕
わ
れ
た
︑
広
く
衆
生
を
導
く
よ
う
に
と
し
て
法
師
に
心

経
を
授
け
た
︒

や
が
て
法
師
は
摩
竭
陀
国
に
至
り
︑
正
法
蔵
と
讃
え
ら
れ
た
戒
賢
論
師

の
弟
子
と
な
り
︑
法
師
は
法
を
伝
え
た
︒
正
法
蔵
は
法
師
に
︑
夢
の
中
の

出
来
事
を
述
べ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
黄
金
・
瑠
璃
・
白
銀
の
三
人
の
天
子
が

顕
わ
れ
︑
正
法
蔵
に
昔
の
過
を
観
じ
て
懺
悔
す
る
と
︑
罪
は
除
か
れ
る
と

言
い
︑
支
那
国
の
僧
に
汝
の
法
を
伝
え
よ
︑
と
述
べ
た
︒
そ
こ
で
正
法
蔵

が
懺
悔
し
て
待
つ
と
︑
法
師
が
訪
ね
て
き
た
︒
そ
こ
で
正
法
蔵
は
法
師
に

法
を
授
け
た
︒

法
師
が
恒
伽
河
に
至
り
船
に
乗
る
と
︑
賊
の
船
が
現
わ
れ
る
︒
群
賊
は

突
伽
天
神
に
仕
え
︑
春
秋
に
美
麗
な
人
を
殺
し
︑
肉
・
血
を
天
神
に
祠
し

て
福
を
祈
る
祭
を
行
っ
て
い
た
︒
群
賊
は
法
師
を
見
て
︑
天
神
に
捧
げ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
人
だ
と
し
て
法
師
を
殺
そ
う
と
す
る
︒
法
師
が
兜
率
天
の

慈
氏
菩
薩
を
念
じ
︑
法
を
も
っ
て
群
賊
を
教
化
し
よ
う
と
す
る
と
︑
法
師

は
兜
率
天
に
昇
り
︑
天
衆
に
圍
堯
さ
れ
る
︒
す
る
と
黒
風
が
吹
き
︑
群
賊

は
天
衆
の
怒
り
と
知
る
︒
群
賊
は
法
師
を
許
し
︑
み
ず
か
ら
の
殺
盗
の
業

を
懺
悔
し
た
の
で
︑
法
師
は
五
戒
を
受
け
た
︒

さ
ら
に
天
竺
の
戒
日
王
が
法
師
に
帰
依
し
︑
財
を
献
じ
た
︒
さ
ら
に
法

師
が
信
度
河
を
渡
る
と
き
︑
龍
王
の
望
む
鍋
を
与
え
︑
法
文
が
沈
む
こ
と

を
防
い
だ
︒
こ
れ
が
玄
奘
三
蔵
法
師
で
あ
る
︒
そ
れ
で
︑
法﹅

相﹅

大﹅

乗﹅

宗﹅

の

法
は
未
だ
絶
え
ず
︑
盛
ん
で
あ
る
と
い
う⑬
︒

こ
の
説
話
の
ど
こ
に
︑﹁
法
相
大
乗
宗
﹂
の
盛
ん
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
の
か
︒
そ
こ
で
︑
仏
教
儀
礼
と
い
う
視
点
か
ら
︑
説
話
の
事
項
を
次
の
よ

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
五



う
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

�

異
形
の
鬼
を
﹁
般
若
心
経
﹂
で
退
散
さ
せ
た
こ
と
︒

�

観
自
在
菩
薩
が
病
人
と
変
じ
︑
法
師
に
心
経
を
授
け
た
こ
と
︒

�

正
法
蔵
が
昔
の
過
ち
を
懺
悔
し
て
罪
を
除
き
︑
法
師
に
法
を
伝
え
た
こ

と
︒

	

異
教
の
祭
祀
を
行
う
群
賊
に
懺
悔
を
さ
せ
︑
五
戒
を
授
け
教
化
し
た
こ

と
︒




天
竺
の
戒
日
王
が
法
師
に
帰
依
し
︑
財
を
与
え
た
こ
と
︒

�

法
師
が
信
度
河
を
渡
る
と
き
︑
龍
王
の
望
む
鍋
を
与
え
︑
法
文
が
沈
む

こ
と
を
防
い
だ
︒

す
な
わ
ち
︑
こ
の
か
ぎ
り
で
根
本
経
典
は
﹁
般
若
心
経
﹂
で
あ
る
︒
本
説
話
の

伝
え
る
べ
き
要
点
は
︑
法
相
宗
と
い
う
宗
派
︑
宗
門
よ
り
も
︑
罪
の
懺
悔
を
も

っ
て
異
教
の
徒
を
教
化
す
る
こ
と
に
主
題
が
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
次
に
法
相
宗
に
か
か
わ
る
第
二
伝
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
︒
興

福
寺
︑
元
興
寺
︑
薬
師
寺
な
ど
の
寺
名
を
含
む
説
話
の
事
例
で
あ
る
︒

六

興
福
寺
︑
元
興
寺
︑
薬
師
寺
な
ど
の
寺
名
と
説
話

こ
こ
で
は
︑
﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
一
﹁
道
照
和
尚
︑
亘
唐
伝
法﹅

相﹅

還
来
﹂
語
第

四
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
︒
旧
大
系
に
よ
れ
ば
︑
出
典
は
﹃
三
宝
絵
詞
﹄
中

巻
第
二
と
さ
れ
る
︒
ま
た
同
一
説
話
は
な
し
︒
類
似
説
話
は
︑﹃
続
日
本
紀
﹄

巻
一
︑﹃
霊
異
記
﹄
巻
上
二
二
︑﹃
扶
桑
略
記
﹄
第
四
︑
﹃
元
亨
釈
書
﹄
巻
一
伝

智
篇
な
ど
で
あ
る⑭
︒

本
説
話
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
天
智
天
皇
の
代
に
︑
道
照
和
尚
と
い
う
聖
人
が
い
た
︒
幼
く

し
て
出
家
し
て
元﹅

興﹅

寺﹅

の
僧
と
な
っ
た
︒
そ
の
道
心
は
盛
ん
で
あ
り
︑
貴

き
こ
と
仏
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
の
で
︑
世
人
は
こ
ぞ
っ
て
帰
依
し
た
︒
あ

る
時
︑
天
皇
が
道
照
を
呼
び
︑
震
旦
に
玄
奘
と
い
う
法
師
が
天
竺
か
ら

﹁
正
教
﹂
を
伝
え
て
本
国
に
戻
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
中
に
﹁
大
乗
唯﹅

識﹅

﹂

と
い
う
法
門
が
あ
り
︑
玄
奘
は
こ
れ
を
重
視
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
諸
法

は
必
ず
識
に
離
れ
ず
﹂
と
い
う
教
え
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
教
え
は
ま

だ
我
が
国
に
は
伝
来
し
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
汝
は
速
や
か
に
震
旦
に
赴
き
︑

玄
奘
法
師
に
出
会
い
︑
か
の
﹁
教
法
﹂
を
習
い
受
け
て
帰
還
せ
よ
︑
と
命

じ
た
︒
道
照
は
玄
奘
の
も
と
に
行
き
︑
自
分
は
国
王
の
命
に
よ
っ
て
来
た
︑

つ
い
て
は
﹁
唯﹅

識﹅

の
法
門
﹂
を
習
い
た
い
と
願
う
と
︑
玄
奘
は
ま
る
で
以

前
か
ら
知
り
合
い
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
親
し
く
道
照
に
﹁
唯
識
の
法

門
﹂
を
教
え
た
︒
道
照
は
瓶
の
水
を
映
す
よ
う
に
習
得
し
た
︒
玄
奘
の
弟

子
は
小
国
の
僧
と
の
対
面
を
諌
め
る
と
︑
玄
奘
は
道
照
の
宿
坊
に
行
っ
て

様
子
を
確
か
め
よ
と
諭
す
︒
弟
子
た
ち
が
宿
坊
を
覗
く
と
︑
経
を
読
む
道

照
は
口
か
ら
﹁
白
き
光
﹂
を
放
っ
て
い
た
の
で
︑
弟
子
た
ち
は
道
照
が

﹁
権
者
﹂
で
あ
る
と
知
る
︒
報
告
を
受
け
た
玄
奘
は
弟
子
た
ち
の
愚
を
叱

﹃
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っ
た
︒

ま
た
道
照
は
新
羅
国
の
五
百
人
の
道
士
の
要
請
を
受
け
て
﹁
法
﹂
を
説

く
と
︑
見
知
っ
た
日
本
の
僧
が
い
た
︒
彼
僧
は
自
分
は
日
本
で
は
﹁
役
の

優
婆
塞
﹂
で
あ
っ
た
︒﹁
日
本
は
神
の
心
も
物
狂
は
し
く
︑
人
の
心
も
悪

か
っ
た
の
で
こ
こ
に
通
っ
て
い
る
︑
と
答
え
た
と
い
う
︒
道
照
は
く
や
し

い
思
い
で
帰
国
し
た
︒

道
照
は
帰
国
後
︑
弟
子
た
ち
に
﹁
唯﹅

識﹅

の
要
義
﹂
を
説
い
た
の
で
︑
そ

の
法
は
今
に
至
る
ま
で
盛
ん
で
あ
る
︒
道
照
は
﹁
禅
院
﹂
を
造
っ
て
住
ん

だ
︒
絶
命
の
折
︑
道
照
が
西
に
向
か
っ
て
端
座
す
る
と
︑
光
が
房
に
満
ち

た
︒
道
照
は
弟
子
た
ち
に
光
を
確
認
さ
せ
た
︒
そ
の
後
︑
光
は
房
だ
け
で

な
く
寺
の
庭
の
樹
木
を
照
ら
し
た
︒
弟
子
た
ち
は
光
が
西
を
向
い
て
飛
び

去
る
こ
と
を
目
撃
し
︑
道
照
が
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
を
確
信
し
た
と

い
う
︒
そ
の
禅
院
は
︑
元﹅

興﹅

寺﹅

の﹅

東
南
に
あ
る
︒
ま
さ
に
道
照
は
権
者
で

あ
っ
た
︑
と⑮
︒

本
説
話
に
お
い
て
︑
法
相
は
﹁
正
教
﹂
と
り
わ
け
﹁
大
乗
唯
識
﹂
を
伝
え
る

べ
き
﹁
教
法
﹂
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
大
系
は
﹁
大
乗
唯
識
﹂
に
つ
い
て
﹁
世

親
の
著
︑
大
乗
唯
識
論
を
指
す
﹂
と
し
︑﹁
諸
法
は
必
ず
識
に
離
れ
ず
﹂
に

﹁
す
べ
て
の
現
象
は
︑
対
象
を
認
識
す
る
心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
い
る
﹂
と

注
し
て
い
る⑯
︒
こ
の
説
話
は
︑
一
貫
し
て
唯
識
の
伝
来
と
︑
そ
の
繁
栄
を
伝
え

て
い
る
︒

七

説
話
の
構
築
と
思
想
の
複
合

原
田
信
之
氏
は
﹃
今
昔
﹄
の
﹁
成
立
の
場
﹂
が
﹁
南
都
法
相
宗
興
福
寺
で
︑

編
者
は
唯
識
学
学
問
僧
で
あ
る
﹂
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
さ
れ
た⑰
︒

そ
の
中
で
私
が
興
味
を
も
っ
た
点
の
ひ
と
つ
は
︑
﹁
中
国
仏
法
伝
来
史
群
全

十
話
中
︑
具
体
的
に
記
述
さ
れ
た
宗
派
名
が
﹃
法
相
宗
﹄
の
み
と
い
う
事
実
﹂

に
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る⑱
︒
ま
た
﹁
相
承
の
不
完
全
な
天
台
宗
に
対
し
︑

法
相
宗
の
み
が
︑
弥
勒
・
無
着
・
世
親
︱
護
法
︱
戒
賢
・
玄
奘
︱
道
照
﹂
と

﹁
三
国
相
承
が
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
日
本
ま
で
続
い
て
い
る
事
実
は
重
視
す
べ

き
で
あ
ろ
う⑲
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
私
は
︑
法
相
宗
を
﹃
今
昔
﹄
の
基
盤

と
み
る
と
断
言
す
る
︑
原
田
氏
の
勇
気
あ
る
立
論
に
敬
意
を
表
し
た
い
︒

そ
の
後
︑
原
田
氏
は
︑﹃
今
昔
﹄
の
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
と
い
う
構
成
と
巻

の
配
列
が
︑
法
相
宗
の
教
判
に
合
致
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
す
な
わ

ち
︑﹃
今
昔
﹄
は
天
竺
部
三
巻
を
法
相
宗
の
三
時
教
判
に
基
い
て
表
現
し
︑
震

旦
部
始
発
を
な
す
巻
六
は
中
国
仏
法
伝
来
史
か
ら
構
成
し
︑
本
朝
部
始
発
を
な

す
巻
一
一
は
︑
日
本
仏
法
伝
来
史
か
ら
構
成
し
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
法
相

宗
の
四
重
二
諦
を
も
っ
て
仏
法
部
・
世
俗
部
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
す

な
わ
ち
︑
律
宗
・
三
論
宗
・
天
台
宗
・
華
厳
宗
・
真
言
宗
な
ど
の
教
判
に
は
合

致
し
な
い
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
新
出
﹃
三
国
伝
燈
記
﹄
が
承
安
三
︵
一
一
七

三
︶
年
八
月
に
︑
興
福
寺
に
お
い
て
藤
原
鎌
足
の
画
像
を
掲
げ
︑
学
問
僧
覚
憲

﹃
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が
貴
族
と
僧
侶
を
聴
衆
と
す
る
講
筵
に
お
け
る
草
案
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
﹁
南
都
の
唱
導
の
場
﹂
を
想
定
す
る
︒
原
田
氏
は
︑
こ
の
﹃
三
国
伝
燈

記
﹄
が
﹃
今
昔
﹄
と
説
話
を
共
有
す
る
こ
と
に
注
目
し
︑﹃
今
昔
﹄
の
編
者
が

﹁
唯
識
学
学
問
僧
﹂
で
あ
る
可
能
性
を
重
ね
て
指
摘
し
て
い
る⑳
︒

﹃
今
昔
﹄
編
纂
に
関
す
る
原
田
氏
の
所
説
は
︑
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
︑

そ
の
上
で
あ
え
て
︑
小
疑
を
述
べ
る
と
す
れ
ば
︑﹃
今
昔
﹄
の
特
質
は
︑
編
纂

の
原
理
や
理
念
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︑
と
い
う
問
題
が
あ
る

よ
う
に
思
う
︒
本
稿
の
事
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
個
別
の
説
話
が
﹁
般
若
心

経
﹂
や
﹁
三
論
﹂
を
顕
彰
す
る
根
拠
を
︑
説
話
の
素
材
と
し
て
出
典
に
含
ま
れ

て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
よ
う
な
論
理
だ
け
で
は
説
得
力
に
欠
け
る
︒
そ
も
そ
も

説
話
は
︑
こ
れ
を
受
容
し
採
用
し
て
︑
表
現
が
改
訂
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
︑
説

話
の
表
現
そ
の
も
の
が
受
容
さ
れ
支
持
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

た
だ
私
は
︑
そ
の
よ
う
な
議
論
に
分
け
入
る
よ
り
も
︑
や
は
り
﹃
今
昔
﹄
の
思

想
は
︑
所
載
さ
れ
て
い
る
説
話
の
す
べ
て
を
法
相
宗
の
み
に
還
元
す
る
こ
と
は

で
き
な﹅

い﹅

︑
と
い
う
こ
と
を
是
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
立
て
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
い
う
発
想
を
と
る
︒

恣
意
的
と
い
う
謗
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹃
今
昔
﹄
に
は
︑
例
え

ば
︑
次
の
よ
う
な
説
話
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

巻
第
五
﹁
僧
迦
羅
五
百
人
共
至
羅
刹
国
語
﹂
第
一

補
陀
落
浄
土
の
信
仰

巻
第
一
五
﹁
醍
醐
観
幸
入
寺
往
生
語
﹂
第
一
四

辺
土
苦
行
の
思
想

巻
第
一
九
﹁
信
濃
国
王
藤
観
音
出
家
事
﹂
第
一
一

本
覚
思
想

巻
第
二
四
﹁
以
陰
陽
術
殺
人
語
﹂
第
一
八

陰
陽
道
思
想

こ
れ
ら
任
意
に
挙
げ
た
事
例
は
︑
法
相
宗
の
教
義
・
教
理
に
納
ま
り
き
ら
な

い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
︒
以
下
︑
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
き
た
い
︒
巻
第
五

﹁
僧
迦
羅
五
百
人
共
至
羅
刹
国
語
﹂
第
一
の
概
要
は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
天
竺
に
僧
迦
羅
が
五
百
人
の
商
人
を
連
れ
︑
財
を
求
め
て
一

艘
の
船
に
乗
り
南
海
を
め
ざ
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
に
わ
か
に
逆
風
が
吹
き
︑

大
き
な
島
に
漂
着
す
る
︒
す
る
と
端
厳
美
麗
な
女
性
が
現
れ
︑
愛
欲
の
心

を
起
し
た
男
た
ち
は
連
れ
ら
れ
て
女
た
ち
の
家
に
行
く
︒
男
た
ち
は
女
た

ち
を
妻
と
し
て
住
む
︒
女
の
寝
顔
に
不
審
を
抱
い
た
僧
迦
羅
は
︑
家
の
中

に
開
か
ず
の
部
屋
を
発
見
す
る
︒
僧
迦
羅
は
閉
ざ
さ
れ
た
築
垣
を
登
り
︑

中
に
夥
し
い
死
骸
を
見
つ
け
る
︒
瀕
死
の
男
か
ら
︑
女
た
ち
が
羅
刹
鬼
で

あ
る
と
聞
き
︑
僧
迦
羅
は
商
人
た
ち
を
連
れ
て
逃
げ
出
す
︒
浜
に
出
た
僧

迦
羅
は
︑
補
陀
落
世
界
に
観
音
を
念
じ
る
と
︑
大
き
な
白
い
馬
が
現
れ
︑

男
た
ち
を
乗
せ
て
南
天
竺
に
赴
く
︒
本
国
に
帰
っ
て
二
年
後
︑
僧
迦
羅
の

も
と
に
羅
刹
女
が
尋
ね
て
く
る
︒
僧
迦
羅
が
追
い
出
す
と
︑
羅
刹
女
は
王

宮
に
参
上
す
る
︒
僧
迦
羅
が
王
に
あ
れ
は
羅
刹
女
だ
と
諫
言
す
る
が
︑
王

も
愛
欲
の
心
を
起
し
て
大
殿
に
召
し
て
懐
抱
し
︑
愛
染
に
よ
っ
て
政
治
を

疎
か
に
し
た
︒
あ
る
朝
︑
女
は
口
に
血
を
付
け
て
大
殿
か
ら
出
て
︑
鳥
の

よ
う
に
飛
び
去
っ
て
し
ま
う
︒
御
帳
の
中
に
は
︑
御
髪
だ
け
が
残
っ
て
い
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た
︒
や
が
て
王
子
が
即
位
し
︑
僧
迦
羅
に
羅
刹
国
を
討
伐
す
る
よ
う
に
命

じ
る
︒
二
万
の
軍
勢
を
率
い
て
羅
刹
国
を
滅
ぼ
し
た
僧
迦
羅
は
︑
国
王
か

ら
羅
刹
国
を
授
か
る
︒
そ
れ
で
僧
迦
羅
国
と
い
わ
れ
る㉑

︒

こ
こ
に
は
︑
わ
が
国
の
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
盛
ん
と
な
っ
た
補﹅

陀﹅

落﹅

浄﹅

土﹅

の﹅

信﹅

仰﹅

が
み
ら
れ
る㉒

︒
蟻
の
熊
野
詣
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
日
本
に
お
け
る
補

陀
落
信
仰
は
︑
古
層
の
他
界
観
を
基
層
と
し
て
︑
苦
行
に
よ
る
聖
化
と
い
う
︑

在
来
の
宗
教
的
論
理
に
基
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
五
﹁
醍
醐
観
幸
入
寺
往
生
語
﹂
第
一
四
の
概
要
は
︑

次
の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
醍
醐
に
観
幸
と
い
う
︑
真
言
宗
で
入
寺
と
呼
ば
れ
る
階
層
の

僧
が
い
た
︒
観
幸
は
幼
く
し
て
仁
海
に
真
言
密
法
を
学
び
行
法
を
修
し
︑

東
寺
の
入
寺
僧
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
観
幸
は
堅
く
道
心
を
起
し
︑
た
ち

ま
ち
本
寺
を
去
り
︑
土﹅

佐﹅

国﹅

に
行
き
︑
聖
人
と
な
っ
て
修
行
し
た
︒
入
滅

の
時
を
知
っ
た
観
幸
は
弟
子
に
念
仏
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
言
い
残
し
て
︑

持
仏
堂
に
入
っ
た
︒
や
が
て
︑
弟
子
た
ち
が
覗
く
と
︑
観
幸
は
仏
前
に
端

座
合
掌
し
他
界
し
て
い
た
と
い
う㉓

︒

観
幸
が
本
寺
を
捨
て
て
土
佐
国
に
行
っ
た
意
味
と
は
何
か
︒﹃
今
昔
﹄
に
お

け
る
﹁
土
佐
国
﹂
の
用
例
か
ら
す
る
と
︑
聖
人
と
な
っ
て
修
行
し
た
こ
と
は
︑

補
陀
落
浄
土
の
信
仰
と
か
か
わ
っ
て
︑
よ
り
基
層
に
辺﹅

地﹅

・
辺﹅

土﹅

に﹅

お﹅

け﹅

る﹅

苦﹅

行﹅

を
い
う㉔

も
の
で
あ
る
︑
と
理
解
で
き
る
︒

ま
た
︑﹃
今
昔
﹄
巻
第
一
九
﹁
信
濃
国
王
藤
観
音
出
家
事
﹂
の
一
一
の
概
要

は
︑
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
信
濃
国
に
某
湯
が
あ
っ
た
︒
こ
こ
は
薬
湯
と
し
て
有
名
で
あ

っ
た
︒
あ
る
時
︑
里
人
が
夢
を
見
て
︑
明
日
午
の
時
に
観
音
が
示
現
し
︑

こ
の
湯
浴
み
を
す
る
と
い
う
御
告
げ
を
得
る
︒
そ
の
男
は
ど
ん
な
姿
か
と

尋
ね
る
と
︑
葦
毛
の
馬
に
乗
り
武
具
を
備
え
た
齢
四
十
余
の
男
だ
と
い
う
︒

夢
が
覚
め
た
男
は
里
人
に
告
げ
回
し
た
の
で
︑
人
々
は
湯
を
新
し
く
替
え
︑

注
連
を
張
り
︑
香
花
を
供
え
て
待
っ
た
︒
す
る
と
︑
午
の
時
が
過
ぎ
る
頃
︑

夢
と
同
じ
姿
を
し
た
男
が
現
れ
た
︒
人
々
は
礼
拝
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
の

で
︑
男
に
わ
け
を
尋
ね
ら
れ
た
僧
は
経
緯
を
語
っ
た
︒
男
は
︑
自
分
は
馬

か
ら
落
ち
て
治
療
に
来
た
だ
け
だ
︑
と
説
明
し
た
が
︑
あ
ま
り
に
も
人
々

が
礼
拝
ば
か
り
す
る
の
で
︑
男
は
﹁
も
し
か
す
る
と
自
分
は
観
音
か
も
し

れ
な
い
︑
出
家
し
よ
う
﹂
と
決
断
す
る
︒
男
は
出
家
の
後
︑
比
叡
山
に
登

る
が
︑
五
年
ば
か
り
横
川
に
修
行
の
後
︑
土﹅

佐﹅

国﹅

に
赴
い
た
と
い
う㉕

︒

男
が
比
叡
山
を
離
れ
︑
土
佐
国
に
出
か
け
た
の
は
︑
や
は
り
補
陀
落
信
仰
や

辺
地
・
辺
土
に
お
け
る
苦
行
を
求
め
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
本
説
話
の
核
を
な

す
の
は
︑
無
名
の
翁
が
出
家
す
る
こ
と
は
︑
新
た
な
仏
の
顕
現
で
あ
る
と
す
る
︑

本﹅

覚﹅

思﹅

想﹅

で
あ
る
︒
本
説
話
は
︑
俗
な
る
存
在
の
う
ち
に
仏
性
を
認
め
︑
出
家

に
お
い
て
仏
菩
薩
の
顕
現
を
認
め
て
い
る
︒
出
家
の
う
ち
に
仏
菩
薩
の
顕
現
が

あ
る
と
い
う
認
識
は
︑
﹃
今
昔
﹄
の
他
の
説
話
に
も
認
め
ら
れ
る㉖

︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

四
九



ま
た
︑﹃
今
昔
﹄
巻
第
二
四
﹁
以
陰
陽
術
殺
人
語
﹂
第
一
八
の
概
要
は
︑
次

の
よ
う
で
あ
る
︒

今
は
昔
︑
主
計
頭
の
小
槻
糸
平
と
い
う
人
が
い
た
︒
そ
の
子
に
某
と
い

う
算
道
の
先
生
が
い
た
︒
某
が
若
か
っ
た
こ
ろ
︑
身
の
才
は
賢
く
︑
世
に

並
ぶ
者
の
な
い
︑
将
来
有
望
な
存
在
だ
っ
た
の
で
︑
同
輩
た
ち
は
﹁
あ
い

つ
が
い
な
け
れ
ば
よ
い
﹂
と
嫉
妬
し
た
︒
あ
る
時
︑
某
の
家
に
︑
も
の
の

さ
と
し
が
あ
っ
た
︒
某
が
陰
陽
師
に
尋
ね
る
と
︑
占
い
は
重
く
慎
む
必
要

が
あ
る
と
い
う
結
果
が
出
た
︒
特
に
慎
む
日
に
︑
某
は
門
を
強
く
閉
ざ
し

て
物
忌
し
て
い
た
︒
そ
こ
で
敵
の
男
は
︑
隠
れ
陰
陽
師
に
頼
ん
で
︑
某
が

死
ぬ
よ
う
に
︑
わ
ざ
を
掛
け
さ
せ
た
︒
隠
れ
陰
陽
師
は
︑
物
忌
の
日
に
こ

そ
呪
い
は
有
効
で
あ
る
︑
だ
か
ら
某
を
呼
び
出
し
て
ほ
し
い
︑
声
だ
け
で

も
よ
い
と
い
う
︒
そ
こ
で
敵
の
男
は
︑
隠
れ
陰
陽
師
を
連
れ
て
某
の
家
に

赴
き
︑
門
を
叩
い
た
︒
某
は
面
会
を
断
る
が
︑
敵
の
男
が
少
し
だ
け
で
も

開
け
て
ほ
し
い
と
し
つ
こ
く
言
っ
た
︒
天﹅

道﹅

の﹅

許﹅

し﹅

が
あ
り
︑
死
ぬ
べ
き

宿
世
ゆ
え
に
︑
某
が
遣
戸
か
ら
顔
を
出
す
と
︑
隠
れ
陰
陽
師
は
死
ぬ
べ
き

呪
い
を
掛
け
た
︒
三
日
経
っ
て
某
は
命
を
落
し
た
︒
宿
報
と
い
い
な
が
ら
︑

物
忌
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う㉗

︒

﹃
今
昔
﹄
の
用
例
に
お
い
て
︑
物
忌
と
は
︑
血
の
穢
れ
を
忌
む
た
め
に
︑
も

し
く
は
枯
渇
し
た
生
命
力
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
籠
る
こ
と
を
基﹅

層﹅

と
す
る
︒

そ
も
そ
も
在
来
の
神
道
に
お
い
て
︑
物
忌
と
は
︑
暗
闇
に
神
を
見
る
た
め
の
籠

り
で
あ
り
︑
そ
れ
は
祭
の
基
層
を
な
す
仕
掛
け
で
あ
る㉘

︒
さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う

な
宗
教
思
想
の
上
に
︑
仏
教
的
斎
忌
と
︑
さ
ら
に
そ
の
上
に
︑
陰
陽
道
の
習
俗

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒
本
説
話
で
は
︑
宿﹅

世﹅

・
宿﹅

報﹅

の﹅

論﹅

理﹅

と﹅

複﹅

合﹅

さ
せ
つ
つ
︑

陰
陽
道
の
物
忌
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
﹃
今
昔
﹄
の
思
想
的
戦
略
が

見
て
と
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
院
政
期
の
仏
教
説
話
集
に
組
み
込
ま
れ
た
説
話
は
︑
原
初
的
な
在

来
の
思
想
︑
古
代
天
皇
制
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
神
道
思
想
と
︑
さ
ら
に
当

時
隆
盛
し
て
い
た
陰
陽
道
の
習
俗
な
ど
と
︑
仏
教
思
想
を
複
合
さ
せ
て
構
築
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
説
話
集
構
築
の
営
為
そ
の
も
の
が
宗
教
思
想

の
複
合
を
意
味
し
た
と
い
え
る
︒

ま
と
め
に
か
え
て

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
説
話
は
︑
恐
ら
く
︑﹁
純
粋
﹂

の
法
相
宗
の
立
場
を
示
し
て
は
い﹅

な﹅

い﹅

︒
習
合

s
y
n
c
r
e
tis
m

を
容
認
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
﹃
今
昔
﹄
の
編
者
は
︑
﹁
純

粋
﹂
の
法
相
宗
の
普
及
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
な﹅

い﹅

︒
院
政
期
に
お
い
て
釈
尊

を
頂
点
と
す
る
仏
菩
薩
の
体
系
︑
古
代
日
本
に
お
い
て
新
し
い
仏
教
神
学
を
打

ち
立
て
よ
う
と
す
る
と
き
に
︑
在
来
の
神
道
や
︑
教
団
の
外
部
に
お
け
る
苦
行

の
信
仰
︑
当
時
普
及
し
て
い
た
陰
陽
道
の
民
間
宗
教
な
ど
と
複
合
さ
せ
つ
つ
︑

ど
の
よ
う
に
自
ら
の
宗
派
︑
宗
門
の
思
想
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
自
己
主
張
す

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

五
〇



る
か
と
い
う
ふ
う
に
︑
説
話
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
も

の
で
あ
る
︒

い
う
な
ら
ば
﹃
今
昔
﹄
は
︑
法
相
宗
を
基
本
と
し
つ
つ
︑
そ
の
教
化
に
向
け

て
日
本
在
来
の
思
想
と
複
合
さ
せ
︑
そ
の
主
張
を
仏
教
一
般
へ
と
拡
張
さ
せ
て

い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
︒

こ
の
疑
問
の
当
否
に
つ
い
て
は
︑
今
後
も
国
文
学
の
立
場
か
ら
検
討
を
続
け

た
い
と
思
う
︒

注①

山
田
孝
雄
他
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系

今
昔
物
語
集
﹄
第
三
巻
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
六
一
年
︑
三
五
二
頁
︒
以
下
﹁
旧
大
系
﹂
と
略
称
す
る
︒

②

同
書
︑
三
五
二
～
三
頁
︒

③

井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
校
注
﹃
日
本
思
想
大
系

日
本
往
生
極
楽
記
﹄
岩
波
書

店
︑
一
九
七
四
年
︑
二
三
頁
︒

④

﹃
国
史
大
系

元
亨
釈
書
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
五
年
︑
一
六
〇
頁
︒

⑤

望
月
信
亨
﹃
望
月
仏
教
大
辞
典
﹄
世
界
聖
典
刊
行
協
会
︑
一
九
三
二
年
︑
一
七
〇

一
頁
︒

⑥

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
五
九
頁
︒

⑦

③
に
同
じ
︑
一
六
頁
︒

⑧

③
に
同
じ
︑
三
九
五
頁
︑
補
注
︒

⑨

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
二
六
〇
頁
︒

⑩

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
二
六
〇
～
二
頁
︒

⑪

龍
谷
大
学
編
﹃
仏
教
大
辞
彙
﹄
︵
九
版
︶
第
六
巻
︑
富
山
房
︑
一
九
八
五
年
︑
四

一
三
二
頁
︒

⑫

①
に
同
じ
︑
二
巻
六
五
頁
︒

⑬

①
に
同
じ
︑
二
巻
六
五
～
七
〇
頁
︒

⑭

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
六
三
～
四
頁
︒

⑮

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
六
三
～
五
頁
︒

⑯

①
に
同
じ
︑
六
四
頁
︑
補
注
︒

⑰

原
田
信
之
﹃
今
昔
物
語
集
南
都
成
立
と
唯
識
学
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︑
五

頁
︒原

田
氏
の
所
説
は
論
旨
明
快
で
あ
る
が
︑
一
方
︑﹃
今
昔
﹄
の
教
学
や
仏
教
思
想

に
つ
い
て
は
︑
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
﹃
八
宗
綱
要
﹄︵
一
二
六
八
年
︶
以﹅

前﹅

と
考

え
︑
八
宗
成
立
以
前
︑
も
し
く
は
八
宗
兼﹅

学﹅

の
立
場
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
︒
﹃
八

宗
綱
要
﹄
は
︑
東
大
寺
華
厳
宗
の
僧
凝
念
︵
一
二
四
〇
～
一
三
二
一
年
︶
が
二
九
歳

の
時
に
著
し
た
と
さ
れ
る
︵
中
村
元
他
﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九

年
︑
六
六
四
頁
︶
が
︑
こ
れ
は
鎌
倉
新
仏
教
の
定
着
を
象
徴
す
る
書
で
あ
る
か
ら
︑

﹃
今
昔
﹄
の
歴
史
的
成
立
︵
一
二
三
〇
～
四
〇
年
頃
︶
を
そ
れ
以
前
と
み
る
な
ら
ば
︑

﹃
今
昔
﹄
は
八
宗
成
立
以
前
の
立
場
︑
も
し
く
は
八
宗
兼
学
の
立
場
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
国
文
学
の
側
か
ら
見
る
と
︑
本
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
︑
説
話

の
表
現
に
お
い
て
は
﹁
法
相
﹂
の
語
の
事
例
や
︑
興
福
寺
を
支
持
︑
顕
彰
す
る
立
場

が
認
め
ら
れ
る
か
ら
︑﹃
今
昔
﹄
が
法
相
宗
の
教
義
・
教
理
に
基
く
と
す
る
︑
原
田

氏
の
説
を
補
強
す
る
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ま
た
そ
う
単
純
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
つ
ま
り
︑
私
は
︑

﹃
今
昔
﹄
が
基﹅

本﹅

的﹅

に
法
相
宗
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
︑
他
宗
そ
し
て
他
の
宗
教
や
在

来
の
習
俗
を
も
抱
え
込
む
こ
と
に
お
い
て
﹃
今
昔
﹄
を
編
纂
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
︑
と
愚
考
す
る
も
の
で
あ
る
︒

⑱

同
書
︑
一
〇
三
頁
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

五
一



⑲

同
書
︑
一
二
一
頁
︒

⑳

原
田
氏
は
︑
﹁
南
都
仏
教
と
今
昔
物
語
集
﹂
と
題
す
る
講
演
に
お
い
て
詳
細
な
報

告
を
さ
れ
た
︵
日
本
文
化
研
究
会
Ａ
Ｉ
︑
二
〇
一
二
年
七
月
︑
於
東
大
寺
総
合
文
化

セ
ン
タ
ー
︶
が
︑
資
料
に
つ
い
て
は
紹
介
を
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒

﹃
今
昔
﹄
が
未
完
の
テ
キ
ス
ト
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑

用
語
や
用
字
か
ら
分
類
ま
で
︑
一
貫
し
た
編
集
原
理
や
基
準
の
存
在
が
想
定
さ
れ
︑

こ
の
書
の
編
纂
は
個
人
的
な
営
為
で
は
な
く
︑
教
派
や
宗
門
を
挙
げ
た
教
団
的
な
事

業
の
産
物
で
あ
っ
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

㉑

①
に
同
じ
︑
一
巻
三
三
八
～
四
三
頁
︒

㉒

根
井
浄
﹃
補
陀
落
渡
海
史
﹄
法
蔵
館
︑
二
〇
〇
一
年
︒
根
井
氏
は
﹁
補
陀
落
渡
海

の
説
話
で
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
︑
土
佐
国
の
室
戸
を
足
摺
岬
の
渡
海
伝

承
で
あ
る
﹂
と
い
う
︵
同
書
︑
三
六
九
頁
︶
︒

㉓

①
に
同
じ
︑
第
三
巻
︑
三
六
三
～
四
頁
︒

㉔

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
﹁
辺
地
﹂
﹁
辺
土
﹂
を
め
ぐ
る
修
行
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
︒
徒
歩
︵
か
ち
︶
よ
り
行
く
難
行
・
苦
行
は
︑﹃
蜻
蛉
日
記
﹄

右
大
将
道
綱
母
の
長
谷
詣
の
よ
う
な
︑
古
代
の
女
性
た
ち
の
物
詣
や
︑
中
世
の
歌
謡

﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
熊
野
詣
に
も
︑
日
本
宗
教
の
基
層
を
な
す
思
想
︑

思
惟
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
︒

㉕

①
に
同
じ
︑
第
四
巻
︑
八
七
～
九
頁
︒

㉖

も
ち
ろ
ん
本
覚
思
想
に
も
日
本
天
台
に
お
け
る
受
容
と
︑
中
世
以
降
の
世
俗
的
展

開
の
歴
史
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
私
の
興
味
は
︑
日
本
に
お
け
る
仏
教

教
義
・
教
理
が
︑
在
来
の
神
道
的
思
惟
︑
あ
る
い
は
汎
神
的
な
認
識
へ
と
重
層
化
し

て
行
く
こ
と
で
あ
る
︒
超
越
者
を
他
者
と
し
て
外
在
的
な
存
在
と
み
る
よ
り
も
︑
人

の
内
側
に
仏
性
を
認
め
て
行
く
思
想
の
深
化
に
︑
日
本
仏
教
の
変
容
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
知
り
た
い
︒
鎌
倉
新
仏
教
に
お
い
て
も
︑
釈
尊
で
は
な
く
教

祖
︑
宗
祖
が
神
格
化
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
︑
日
本
仏
教
の
特
質
と
さ
れ
る
が
︑
こ

れ
は
古
代
天
皇
が
神
々
を
祭
祀
す
る
祭
祀
者
で
あ
る
と
と
も
に
︑
現
つ
神
と
し
て
国

土
を
統
治
す
る
と
い
う
︑
ミ
コ
ト
モ
チ
の
思
想
と
同
様
の
枠
組
み
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
︒
人
の
う
ち
に
超
越
性
を
認
め
る
思
想
︑
思
惟
は
な
お
中
世
に
お
い
て
も
形
を

変
え
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

㉗

①
に
同
じ
︑
第
四
巻
︑
二
九
四
～
四
頁
︒

㉘

廣
田
收
﹁
宮
廷
人
た
ち
の
物
怪
対
処
法
と
陰
陽
師
の
活
躍
﹂﹃
怪
﹄
第
三
四
号
︑

角
川
書
店
︑
二
〇
一
二
年
一
二
月
︒

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
奈
良
市
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
を
会
場
し
て
開
催
さ
れ
た
︑
南
都
文
化
研

究
組
織
︵
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
︶
に
お
け
る
研
究
発
表
︵
二
〇
〇
八
年
三
月
︶
の
報
告
に
基
い
て

い
る
︒
な
お
︑
報
告
資
料
に
付
し
た
語
の
用
例
や
事
例
な
ど
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
省
略

し
た
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
表
現
と
思
想

五
二


