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『
日
本
霊
異
記
」
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
説
話
集
の
喰
矢
と
さ
れ
、

先
行
す
る
中
国
の
仏
教
説
話
集
や
日
本
の
後
世
の
説
話
集
と
の
間
の
書
承

関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
「
霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
な

同
時
代
言
説
と
の
関
係
性
の
な
か
に
息
づ
い
て
い
た
の
か
は
、
ま
だ
よ
く

見
え
て
い
な
い
。
同
時
代
言
説
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
「
仏
教
説
話
集
」

と
は
別
の
、
な
ん
ら
か
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
『
霊
異
記
」
を
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
『
霊
異
記
』
は
、
各
説
話
の
冒
頭
で
年
月
日
を
明
記
し
、
時
代

し
か
し
、
今
日
で
も
文
字
に
よ
ら
な
い
で
こ
と
ば
の
わ
ざ
を
生
み
出
す

社
会
が
世
界
各
地
に
存
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て

き
た
。
我
々
は
そ
の
わ
ざ
の
仕
組
み
や
生
態
を
こ
う
し
た
社
会
か
ら
学

び
、
日
本
古
代
の
文
字
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
ば
の
わ
ざ
の
世
界
に

お
い
て
共
通
す
る
点
を
求
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
こ
の
分
野
の
研
究
を
切
り

開
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
際
、
声
の
世
界
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
文
字
に
よ
っ

て
読
み
、
単
に
そ
れ
を
利
用
す
る
と
い
、
フ
の
で
な
く
、
自
ら
も
大
海
に
漕

ぎ
出
し
て
声
々
を
聞
き
、
そ
の
生
態
を
よ
く
観
察
し
て
生
成
・
流
動
の
法

則
を
求
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
、
フ
し
た
分
野
の
研
究
者
た

ち
と
の
共
同
研
究
と
い
う
方
法
も
あ
ろ
う
。
声
の
世
界
は
複
雑
に
し
て
深

い
。
そ
の
研
究
成
果
を
読
む
だ
け
で
は
、
そ
の
生
態
に
届
か
な
い
こ
と
が

仏
教
説
話
研
究
か
ら
の
跳
躍
Ｉ
『
日
本
霊
異
記
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
品

一一一

泰

子

夕々い・こ
の
大
海
に
舟
を
出
そ
う
と
す
る
場
合
に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
わ
ざ
あ
る
こ
と
ば
は
一
地
域
に
孤
立
し
て
存
す
る
の
で
な

く
、
多
く
は
他
地
域
か
ら
伝
播
し
て
き
た
も
の
だ
。
ま
た
、
こ
と
ば
の
わ

ざ
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ば
と
関
わ
っ
て
は
た
ら
く
の
で
あ
り
、
そ
う

し
た
生
態
を
こ
そ
よ
ぐ
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
歌
な
ら
歌
の
み
を
調
査
・
研
究
す
る
の
で
な
く
、
声
の
世
界
の
こ
と
ば

の
わ
ざ
全
体
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

古
代
の
豊
か
な
こ
と
ば
の
世
界
に
た
ど
り
着
く
た
め
、
困
難
で
迂
遠
な

道
で
は
あ
る
が
、
こ
ミ
フ
し
た
総
合
的
・
共
同
的
な
研
究
を
今
後
さ
ら
に
推

し
進
め
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
い
か
。

順
に
説
話
を
配
列
し
た
、
一
種
の
年
代
記
で
あ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る

と
、
津
田
博
幸
氏
「
歴
史
叙
述
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
-
『
日
本
書
紀
』
を

中
心
に
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
』
一
九
九
九
・
五
）
・
「
和
歌
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
-
「
日
本
書
紀
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
含
国
文
学
」
二
○
○
○
・
四
）
が

論
じ
る
歴
史
叙
述
の
問
題
と
も
重
な
る
。

津
田
氏
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
叙
述
の
問
題
と
し
て
、
聖
徳
太
子

の
段
階
で
知
の
境
位
が
上
が
り
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
で
は
、
未
来
を
読

み
解
く
知
の
綴
密
さ
や
回
路
の
多
さ
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。

- ６ ９ -



2001年の古代文学研究

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
小
特
集
・
古
代
文
学
研
究
の
現
状
と
展
望

こ
の
視
点
は
、
時
代
順
に
説
話
が
配
列
さ
れ
て
い
る
『
霊
異
記
』
に
お
い

て
も
有
効
で
あ
る
。
未
来
を
読
み
解
く
『
霊
異
記
』
の
知
の
境
位
は
、
上

巻
か
ら
中
巻
、
下
巻
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
因
果
か
ら
表
相
へ
と
進
展
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

津
田
氏
の
研
究
に
お
い
て
、
未
来
を
読
み
解
く
知
と
い
う
問
題
は
、
意

味
化
ゼ
ロ
の
地
平
を
抱
え
つ
つ
意
味
化
し
て
い
く
と
い
、
フ
言
語
哲
学
の
問

題
も
抱
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
和
歌
を
対
象
と
す
る
猪
股
と
き
わ
氏
の

最
近
の
研
究
（
「
歌
の
王
と
風
流
の
宮
Ｉ
万
葉
の
表
現
空
間
ｌ
』
Ⅲ
歌
と

い
、
フ
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
第
一
章
～
第
四
章
森
話
社
、
二
○
○
○
・
一

○
）
と
も
シ
ン
ク
ロ
す
る
。

猪
股
氏
は
、
『
万
葉
集
」
巻
十
六
や
大
伴
家
持
歌
や
『
歌
経
標
式
」
な

ど
に
見
ら
れ
る
和
歌
の
言
語
観
を
、
「
和
歌
曼
茶
羅
」
・
「
言
語
フ
ィ
ー
ル

ド
」
と
呼
ぶ
。
和
歌
の
定
型
の
中
で
、
和
語
や
漢
語
や
仏
教
語
な
ど
、
異

な
る
出
自
を
も
つ
言
葉
ど
う
し
が
並
ぶ
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
と
の
出

自
か
ら
離
れ
た
新
種
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
場
が

九
十
年
代
の
古
代
文
学
の
研
究
シ
ー
ン
に
登
場
し
た
「
現
場
論
」
な
る

も
の
が
、
古
代
文
学
会
の
、
そ
れ
も
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
と
い
う
き
わ
め
て
限

定
さ
れ
た
場
所
が
発
信
源
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。
ま
し
て

や
、
そ
の
研
究
史
的
意
義
な
ど
は
、
い
ま
だ
未
知
数
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
現
場
論
」
は
、
現
在
進
行
形
の
、
一
つ
の
プ
ロ

２
０
０
１
年
の
古
代
文
学
研
究

「
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
」
で
あ
り
、
変
化
し
て
い
く
と
き
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の

論
理
を
「
曼
茶
羅
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
、
フ
し
た
八
～
九
世
紀
に
見
ら
れ
る
言
葉
へ
の
知
に
注
目
す
る
こ
と

は
、
こ
れ
か
ら
の
「
霊
異
記
」
研
究
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
例
え

ば
、
『
霊
異
記
』
の
各
説
話
の
末
尾
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
仏

典
や
外
典
の
文
句
が
引
用
さ
れ
、
説
話
が
そ
の
引
用
さ
れ
た
書
物
の
例
証

話
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
「
言
語
フ
ィ
ー
ル
ド
」

の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
教
説
話
集
た
ろ
う
と
し

て
説
話
を
書
き
、
並
べ
る
こ
と
は
、
言
葉
を
介
し
て
縁
起
や
因
果
に
巻
き

込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
曼
茶
羅
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ

ー
の
論
理
の
場
が
、
『
霊
異
記
』
の
な
か
に
も
、
和
歌
世
界
と
は
ま
た
違

っ
た
貌
の
も
と
に
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
『
日
本
霊
異
記
」
を
史
書
や
後
期
万
葉
・
歌
論
な
ど
同
時
代
の

言
説
と
の
関
わ
り
か
ら
見
る
こ
と
で
、
仏
教
説
話
研
究
の
枠
を
広
げ
て
み

る
と
い
、
フ
方
向
性
を
提
起
し
て
み
た
。

セ
ス
を
、
今
も
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
過
程
に
お
け
る
一
つ
の
成
果
、
論
文
集
『
祭
儀
と
言
説
」
（
森
話

社
刊
）
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
津
田
博
幸
の
熱
く
語
る
言
葉
を
聞
こ
う
。

一
九
九
○
年
代
の
始
め
、
「
表
現
論
」
と
し
て
の
「
発
生
論
」
「
様

斎
藤
英
喜
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