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『日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
三
つ
の
衡
ー
下
巻
第
二
＋
二
縁
・
第
二
＋
三
縁
を
中
心
に
ー

　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　
『
日
本
霊
異
記
』
は
平
安
時
代
初
期
に
薬
師
寺
の
僧
景
戒
に
よ
っ

て

編
纂
さ
れ
た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
仏
教

に
ま
つ
わ
る
様
々
な
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
主
人
公
が
死
ん

で
冥
界
へ
赴
き
、
そ
こ
か
ら
蘇
る
に
至
っ
た
事
情
及
び
冥
界
に
お
け

る
体
験
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
蘇
生
説
話
が
複
数
存
在
し
て
い

る
。
そ
の
中
の
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
で
は
、
主
人
公
が

地

獄
に
行
く
過
程
で
境
界
と
さ
れ
る
坂
や
橋
を
渡
る
。
す
る
と
、
渡
っ

た
先
に
は
コ
ニ
つ
の
衡
」
が
あ
り
、
「
王
」
に
そ
の
中
の
一
つ
の
道

を
示
さ
れ
、
そ
の
道
を
歩
く
こ
と
で
地
獄
へ
至
る
。
な
お
「
衝
」
と
は
、

rち
ま
た
。
よ
つ
ま
た
。
辻
。
み
ち
。
道
路
。
え
だ
。
ま
た
。
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ

れ
み
ち
。
」
の
意
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
先
行
研
究
で
は
『
冥
祥
記
』
と
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
を
取
り
上

げ
て
、
「
冥
界
で
の
進
む
べ
き
道
を
指
示
す
る
武
人
」
と
「
三
岐
路
」

の
描
写
が

『
日
本
霊
異
記
』
に
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
　
田
　
　
優
　
花

て

い

る
。
し
か
し
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
三
つ
の
衛
」
に
は
、
『
冥

祥
記
』
の
三
岐
路
（
衛
）
に
見
ら
れ
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
三
種
類
の
異

な
っ
た
道
の
性
質
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
行
研
究
で
は
そ

れ

ら
の
違
い
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
に
お
け
る
「
三
つ

の
衛
」
の
中
の
異
な
っ
た
三
種
類
の
道
に
つ
い
て
、
そ
の
道
の
違
い

に
焦
点
を
当
て
、
中
国
仏
教
説
話
で
あ
る
『
冥
祥
記
』
と
の
比
較
を

行

い
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
コ
ニ
つ
の
衛
」
の
性
質
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

　
　
　
二
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
コ
ニ
つ
の
衛
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ニ
　

　
ま
ず
、
本
文
と
し
て
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
を
載
せ
る
。

A
　
下
巻
第
二
十
二
縁

　
　
他
田
舎
人
蝦
夷
は
、

信
濃
国
小
県
郡
跡
目
の
里
の
人
な
り
き
。



多
く
財
宝
に
富
み
、
銭
・
稲
を
出
挙
せ
り
。
蝦
夷
、
法
花
経
を

二
遍
写
し
奉
り
、
遍
毎
に
会
を
設
け
て
、
講
読
す
る
こ
と
既
に

了
り
ぬ
o
後
復
思
議
し
、
猶
し
心
に
足
ら
ず
し
て
、
更
に
敬
み

て

繕
写
せ
り
。
唯
し
未
だ
供
養
せ
ざ
り
き
。
（
中
略
）
「
使
四
人

有
り
き
。
副
ひ
て
将
往
か
む
と
告
ぐ
。
広
野
あ
り
、
次
に
卒
シ

キ

坂
有
り
き
。
坂
の
上
に
登
り
て
、
観
れ
ば
大
き
な
る
観
有
り
。

是

に
峙
ち
て
前
の
路
を
視
れ
ば
、
数
の
人
多
に
有
り
て
、
箒
を

以
て

路
を
掃
ひ
て
言
は
く
、
『
法
花
経
を
写
し
奉
り
し
人
、
此

の

路
よ
り
往
く
が
故
に
、
我
等
掃
ひ
浄
む
』
と
い
ふ
。
即
ち
至

れ
ば
待
ち
礼
す
。
前
に
深
き
河
有
り
。
広
さ
一
町
許
な
り
。
其

の
河
に

椅
を
度
せ
り
。
数
の
人
衆
有
り
き
。
其
の
椅
を
修
理
し

て

言
は

く
、
『
法
花
を
写
し
奉
り
し
人
、
此
の
椅
よ
り
度
る
が

故
に
、
我
修
理
す
』
と
い
ふ
o
到
れ
ば
便
ち
待
ち
て
礼
す
。
椅

の

彼
方
に
到
れ
ば
、
黄
金
の
宮
有
り
て
、
其
の
宮
に
王
有
せ
り
。

椅
の
本
に
三
つ
の
藺
有
り
。
一
つ
の
道
は
広
く
平
に
、

道
は
草
小
し
生
ひ
、
一
つ
の
道
は
藪
を
以
て
塞
が
る
。

其
の
衛
に
立
て
て
、
一
人
宮
に
入
り
て
日
さ
く
、

と
ま
う
す
。
王
見
て
言
は
く
、
『
此
は
法
花
経
を
写
し
奉
り
し

人

な
り
』
と
の
た
ま
ひ
て
、
即
ち
草
小
し
生
ひ
た
る
道
を
示
し

て

言

は
く
、
『
此
の
道
よ
り
将
来
む
』
と
の
た
ま
ふ
。
四
人
副

ひ

て

熱
き
鉄
の
柱
の
所
に
至
り
て
、
彼
の
柱
を
抱
か
し
む
。
鉄

を
編
ミ
テ
熱
く
焼
き
、
背
に
著
け
て
押
す
。
三
日
夜
歴
て
、
銅

の
柱
を
抱
か
し
む
。
銅
を
編
み
て
甚
だ
熱
し
。
背
に
著
け
て
押

　
1
つ
の

　
蝦
夷
を

『召
し
つ
』

B

す
。
又
三
日
蓬
る
に
、
極
め
て
熱
き
こ
と
燭
の
如
し
o
鉄
・
銅

熱

し
と
難
も
、
熱
き
に
非
ず
、
安
き
に
非
ず
。
編
め
る
鉄
重
し

と
難
も
、
重
き
に
非
ず
、
軽
き
に
非
ず
。
悪
業
の
引
く
所
、
唯

し
抱
き
荷
は
む
と
欲
ふ
。
合
ら
六
日
歴
て
乃
ち
出
づ
。
（
中
略
）

『我
、
法
華
経
を
三
部
写
し
奉
る
。
唯
l
部
は
未
だ
供
養
せ
ず
』

と
い
ふ
。
札
を
三
枚
出
す
に
、
二
枚
は
金
の
札
な
り
。
一
枚
は

鉄
の

札
な
り
。
亦
斤
二
枝
を
出
す
に
、
一
枝
は
重
く
稲
を
一
把

倍
す
。
一
枝
は
軽
く
稲
を
一
把
減
す
。
時
に
僧
言
は
く
、
『
札

を
校
ふ
れ
ば
、
実
に
汝
が
日
ひ
し
が
如
し
o
敬
み
て
三
部
の
法

花
大
乗
を
写
し
ま
つ
れ
り
。
大
乗
を
写
し
た
り
と
錐
も
、
重
き

罪
を
作
れ
り
。
所
似
は
何
に
。
汝
斤
を
二
つ
用
ゐ
て
、
出
挙
す

る
時
に
は
、
軽
き
斤
を
用
ゐ
、
徴
り
納
る
る
日
に
は
、
重
き
斤

を
用
ゐ
し
が
故
に
、
汝
を
召
し
つ
ら
v
の
み
。
今
は
忽
に
還
れ
』

と
い
ふ
o
還
り
来
れ
ば
、
前
の
如
く
多
の
人
箒
を
以
て
道
を
掃

ひ
、
椅
を
作
り
て
言
は
く
、
『
法
花
経
を
写
し
奉
り
し
人
、
閻

羅
王
の
宮
よ
り
還
り
来
る
』
と
い
ふ
。
彼
の
椅
を
度
り
畢
り
て
、

纏
見
れ
ば

甦
き
て
還
れ
り
」
と
い
ふ
。
（
以
下
略
）

下
巻
第
二
十
三
縁

大
伴
連
忍
勝
は
、
信
濃
国
小
県
郡
嬢
の
里
の
人
な
り
き
。
大
伴

連
等
、
心
を
同
じ
く
し
て
、
其
の
里
の
中
に
堂
を
作
り
、
氏
の

寺

と
せ
り
。
忍
勝
、
大
般
若
経
を
写
さ
む
と
欲
ひ
し
が
為
に
、

願
を
発
し
て
物
を
集
め
、
髪
髪
を
剃
除
し
、
袈
裟
を
著
、
戒
を
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受
け
、
道
を
修
し
、
彼
の
堂
に
常
住
せ
り
。
（
中
略
）
　
r
召
の
使

五

人
、
共
に
副
ひ
て
疾
く
往
き
き
。
往
く
道
の
頭
に
甚
だ
峻
シ

キ

坂
有
り
き
。
坂
の
上
に
登
り
て
、
躊
躇
ヒ
テ
見
れ
ば
、
三
つ

の

大
き
な
る
道
有
り
き
。
　
つ
の
道
は
平
に
広
く
、
　
つ
の
道

は
草
生
い
荒
れ
、
一
つ
の
道
は
藪
を
以
て
塞
る
。
衡
の
中
に
王

有
す
。
使
白
し
て
三
口
は
く
、
『
召
し
つ
』
と
ま
う
す
。
王
、
閂

な
る
道
を
示
し
て
言
は
く
、
『
是
の
道
よ
り
将
よ
』
と
の
た
ま
ふ
。

王
の
使
衛
り
往
く
。
道
の
末
に
大
き
な
る
釜
有
り
。
釜
の
湯
の

気
焔
の
如
し
o
涌
沸
く
こ
と
波
の
如
し
o
吼
え
鳴
る
こ
と
雷
の

如
し
o
即
ち
生
き
な
が
ら
忍
勝
を
取
り
て
、
井
ト
彼
の
釜
に
投

ぐ
。
釜
冷
え
破
れ
裂
け
て
、
四
つ
と
成
り
て
破
れ
ぬ
。
（
中
略
）

『
我
、
善
を
作
さ
ず
。
唯
大
般
若
経
六
百
巻
を
写
さ
む
と
欲
ひ

し
が
故
に
、
先
よ
り
願
を
発
し
て
、
未
だ
書
き
写
さ
ず
』
と
い

ふ
o
時
に
三
つ
の
鉄
の
札
を
出
し
て
、
校
ふ
る
に
白
す
が
如
し
。

僧
、
告
げ
て
言
は
く
、
『
汝
、
実
に
願
を
発
し
、
家
を
出
で
て

道
を
修
す
。
是
の
善
有
り
と
錐
も
、
多
に
住
め
る
堂
の
物
を
用

ゐ

し
が
故
に
、
汝
の
身
を
推
け
り
。
今
還
り
て
願
を
畢
へ
、
後

に

堂
の
物
を
償
へ
』
と
い
ふ
。
纏
放
た
れ
て
、
還
り
来
て
、
ヨ
．

つ
の
大
き
な
る
衡
を
過
ぎ
、
坂
よ
り
し
て
下
る
。
即
ち
見
れ
ば
、

甦
返
り
ぬ
。
（
以
下
略
）

（※
傍
線
部
：
・
衝
の
描
写
）

次

に
、
『
日
本
霊
異
記
』
内
の
「
衛
」
は
、
下
巻
第
二
十
二
縁
と

第
二
十
三
縁
以
外
に
二
例
あ
る
。
以
下
該
当
す
る
箇
所
を
載
せ
る
。
　
　
3
2

oD

上
巻
第
一
縁

栖
軽
勅
を
奉
り
て
宮
よ
り
罷
り
出
づ
。
緋
の
綬
を
額
に
著
け
、

赤
き
幡
梓
を
撃
ゲ
テ
、
馬
に
乗
り
、
阿
倍
の
山
田
の
前
の
道
と

曲
豆
浦
寺
の
前
の
路
と
よ
り
走
り
往
き
ぬ
。
軽
の
諸
越
の
衡
に
至

り
、
叫
囁
び
て
請
け
て
言
さ
く
、
「
天
の
鳴
電
神
、
天
皇
請
け

呼
び
奉
る
云
々
」
と
ま
う
す
。
（
以
下
略
）

上
巻
第
三
縁

明
く
る
日
、
彼
の
鬼
の
血
を
尋
ね
求
め
て
往
け
ば
、
其
の
寺
の

悪

し
き
奴
を
埋
め
立
て
し
衝
に
至
る
。
即
ち
知
り
ぬ
、
彼
の
悪

し
き
奴
の
霊
鬼
な
り
け
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
（
以
下
略
）

　
上
巻
第
一
縁
と
第
三
縁
で
み
ら
れ
る
「
衛
」
は
、
辻
で
あ
る
。
そ

れ

ら
二
つ
の
説
話
を
具
体
的
に
み
る
と
、
上
巻
第
一
縁
で
は
天
皇
の

命

に
よ
り
天
の
鳴
電
神
を
呼
ぶ
場
所
と
な
り
、
第
三
縁
で
は
霊
鬼
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
悪
い
奴
を
埋
め
立
て
た
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
共
に
一
般
的
な
道
路
と
し
て
の
「
衛
」
と
い
う
役
割
だ
け
で
は

な
く
、
上
巻
第
一
縁
と
第
三
縁
の
説
話
に
お
い
て
特
別
な
意
味
合
い

を
持
つ
道
の
こ
と
を
「
衛
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
私
見
に
よ
る
と
「
衡
」
と
い
う
文
字
は
、
上
代
文
学
に

十
六
例
み
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』
に
は
二
例
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
七



例
、
『
万
葉
集
』
に
は
⊥
ハ
例
、
『
風
土
記
』
に
は
一
例
み
ら
れ
る
。
そ

の
う
ち
の
人
名
や
神
名
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
「
衡
」
が
1
般
的
な

道
路
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
例
外

と
し
て
、
『
日
本
書
紀
』
（
景
行
四
十
年
秋
七
月
癸
未
朔
戊
戌
条
）
は

『
日
本
霊
異
記
』
の
上
巻
第
三
縁
に
類
似
し
て
お
り
、
「
各
封
堺
を
貧

り
て
並
に
相
盗
略
む
。
亦
山
に
邪
神
有
り
、
郊
に
姦
鬼
有
り
。
衛
に

遮
り
、
径
を
塞
ぎ
、
多
に
人
を
苦
し
び
し
む
。
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ニ
ソ

「
藺
」
に
邪
鬼
が
い
る
描
写
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
の

巻
十
一
・
1
l
n
c
O
六
番
歌
に
「
言
霊
の
　
八
十
の
衛
に
　
夕
占
問
ふ

占
正
に
告
る
　
妹
相
寄
ら
む
と
」
と
あ
り
、
巻
十
六
・
三
八
一
二
番

歌

に
「
卜
部
を
も
　
八
十
の
衡
も
　
占
問
へ
ど
　
君
を
相
見
む
　
た

ど
き
知
ら
ず
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
入
十
の
衝
」
と
い
う
表
現
が

あ
り
、
日
暮
れ
の
辻
に
立
っ
て
入
の
言
葉
を
聞
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

神
意
を
占
う
際
に
立
つ
辻
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
特
別
な
意
味

合
い
を
含
ん
で
い
る
「
衛
」
で
あ
る
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
上
代
文
学
に
お
い
て
複
数
あ
る
「
衝
」
の
う
ち
、
ほ
と

ん

ど
が
一
般
的
な
道
路
を
指
す
「
衛
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
「
衛
」
が
書
か
れ
て

い

る
説
話
全
て
に
お
い
て
、
「
衛
」
の
特
殊
性
が
現
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
中
で
も
蘇
生
説
話
で
あ
る
下
巻
第
二
十
二
縁

と
第
二
十
三
縁
に
登
場
す
る
「
三
つ
の
衝
」
の
性
質
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
o

　
次
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
各
注
釈
書
に
お
い
て
、
下
巻
第

二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
の
コ
ニ
つ
の
衛
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な

注

を
付
け
て
い
る
か
確
認
し
て
い
v
o
松
浦
貞
俊
氏
は
、
二
つ
の
説

話
は

「全
く
似
た
説
話
で
あ
る
。
物
語
発
生
の
所
も
、
冥
界
の
1
1
1
t
w

の

さ
ま
も
、
善
悪
の
報
を
閲
し
て
写
経
の
徳
の
故
に
甦
生
す
る
点
も

同
じ
で
あ
る
」
と
述
べ
、
第
二
十
二
縁
の
「
蝦
夷
は
三
衛
で
草
小
し

く
生
ひ
た
る
路
を
指
示
さ
れ
た
と
あ
る
」
が
、
第
二
十
三
縁
で
は
「
平

な
路
よ
り
往
く
」
と
し
て
、
二
つ
の
説
話
の
中
で
F
三
つ
の
衡
」
か

ら
選
ば
れ
る
道
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
、
そ
れ
に
留
ま
っ
て

　
　
　
　
　

い

る
。
出
雲
路
修
氏
は
、
『
冥
祥
記
』
や
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
の

衛
の
描
写
に
関
し
て
、
「
い
ず
れ
も
武
人
が
登
場
し
、
進
む
べ
き
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
エ
ハ
ソ

を
指
示
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
小
泉
道
氏
や
中
田
祝

⊥大
氏

は
、
「
1
1
1
つ
の
t
w
」
が
「
上
等
、
中
等
、
下
等
の
三
種
類
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
モ
　

の
意
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
中
田
氏
は
第
二
十
二
縁

に
お
い
て
、
「
蝦
夷
は
善
行
も
あ
る
が
、
悪
事
も
あ
っ
た
の
で
、
中

等
の
道
を
行
く
」
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
第
二
十
三
縁

の
忍
勝
も
悪
事
は
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
な
い
。
蝦
夷
も

忍
勝
も
、
共
に
善
行
と
悪
事
を
行
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
通
る
道

の

軽
重
が
異
な
る
の
は
何
故
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
の
「
三
つ
の
衛
」
に

つ
い
て

仏
道
に
励
む
度
合
い
や
責
め
苦
の
描
写
を
比
較
し
、
検
討
し

て

い
v
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
、
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
は
「
草
小
し
生
ひ
た
る
道
」
を
行
く
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こ
と
に
な
る
。
蝦
夷
の
仏
道
に
励
む
度
合
い
は
、
法
華
経
を
二
度
書

き
写
し
、
そ
の
度
に
法
会
を
催
し
、
講
読
し
、
二
度
目
の
法
会
も
済

ん

で
い

た
こ
と
は
善
行
で
あ
る
。
満
足
し
な
か
っ
た
の
で
更
に
慎
ん

で
清
書
を
し
た
こ
と
は
善
行
と
み
え
る
が
、
未
だ
供
養
を
し
て
い
な

か
っ
た
点
は
悪
行
に
な
る
。
真
心
を
込
め
て
三
部
の
法
華
経
を
写
し

た

こ
と
は
善
行
と
な
る
が
、
そ
の
内
の
1
部
は
供
養
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
悪
行
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
財
産
豊
か
で
あ
り
銭
や
稲
を
貸

し
て
多
く
の
利
息
を
取
っ
て
い
た
こ
と
や
、
二
つ
の
は
か
り
を
用
い

て

人
に

貸
す
時
に
は
軽
い
は
か
り
を
用
い
徴
収
す
る
時
に
は
重
い
は

か

り
を
用
い
た
点
は
悪
行
に
な
る
。
蝦
夷
の
責
め
苦
の
描
写
は
、
熱

い
鉄
の
柱
の
所
に
行
き
、
そ
の
柱
を
抱
か
せ
た
。
鉄
を
編
ん
で
熱
く

焼
き
、
背
中
に
押
し
つ
け
た
。
1
1
1
日
l
l
l
晩
の
後
、
次
に
銅
の
柱
を
抱

か
せ
た
。
銅
を
編
ん
だ
も
の
で
大
変
熱
い
。
こ
れ
を
も
背
中
に
押
し

つ
け
た
。
鉄
、
銅
は
熱
い
と
い
っ
て
も
、
耐
え
ら
れ
な
い
熱
さ
で
は

な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
楽
で
も
な
い
。
編
ん
だ
鉄
は
重
い
が
、

こ
れ
も
耐
え
ら
れ
な
い
重
さ
で
は
な
く
、
そ
う
か
と
い
っ
て
軽
い
も

の

で
も
な
い
。
生
前
の
悪
行
に
よ
る
た
め
、
た
だ
自
然
と
鉄
や
銅
を

抱
き
、
負
お
う
と
い
う
気
に
な
り
、
六
日
を
経
て
出
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。

　
次

に
、
第
二
十
三
縁
の
忍
勝
は
、
「
平
な
る
道
」
を
行
く
こ
と
に

な
る
。
忍
勝
の
仏
道
に
励
む
度
合
い
は
、
里
に
お
堂
を
作
り
、
一
族

の

氏
寺
と
し
た
こ
と
や
、
大
般
若
経
を
書
き
写
そ
う
と
志
し
て
願
を

起
こ
し
、
書
き
写
し
に
必
要
な
物
な
ど
を
集
め
た
り
し
た
こ
と
は
善

行

と
な
る
。
そ
し
て
、
家
を
出
て
、
髭
や
髪
を
剃
っ
て
僧
衣
を
着
た

こ
と
や
、
受
戒
し
て
仏
の
戒
め
を
守
り
、
仏
道
を
修
め
て
、
お
堂
に

住
ん

で

い

た
こ
と
も
同
じ
く
善
行
と
な
る
。
大
般
若
経
六
百
巻
を
写

そ
う
と
思
っ
て
以
前
か
ら
願
を
立
て
て
い
た
こ
と
は
善
行
と
さ
れ
る

が
、
書
き
写
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
悪
行
の
部
類
に
入
る
。
住

ん

で

い

た
堂
の
物
品
を
勝
手
に
た
く
さ
ん
消
費
し
た
と
い
う
描
写
や

寺
の
物
を
勝
手
に
使
用
し
た
と
い
う
描
写
か
ら
も
、
悪
行
を
行
っ
て

い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
忍
勝
の
責
め
苦
の
描
写
は
、
道
の
突
き
当
た

り
に
大
き
な
釜
が
あ
り
、
そ
の
釜
の
湯
気
は
炎
の
よ
う
に
立
ち
こ
め

て

い

る
。
湯
の
湧
き
上
が
る
様
は
大
波
の
如
v
、
煮
え
た
ぎ
る
音
は

雷
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
生
身
の
忍
勝
を
捕
ま
え
、
そ
の
釜
の
中
に
投

げ
込
む
と
、
釜
は
冷
え
て
四
つ
に
割
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
仏
道
に
励
む
度
合
い
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
は
法
華
経

を
書
き
写
し
た
り
、
法
会
を
行
っ
て
購
読
し
て
い
た
り
と
、
仏
教
を

信
仰
し
て
い
る
描
写
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
十
三
縁
の
忍
勝
は
「
家

を
出
て
、
髭
や
髪
を
剃
り
、
僧
衣
を
着
て
、
受
戒
し
て
仏
の
戒
め
を

守
り
、
仏
道
を
修
め
て
、
お
堂
に
住
ん
で
い
た
」
こ
と
か
ら
、
出
家

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
は
仏
教

を
信
仰
し
て
い
る
描
写
は
あ
る
が
出
家
を
し
て
お
ら
ず
、
第
二
十
三

縁
で

の
忍
勝
は
出
家
を
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。
悪
事

に
つ
い
て
は
、
蝦
夷
は
他
者
を
欺
き
、
忍
勝
は
自
ら
が
作
っ
た
寺
の

物
を
盗
む
と
い
う
若
干
の
違
い
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
両
説
話
と
も

悪
事
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

34



　
責
め
苦
の
描
写
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
は
「
草
小
し
生

ひ

た
る
道
」
と
い
う
中
等
の
道
を
進
み
、
そ
の
先
で
熱
い
鉄
の
柱
と

銅
の

柱
を
抱
く
責
め
苦
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
で
、
蝦
夷
が
柱
を
抱

V
際
に
心
情
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
「
悪
業
の
引
く
所
、
唯
し
抱
き

荷
は

む
と
欲
ふ
」
の
描
写
に
注
目
し
た
い
。
「
耐
え
ら
れ
な
い
熱
さ

で

は
な
い
が
、
そ
う
か
と
い
っ
て
楽
で
も
な
い
」
状
態
で
柱
を
自
然

と
抱
く
こ
と
に
な
る
。
自
身
の
招
い
た
悪
事
の
た
め
に
、
自
ら
柱
を

抱
き
た
い
と
責
め
苦
を
欲
す
る
。
こ
れ
は
、
蝦
夷
が
仏
教
を
信
仰
し

て

い

て
、
悪
事
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
自
身
の
中
で
悔
い
た
た
め
に

起

こ
っ
た
欲
望
で
あ
り
、
本
能
的
な
行
為
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
の
よ
う
に
、
責
め
苦
を
自
ら

欲
す
る
と
い
う
描
写
は
、
こ
の
説
話
以
外
だ
と
中
巻
の
第
七
縁
に
し

か
み

ら
れ
な
い
。
中
巻
第
七
縁
で
地
獄
を
訪
れ
た
智
光
は
仏
教
を
信

仰
し
て
い
た
僧
で
あ
り
、
蝦
夷
も
智
光
も
共
に
仏
教
を
信
仰
す
る
者

で
あ
っ
た
が
故
に
、
自
ら
が
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
責
め
苦
は
自
身

が
悪
事
を
働
い
た
結
果
で
あ
る
と
受
け
入
れ
、
欲
す
る
描
写
が
描
か

れ

た
の
だ
ろ
う
。
更
に
、
「
耐
え
ら
れ
な
い
熱
さ
で
は
な
い
が
、
そ

う
か
と
い
っ
て
楽
で
も
な
い
」
と
い
う
中
途
半
端
な
状
態
の
責
め
苦

の

描
写

は
、
「
三
つ
の
衝
」
の
道
の
う
ち
「
草
小
し
生
ひ
た
る
道
」

を
進
ん
で
行
く
際
の
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る

の

で

は
な
い
か
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
第
二
十
三
縁
の
忍
勝
は
「
平
な

る
道
」
と
い
う
上
等
の
道
を
進
み
、
釜
茄
で
の
責
め
苦
を
受
け
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
責
め
苦
を
回
避
し
て
責
め
苦
を
受
け
ず
に
済
ん

で

い

る
。
責
め
苦
を
回
避
す
る
描
写
は
下
巻
の
第
二
十
三
縁
以
外
に

は
み
ら
れ
な
い
た
め
、
か
な
り
特
殊
な
記
述
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
「
三
つ
の
衛
」
の
道
の
う
ち
、
「
平
な
る
道
」
で
あ

る
上
等
の
道
を
進
ん
で
行
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
に
み
ら
れ

る
「
三
つ
の
衝
」
は
、
出
家
を
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
仏
道
に

励

む
度
合
い
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
や
責
め
苦
の
描
写
に
異
な
っ

た

様
子
が
み

ら
れ
る
こ
と
が
、
「
三
つ
の
衛
」
の
道
の
中
の
、
ど
の

道
を
進
ん
で
い
く
か
と
い
う
分
岐
に
影
響
が
で
て
い
る
と
考
え
ら

れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
違
い
が
あ
る
が
故
に
、
第

二
十
二
縁
の
蝦
夷
は
「
草
小
し
生
ひ
た
る
道
」
を
、
第
二
十
三
縁
の

忍
勝
は
「
平
な
る
道
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
何
故
「
三
つ
の
衝
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
つ
い
て
、
そ

の
描
写
が
異

な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、

先
行
研
究

に
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
中
国
仏
教
説
話
で
あ
る
『
冥
祥
記
』

と
比
較
し
、
考
察
す
る
。

111
、
　
r
日
本
霊
異
記
』
と
『
冥
祥
記
』

　
出
雲
路
氏
は
、
中
巻
第
七
縁
の
「
神
人
」
の
存
在
が
冥
界
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
登
場
す

る
「
神
人
」
が
「
身
著
二
鐸
鎧
一
、
額
著
二
緋
覆
一
」
と
い
う
武
人
の
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姿
で
描
か
れ
て
お
り
、
「
即
指
二
北
方
一
日
、
『
従
二
此
道
一
将
往
』
」
と

冥
界
で
の
進
む
べ
き
道
を
指
示
し
て
い
る
行
動
が
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
に
お
け
る
「
王
」
と
類
似

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
「
冥
界
で
の
進
む
べ
き
道
を

指
示
す
る
武
人
の
伝
承
と
、
冥
界
の
三
岐
路
の
伝
承
と
を
、
と
も
に

含
む

説
話
が
、
王
淡
《
冥
祥
記
》
に
み
え
る
」
と
述
べ
、
『
冥
祥
記
』

の
僧
規

と
慧
達
の
説
話
を
挙
げ
て
い
る
。
以
下
、
『
冥
祥
記
』
の
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

規
と
慧
達
の
説
話
を
挙
げ
る
。
な
お
、
冥
界
で
の
進
む
べ
き
道
を
指

示
す
る
武
人
の
伝
承
を
傍
線
部
①
、
冥
界
の
三
岐
路
の
伝
承
を
傍
線

部
②
と
し
て
加
え
た
。

a

僧
規

宋
沙
門
僧
規
者
、
武
當
寺
僧
也
。
（
中
略
）
行
至
一
山
、
都
無
草
木
、

土
色
堅
黒
、
有
類
石
鐵
。
山
側
左
右
、
白
骨
填
積
。
山
藪
十
里
、

至
②
三
岐
路
。
①
有
一
人
甚
長
肚
、
被
鎧
執
杖
、
問
五
人
、
有

幾
人
來
。
答
日
。
政
一
人
耳
。
五
人
又
將
規
入
一
道
中
。
（
中
略
）

汝
生
世
時
有
何
罪
福
、
依
實
説
之
、
勿
妄
言
也
。
規
憧
怖
未
答
。

赤
衣
人
如
局
吏
云
、
可
開
簿
検
其
罪
福
也
。
有
頃
吏
至
長
木
下
、

提
一
置
土
、
懸
鐵
梁
上
稽
之
、
如
畳
低
昂
。
吏
謂
規
日
、
此
稽

量
罪
福
之
秤
也
。
（
中
略
）
可
更
爲
此
人
稻
之
、
既
是
佛
弟
子
、

幸
可
度
脱
。
吏
乃
復
上
置
稻
之
、
秤
乃
正
平
。
（
中
略
）
監
官
日
、

殺
鬼
何
以
濫
將
人
來
。
（
中
略
）
帝
日
、
汝
是
沙
門
、
何
不
勤
業
、

而
爲
小
鬼
横
牧
捕
也
。
（
以
下
略
）

b

慧
達

晋
沙
門
慧
達
、
姓
劉
、
名
薩
荷
、
西
河
離
石
人
也
。
未
出
家
時
、

長
於
軍
旅
、
不
聞
佛
法
、
尚
氣
武
、
好
敗
猟
。
（
中
略
）
行
路
韓
高
、

梢
得
②
平
衛
、
雨
邊
列
樹
。
①
見
有
一
人
執
弓
帯
剣
、
當
衛
而

立
、
指
語
雨
人
、
將
荷
西
行
。
（
中
略
）
荷
便
自
識
宿
命
、
知

雨
沙
門
往
維
衛
佛
時
、
並
其
師
也
。
作
沙
彌
時
、
以
犯
俗
罪
、

不
得
受
戒
。
（
中
略
）
荷
臨
辞
去
、
謂
日
、
汝
懸
歴
劫
備
受
罪
報
。

以
嘗
聞
経
法
、
生
歎
喜
心
。
今
當
見
受
輕
報
、
一
過
便
免
。
汝

得
濟
活
、
可
作
沙
門
。
（
中
略
）
有
人
執
筆
、
北
面
而
立
。
謂

荷
日
、
在
裏
陽
時
、
何
故
殺
p
a
o
　
（
中
略
）
所
乗
黒
馬
並
皆
能
言
。

悉
讃
荷
殺
鹿
年
月
時
日
。
荷
催
然
無
封
。
須
萸
有
人
以
叉
叉
之
、

投
鐘
湯
中
。
自
視
四
禮
、
潰
然
燗
砕
。
有
風
吹
身
、
聚
小
岸
邊
、

忽
然
不
畳
、
還
復
全
形
。
執
筆
者
復
問
、
汝
又
射
推
、
亦
嘗
殺
鳩
。

言
已
叉
投
鐘
湯
、
如
前
燗
法
。
受
此
報
已
、
乃
遣
荷
去
。
入
l

大
城
、
有
人
居
焉
。
謂
荷
日
、
汝
受
輕
罪
、
又
得
還
生
、
是
福

カ
所
扶
。
（
以
下
略
）

　
出
雲
路
氏
は
、
僧
規
の
コ
ニ
岐
路
」
及
び
慧
達
の
「
衡
」
の
表
記

と
、
僧
規
や
慧
達
を
そ
の
「
衡
」
か
ら
先
へ
行
く
よ
う
に
指
示
す
る

F甚
長
肚
」
の
人
と
「
執
弓
帯
剣
」
な
る
人
の
存
在
が
、
『
日
本
霊
異

記
』
の
中
巻
第
七
縁
と
下
巻
第
二
十
二
縁
・
二
十
三
縁
を
結
び
つ
け

て

い

て
、
中
巻
第
七
縁
の
「
神
人
」
の
立
っ
て
い
た
場
所
も
冥
界
の

111岐
路
の

分
岐
点
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
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中
巻
第
七
縁
と
の
関
連
性
は
本
稿
の
主
旨
と
少
々
異
な
る
た
め
言

及
は
避
け
る
が
、
出
雲
路
氏
の
研
究
か
ら
、
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻

第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
に
み
ら
れ
る
「
三
つ
の
衛
」
と
、
そ
の

衛
の
道
の
う
ち
ど
こ
を
通
ら
せ
る
か
指
示
す
る
「
王
」
の
存
在
は
、
『
冥

祥
記
』
の
僧
規
と
慧
達
の
説
話
と
関
連
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
出
雲
路
氏
は
、
「
僧
規
の
説
話
に
「
行
至
二
一
山
i
」
と
み
え
、

慧
達
の
説
話
に
「
行
路
転
高
」
と
み
え
る
の
は
、
下
巻
二
二
縁
の
「
卒

し
き
坂
」
、
下
巻
二
三
縁
の
「
甚
だ
峻
し
き
坂
」
と
の
関
連
を
う
か

が

わ
せ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
て
、
境
界
に
つ
い
て
の
関
連
性
も
指

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
道
に
励
む
度
合
い
や
責
め
苦
に
つ
い
て

の

記
述
に

関
し
て
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
僧
規
と
慧
達
の
説
話
に
描

か
れ

る
仏
道
に
励
む
度
合
い
や
責
め
苦
の
描
写
と
、
『
日
本
霊
異
記
』

下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
の
描
写
を
比
較
す
る
。

　
ま
ず
、
僧
規
は
鎧
を
ま
と
い
武
器
を
持
っ
て
い
る
一
人
の
偉
丈
夫

が
い

る
「
三
岐
路
」
に
着
き
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
道
を
進
む
こ
と

に
な
る
。
仏
道
に
励
む
度
合
い
と
し
て
は
、
僧
規
が
武
当
寺
の
僧
で

あ
っ
た
こ
と
は
善
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
僧
規
は
僧
で
あ
っ
た
も
の

の
、
修
行
に
努
め
て
は
い
な
か
っ
た
点
は
悪
行
と
な
る
。
責
め
苦
の

描
写

は
、
人
違
い
の
た
め
僧
規
の
説
話
に
は
な
い
。

　
次

に
、
慧
達
は
弓
を
持
ち
剣
を
帯
び
て
い
る
一
人
の
人
に
示
さ
れ

て

「
平
衡
」
の
一
つ
の
道
を
行
く
。
仏
道
に
励
む
度
合
い
と
し
て
、

慧
達
は
久
し
く
軍
隊
生
活
を
送
り
、
仏
法
に
耳
を
傾
け
ず
武
辺
立
を

た
っ
と
び
狩
猟
を
好
ん
だ
こ
と
や
、
鹿
と
雁
を
殺
し
て
雑
を
射
た
こ

と
が
あ
っ
た
こ
と
は
悪
行
と
な
る
。
罪
報
を
受
け
る
べ
き
身
で
あ
っ

た

が
、
か
つ
て
経
法
を
聞
い
て
歓
喜
の
心
を
生
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た

た
め
、
軽
い
報
い
を
受
け
て
自
由
に
な
れ
た
。
責
め
苦
の
描
写
と
し

て
、
ま
ず
鹿
を
殺
し
た
罪
と
し
て
、
叉
で
彼
を
突
き
刺
し
て
釜
の
煮

え
湯
の
中
へ
投
げ
込
ま
れ
て
、
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
燗
れ
砕
け
た
。
次

に
雑
を
射
て
雁
を
殺
し
た
罪
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
叉
で
も
っ
て
釜

の
湯

に
投
げ
込
ま
れ
て
煮
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
世
の
福
縁
（
過

去
に

沙
弥
で
あ
っ
た
こ
と
）
の
た
め
に
軽
い
罰
だ
け
で
済
み
、
生
き

返

る
こ
と
が
で
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上

の

こ
と
か
ら
、
僧
規
は
出
家
し
て
い
る
身
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
が
、
僧
の
身
で
あ
り
な
が
ら
修
行
に
努
め
ず
、
そ
の

た
め
に
間
違
っ
て
地
獄
に
呼
ば
れ
て
し
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
間
違
い
で
あ
っ
た
た
め
最
終
的
に
責
め
苦
を
受
け
る
こ
と

な
く
帰
還
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
責
め
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
の
、
回
避
す
る
こ
と
に
な
っ
た
第
二
十
三
縁
の
忍
勝
と
類
似

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
慧
達
に
つ
い
て
、
経
法
を
聞
い
て
歓
喜
の

心

を
生
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
に
、
軽
い
報
い
を
受
け
て
自
由
に

な
れ
た
と
い
う
描
写
は
、
「
前
世
の
福
縁
」
が
あ
る
こ
と
と
関
係
が

あ
る
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
慧
達
自
身
は
僧
で
な
い
と
い
う

点
や
、
責
め
苦
を
受
け
た
と
い
う
点
は
第
二
十
二
縁
の
蝦
夷
と
近
い

も
の
を
感
じ
る
。
「
釜
の
煮
え
湯
の
中
」
に
投
げ
込
ま
れ
る
と
い
う

責
め
苦
の
描
写
自
体
は
、
下
巻
第
二
十
三
縁
の
忍
勝
の
責
め
苦
と
重

な
っ
て
み
え
る
。
更
に
、
斤
を
用
い
る
描
写
が
第
二
十
二
縁
に
あ
り
、
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斤
は
用
い
て
い
な
い
が
第
二
十
二
縁
と
同
じ
く
、
札
を
用
い
て
罪
の

重

さ
を
量
っ
て
い
る
様
子
が
第
二
十
三
縁
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て

『冥
祥
記
』
の
僧
規
の
説
話
に
も
、
秤
を
用
い
て
善
悪
の
軽
重
を

量

る
描
写
が
み
ら
れ
る
。

　
こ

の

よ
う
に
、
『
冥
祥
記
』
の
僧
規
と
慧
達
の
説
話
に
お
い
て
描

か
れ
て

い

る
仏
道
に
励
む
度
合
い
や
責
め
苦
の
描
写
は
、
『
日
本
霊

異
記
』
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
の
描
写
と
類
似
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
仏
道
に
励
む
度
合
い
や
責
め
苦

の
描
写
に

注

目
し
な
が
ら
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
三
つ
の
衛
」
の

異
な
っ
た
三
種
類
の
道
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
の
性
質
の
違
い

を
『
冥
祥
記
』
の
石
長
和
と
程
道
慧
の
説
話
を
用
い
て
考
察
を
試
み

た

い
o

o
　
石
長
和

　

趙
石
長
和
者
、

趙
國
高
人
也
。
（
略
）
而
道
之
爾
邊
棘
刺
森
然
、

皆
如
鷹
爪
o
見
人
甚
衆
、
群
走
棘
中
、
身
膿
傷
裂
、
地
皆
流
血
。

見
和
猫
行
平
道
、
倶
歎
息
日
、
佛
子
猪
行
大
道
中
。
（
中
略
）

長
和
日
、
不
食
魚
肉
、
酒
不
経
口
、
恒
韓
尊
経
、
救
諸
疾
痛
。
（
中

略
）
語
久
之
間
、
閣
上
人
間
都
録
主
者
、
審
案
石
君
名
録
、
勿

謬
濫
也
o
主
者
案
録
云
、
飴
三
十
年
命
在
。
（
以
下
略
）

d

程
道
慧

晋
程
道
慧
、
字
文
和
、
武
昌
人
也
。

世
奉
五
斗
米
道
、
不
信
有
佛
。

（中
略
）
道
路
修
平
、
而
雨
邊
棘
刺
森
然
、
略
不
容
足
。
駆
諸
罪
人
、

　
　
馳
走
其
中
、
肉
随
著
刺
、
號
岬
賭
耳
。
見
慧
行
在
平
路
、
皆
歎

　
　
羨
日
、
佛
弟
子
行
路
復
勝
人
也
。
慧
日
、
我
不
奉
法
。
其
人
笑
日
、

　
　
君
忘
之
耳
。
慧
因
自
憶
先
身
奉
佛
、
已
経
五
生
五
死
、
忘
失
本

　
　
志
。
今
生
在
世
、
幼
遇
悪
人
、
未
達
邪
正
、
乃
惑
邪
道
。
（
中
略
）

　
　
命
慧
就
坐
、
謝
日
、
小
鬼
謬
濫
、
柾
相
録
來
e
亦
由
君
忘
失
宿

　
　
命
、
不
知
奉
大
正
法
教
也
o
　
（
中
略
）
其
飴
経
見
、
與
趙
泰
屑

　
　
荷
大
抵
粗
同
。
不
復
具
載
。
（
以
下
略
）

（※
傍
線
部
…
道
の
描
写
）

　
ま
ず
、
石
長
和
は
棘
刺
が
密
生
し
て
い
る
中
に
あ
る
「
平
道
」
を

歩
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
仏
道
に
励
む
度
合
い
と
し
て
、
ま
ず
石

長
和
は
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
魚
肉
を
食

べ
ず
、
酒
を
た
し
な
ま
ず
、
常
に
経
文
を
読
ん
で
、
も
ろ
も
ろ
の
苦

患
を
救
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
善
行
の
み
行
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。
責
め
苦
の
描
写
は
な
く
、
三
十
年
の
命
が
残
っ
て
い
る
と
あ
り
、

こ
の
場
合
、
寿
命
で
訪
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
三
十
年
の
命
が
残
っ

て

い

る
と
い
う
こ
と
は
人
違
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
次

に
、
程
道
慧
は
棘
刺
が
び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
中
に
あ
る
「
平

路
」
を
進
む
こ
と
に
な
る
。
仏
道
に
励
む
度
合
い
と
し
て
、
程
道
慧

は

代
々
五
斗
米
道
を
信
じ
、
仏
の
あ
る
こ
と
は
信
じ
て
い
な
か
っ
た
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と
あ
り
、
仏
道
に
は
全
く
励
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か

し
、
先
世
で
仏
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
と
な
る
。

す
で
に
五
回
の
生
死
を
経
て
本
志
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
今
の
世
に
生

ま
れ
て
か
ら
は
幼
く
し
て
悪
人
に
遇
い
、
邪
正
を
わ
き
ま
え
ず
に
邪

道
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
責
め
苦
の
描
写
は

な
く
、
間
違
い
か
ら
無
実
の
程
道
慧
を
検
束
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て

い

る
。
だ
が
、
程
道
慧
が
間
違
わ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
程
道
慧
が

過
去
世
の
機
縁
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
大
正
法
（
仏
法
）
に
帰
依
す
る

こ
と
を
わ
き
ま
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
同
じ
『
冥
祥
記
』
の
中
の
説
話
ど
う
し
を
比
較
し
て
い

こ
う
と
思
う
。
仏
道
に
励
む
度
合
い
と
し
て
は
、
石
長
和
は
仏
弟
子

で
あ
る
こ
と
か
ら
出
家
し
て
い
る
も
の
と
す
る
と
、
僧
規
と
立
場
が

同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
程
道
慧
と
慧
達
は
共
に
過
去

世

（前
世
）
の
機
縁
（
福
縁
）
が
あ
る
と
い
う
描
写
が
類
似
し
て
い

る
。
ま
た
、
責
め
苦
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
石
長
和
も
程
道
慧
も
、

共

に
、
地
獄
に
来
た
こ
と
が
間
違
い
だ
っ
た
と
し
て
責
め
苦
を
受
け

ず
に
済
む
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
間
違
い
で
あ
る
と
し
て
責
め
苦

を
受
け
な
か
っ
た
僧
規
と
近
い
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
更
に
、
程
道

慧
の
説
話
内
で
は
亡
者
達
が
責
め
苦
を
受
け
て
い
る
様
子
が
描
か
れ

て

い

る
が
、
程
道
慧
の
説
話
に
、
「
そ
の
ほ
か
実
地
に
見
た
こ
と
は
、

趙
泰
や
屑
荷
の
話
と
お
お
よ
そ
同
じ
」
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。

入
矢
氏
は
、
「
屑
荷
」
の
箇
所
に
つ
い
て
、
「
後
者
は
薩
荷
の
話
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
な
ホ
ザ

と
し
て
い
る
。
な
お
、
薩
荷
と
は
慧
達
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
冥

祥
記
』
の
趙
泰
の
説
話
に
責
め
苦
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か

を
確
認
し
て
い
v
こ
と
と
す
る
。

e

趙
泰

鐵
床
銅
柱
。
焼
之
洞
然
。
駆
迫
此
人
、
抱
臥
其
上
、
赴
即
焦
燗
、

尋
復
還
生
。
或
炎
櫨
巨
鍵
、
焚
煮
罪
人
、
身
首
砕
墜
、
随
沸
翻

轄
。
有
鬼
持
叉
、
椅
工
J
a
〈
側
o
　
（
以
下
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
趙
泰
の
説
話
に
は
銅
の
柱
を
抱
か
せ
る
責
め
苦

や
、
叉
を
持
つ
鬼
が
い
て
、
鐘
で
煮
立
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
責
め
苦

の
描
写
が
み

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
慧
達
の
説
話
と
類
似
し
て
い
る
と

共
に
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
二
十
二
縁
と
t
u
l
1
十
1
1
1
s
s
の
責
め
苦

の
描
写

に
も
似
て
い
る
。
『
冥
祥
記
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
地
獄

の

責
め
苦
の
描
写
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第

二
十
三

縁

に
も
み
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
『
冥
祥
記
』
の
僧
規
や
慧
達

の
説
話

と
同
様
に
、
石
長
和
や
程
道
慧
の
説
話
も
ま
た
、
仏
道
に
励

む
度
合
い
や
責
め
苦
の
描
写
が
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
第
二
十
二

縁
と
二
十
三
縁
の
説
話
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
石
長
和
も
程
道
慧
も
、
共
に
、
仏
弟
子
は
平
ら
な
道
を
、

そ
れ
以
外
の
亡
者
は
仏
弟
子
が
通
る
道
の
両
脇
に
あ
る
鋭
く
尖
っ
た

棘
刺
の
上
を
苦
労
し
て
歩
い
て
い
く
と
い
う
描
写
が
み
ら
れ
る
こ
と

か

ら
、
仏
弟
子
か
否
か
に
よ
っ
て
進
む
べ
き
道
が
異
な
る
と
い
う
性

質
が
あ
る
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
善
と
い
う
存
在
で
あ
る
仏
弟
子
が
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真
ん
中
の
道
を
進
み
、
仏
弟
子
で
は
な
い
亡
者
が
悪
と
し
て
両
脇
を

進

む
こ
と
か
ら
、
進
む
道
が
三
叉
に
分
か
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る

と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
石
長
和
と
程
道
慧
の
説
話
に

お

い

て
、
仏
弟
子
が
歩
く
道
を
真
ん
中
と
し
て
、
地
獄
へ
赴
く
過
程

に
進
む
道
が
仏
弟
子
か
否
か
に
よ
っ
て
三
叉
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
描
写
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
第
二
十
二
縁
と
二
十
三
縁

の

コ
ニ
つ
の

藺
」
の
ど
の
道
を
進
む
の
か
、
信
仰
の
軽
重
に
よ
っ
て

決
ま
る
性
質
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以

上
の

こ
と
か
ら
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
三
つ
の
衝
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
家
を
し
た
僧
が
進
む
道
、
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る

在
家
者
が
進

む
道
、
そ
の
他
の
仏
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
者
が
進
む

道
と
い
う
三
叉
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
三

つ
の
衝
」
の
内
、
広
く
平
ら
な
上
等
な
道
は
出
家
を
し
た
僧
が
、

草
が
少
し
生
え
て
い
る
中
等
な
道
は
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
在
家
者

が
、
藪
で
塞
が
っ
て
い
る
下
等
な
道
は
仏
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
そ

の
他
の

者
が
進
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
冥
祥
記
』
の

石
長
和

と
程
道
慧
の
説
話
に
み
ら
れ
な
い
中
等
の
道
は
、
僧
に
な
ら

な
く
と
も
在
家
者
と
し
て
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

救
い
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
描
写
で
あ
る
と
考
え
た
。
『
日
本

霊
異
記
』
は
日
本
で
初
め
て
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
た
め
、
ど
の
よ

う
に
し
て
民
衆
に
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
か
と
考
え
た
と
き
に
、
出

家
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
仏
教
を
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
信
仰

す
る
こ
と
で
報
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た

の

が
、
「
三
つ
の
藺
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
ま
と
め

　
『
日
本
霊
異
記
』
の
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
に
み
ら
れ

る
「
三
つ
の
衛
」
の
中
の
異
な
っ
た
三
種
類
の
道
に
つ
い
て
考
察
す

る
に
あ
た
り
、
ま
ず
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
衛
」
に
は
一
般
的
な
道

路
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
特
別
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る

こ
と
を
提
示
し
た
。

　
ま
た
、
『
冥
祥
記
』
の
僧
規
と
慧
達
の
「
冥
界
で
の
進
む
べ
き
道

を
指
示
す
る
武
人
」
と
コ
1
1
岐
路
」
の
描
写
が
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
三

つ
の

衛
」
と
関
連
し
て
い
る
と
い
う
先
行
研
究
で
の
指
摘
を
踏
ま
え

て

考
察
し
、
r
三
つ
の
衛
」
の
三
種
類
の
道
が
下
巻
第
二
十
二
縁
と

第
二
十
三
縁
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
仏
道
に
励
む
度
合
い

や
責
め
苦
の
描
写
の
違
い
か
ら
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
そ
こ
か
ら
も
『
日
本
霊
異
記
』
と
『
冥
祥
記
』
の
世
界
の
近
似

性
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
『
冥
祥
記
』
の
石
長
和
と
程
道
慧
の
説
話
に
お
い
て
、

仏
弟
子
は
平
ら
な
道
を
進
み
、
そ
れ
以
外
の
亡
者
は
仏
弟
子
が
通
る

道
の
両
脇
に
あ
る
鋭
く
尖
っ
た
棘
刺
の
上
を
苦
労
し
て
歩
い
て
い
く

と
い
う
描
写
か
ら
、
仏
弟
子
で
あ
る
石
長
和
や
程
道
慧
が
善
と
し
て

真
ん
中
の
道
を
進
み
、
仏
弟
子
で
は
な
い
亡
者
達
が
悪
と
し
て
両
脇

の

道
を
進
ん
で
い
く
三
叉
の
構
造
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
の

三
叉
の
構
造

が
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
三
つ
の
藺
」
の
三
種
類
の
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道
の
描
写
に
お
い
て
、
広
く
平
ら
な
上
等
な
道
は
出
家
を
し
た
僧
が
、

草
が
少
し
生
え
て
い
る
中
等
な
道
は
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
在
家
者

が
、
藪
で
塞
が
っ
て
い
る
下
等
な
道
は
仏
教
を
信
仰
し
て
い
な
い
そ

の

他
の

者
が
進
ん

で
い
く
と
い
う
構
造
に
変
化
し
た
と
考
え
る
こ
と

が
で

き
る
だ
ろ
う
。
地
獄
に
赴
く
過
程
に
お
い
て
、
「
三
つ
の
衝
」

の

中
で
進
む
べ
き
道
が
下
巻
第
二
十
二
縁
と
第
二
十
三
縁
で
異
な
っ

て

い

る
の
は
、
仏
教
を
信
仰
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
救
い
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
変
化
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【注】（注
一
）

（注
二
）

（注
三
）

（注
四
）

諸
橋
轍
次

『大
漢
和
辞
典
』
縮
寓
版
巻
十
、
大
修
館
書
店
、

一
九
五
八
年
四
月
。

『日
本
霊
異
記
』
の
本
文
引
用
は
中
田
祝
夫
『
日
本
霊
異
記
』
（
新

編

日
本
古
典
文
学
全
集
1
0
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
九
月
）

に
拠
っ
た
。
な
お
、
傍
線
部
等
は
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
本
文
引
用
は
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・

西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
『
日
本
書
紀
①
』
（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
2
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
四
月
）

に
拠
っ
た
。

『万
葉
集
』
の
本
文
引
用
は
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野

治
之
『
萬
葉
集
③
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
8
、
小
学

（注
五
）

（注
六
）

（注
七
）

（注
八
）

（注
九
）

（注
十
）

館
、
一
九
九
五
年
十
二
月
）
及
び
、
小
島
憲
之
・
木
下
正

俊
・
東
野
治
之
『
萬
葉
集
④
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

9
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
八
月
）
に
拠
っ
た
。

松
浦
貞
俊
『
日
本
國
現
報
善
悪
霊
異
記
註
鐸
』
大
東
文
化

大
学
東
洋
研
究
所
叢
書
9
、
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
、

一
九
七
三
年
六
月
。

出
雲
路
修
『
日
本
霊
異
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
3
0
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
二
月
。

小
泉
道
『
日
本
霊
異
記
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
6
7
、
新
潮
社
、

一
九

八
四
年
十
二
月
。
な
お
、
中
田
氏
の
注
釈
書
は
（
注
二
）

『新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
』
よ
り
o

出
雲
路
修
「
『
よ
み
が
へ
り
』
考
ー
日
本
霊
異
記
説
話
の
世

界
ー
」
（
『
国
語
国
文
』
四
九
二
二
、
一
九
八
〇
u
r
十
1
1
月
o

の

ち
に
『
説
話
集
の
世
界
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）

所
収
。

『
冥

祥
記
』
の
本
文
の
引
用
は
鐸
道
世
『
法
苑
珠
林
校

注
』
（
中
國
佛
教
典
籍
選
刊
（
全
六
冊
）
、
中
華
書
局
出
版
、

二
〇

〇
三
年
十
二
月
）
に
拠
り
、
入
矢
義
高
編
訳
『
仏
教

文
学
集
』
（
中
国
古
典
文
学
大
系
6
0
、
平
凡
社
、
一
九
七
五

u
r
l
l
月
）
を
参
照
し
た
。
引
用
は
読
み
や
す
さ
に
配
慮
し

私

に
改
め
た
部
分
が
あ
る
。
な
お
、
傍
線
部
等
は
私
に
付

し
た
も
の
で
あ
る
。

（注
九
）
『
仏
教
文
学
集
』
に
同
じ
。
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【付
記
】

　
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
十
一
E
q
1
　
O
日
に
行
わ
れ
た
「
大
東
文
化

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
院
生
研
究
発
表
会
」
（
於

大
東
文
化
大
学
）
で
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
日
ご
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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