
道賢冥途記を読む

道
賢
冥
途
記
は
、
そ
の
略
本
が
扶
桑
略
記
の
天
慶
四
年
（
九
四
二
の

条
に
掲
載
さ
れ
た
の
を
初
出
と
す
る
が
、
道
賢
の
別
名
日
蔵
の
夢
想
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
蔵
夢
想
記
と
も
称
さ
れ
、
そ
の
後
も
様
々
に
書
き
継

が
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
書
（
以
下
、
冥
途
記
と
す
る
）
の
内
容
を
簡
略
に

ま
と
め
れ
ば
、
道
賢
が
修
行
中
に
死
ん
で
冥
界
に
赴
き
、
大
政
威
徳
天

（
道
真
の
霊
）
の
お
告
げ
や
延
喜
帝
（
醍
醐
天
皇
）
の
地
獄
で
の
様
を
見

聞
し
た
後
、
蘇
生
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、

（１）

冥
界
遍
歴
證
、
蘇
生
證
と
要
約
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
他
の
霊
異
記
や

今
昔
物
語
な
ど
の
冥
界
證
、
蘇
生
證
と
比
較
す
る
と
、
他
に
は
な
い
別
の

要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
単
純
に
冥
界
誼
と
し
て
だ
け
で
は
括
れ
な
い
。

本
稿
は
冥
途
記
の
表
現
に
即
し
て
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
道
賢
の
人
物
像

を
浮
き
彫
り
に
し
、
冥
途
記
が
何
故
様
々
な
諸
本
を
生
成
さ
せ
な
が
ら
記

述
さ
れ
続
け
て
い
っ
た
か
な
ど
を
考
え
て
い
き
た
い
。

道
賢
冥
途
記
を
読
む

序 ｌ
唱
導
・
託
宣
・
記
述
Ｉ

冥
途
記
は
略
本
と
言
え
ど
も
、
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
の
で
、
と
り
あ

え
ず
主
に
扶
桑
略
記
を
基
に
要
約
し
、
そ
の
後
に
諸
本
を
比
較
検
討
し
て

いく。道
賢
は
京
都
の
人
で
、
度
々
吉
野
山
に
篭
も
り
、
山
中
修
行
す
る
僧
で

あ
っ
た
が
、
あ
る
時
、
物
の
怪
や
夢
想
に
悩
ま
さ
れ
、
山
中
で
無
言
断
食

修
行
中
に
頓
滅
し
て
冥
途
へ
行
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
執
金
剛
神
と
い
う
仏

教
の
護
法
神
に
会
い
、
そ
の
紹
介
で
蔵
王
権
現
を
知
り
、
案
内
さ
れ
て
光

り
か
が
や
く
金
峰
山
浄
土
へ
行
っ
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
太
政
威
徳
天
な

る
も
の
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
居
所
で
あ
る
太
政
威
徳
城
へ
赴
き
、
こ
こ
で

多
く
の
一
族
に
囲
ま
れ
た
威
徳
天
か
ら
次
の
よ
う
な
お
告
げ
が
あ
る
。

「
わ
れ
は
過
去
に
道
真
で
あ
り
、
以
前
は
自
分
も
恨
み
を
抱
い
て
崇
り
を

な
し
た
が
、
今
や
威
徳
天
と
な
り
、
十
六
万
八
千
の
悪
魔
的
な
巻
族
が
で

き
て
か
ら
は
、
崇
り
は
春
族
の
し
わ
ざ
で
、
こ
と
に
落
雷
は
第
三
の
春
族

で
あ
る
火
雷
天
神
の
所
行
で
あ
る
」
と
。
ま
た
威
徳
天
は
「
今
後
日
本
の

人
々
が
道
賢
の
こ
と
ば
を
信
じ
、
菅
公
の
像
を
作
っ
て
祀
り
、
丁
寧
に
祈

｜
冥
途
記
と
金
峰
山
修
験

吉
田
修
作
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る
者
が
あ
れ
ば
利
益
を
与
え
よ
う
」
と
も
告
げ
た
。
つ
い
で
道
賢
は
蔵
王

菩
薩
に
地
獄
へ
案
内
さ
れ
、
菅
公
を
左
遷
し
た
醍
醐
天
皇
・
藤
原
時
平
ら

四
人
が
責
め
苛
ま
れ
て
い
る
の
を
見
た
上
、
菩
薩
よ
り
延
命
の
護
符
を
受

け
、
日
蔵
と
改
名
す
れ
ば
、
余
命
を
延
ば
す
こ
と
が
出
来
る
と
教
え
ら

れ
、
や
が
て
蘇
生
し
た
。

右
の
話
の
初
め
で
ま
ず
留
意
さ
れ
る
の
は
、
舞
台
が
吉
野
山
の
金
峰
山

と
い
、
フ
修
験
の
道
場
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
関
わ
り
な
が
ら
冥
界
へ
の

案
内
役
が
護
法
神
と
い
う
点
で
あ
る
。
奈
良
時
代
か
ら
吉
野
山
の
金
峰
山

が
修
験
の
道
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
霊
異
記
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
中

巻
二
十
六
縁
に
は
、
聖
武
天
皇
の
代
に
、
禅
師
広
達
が
「
金
の
峯
」
に
入

り
仏
道
を
求
め
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
広
達
は
実
在
の
僧

で
、
続
日
本
紀
宝
亀
三
年
三
月
六
日
の
記
事
に
お
い
て
、
持
戒
、
看
病
、

供
養
に
お
い
て
勝
れ
て
い
る
の
で
、
十
禅
師
の
一
人
に
数
え
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
又
、
下
巻
一
縁
で
は
、
金
峯
山
の
禅
師
が
修
行
中
に
法
華
経
、
金

剛
般
若
経
を
読
ん
で
い
る
悶
溌
に
遭
遇
し
、
そ
の
後
そ
の
悶
溌
と
と
も
に

読
経
を
行
っ
た
と
い
う
怪
奇
證
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
上
巻
三

十
一
縁
で
は
聖
武
天
皇
の
代
に
、
御
手
代
東
人
が
吉
野
山
で
仏
道
修
行
し

て
観
音
を
祈
り
幸
運
を
得
た
話
、
下
巻
六
縁
で
、
称
徳
天
皇
の
代
に
、
吉

野
山
の
海
部
峯
で
修
行
し
て
い
た
僧
が
求
め
た
魚
が
法
華
経
と
な
っ
た
話

な
ど
が
あ
る
。
一
方
、
金
峯
山
雑
記
な
ど
に
よ
れ
ば
、
金
峰
山
の
開
祖
は

役
小
角
と
伝
え
る
。
役
小
角
は
、
周
知
の
如
く
、
霊
異
記
上
巻
二
十
八
縁

「
孔
雀
王
の
兒
法
を
修
持
し
て
異
し
き
験
力
を
得
て
、
以
て
現
に
仙
と
な

り
て
天
を
飛
び
し
縁
」
の
中
で
神
秘
的
に
語
ら
れ
る
が
、
金
峰
山
と
の
関

わ
り
は
間
接
的
で
、
舞
台
は
は
葛
木
が
主
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
今

昔
物
語
巻
十
一
の
三
話
で
は
霊
異
記
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
役
小
角
の
事
跡
が

冥
途
記
の
諸
本
は
様
々
存
し
、
そ
の
系
統
に
つ
い
て
の
諸
説
を
紹
介
し

比
較
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
冥
途
記
の
記
述
に
お
け
る
主

だ
っ
た
諸
本
の
異
同
に
焦
点
を
据
え
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。
冥
途
記
の

扶
桑
略
記
本
（
以
下
、
略
記
本
と
す
る
）
に
関
し
て
は
、
原
本
の
抄
出
本

と
す
る
説
と
、
日
蔵
夢
想
記
と
題
さ
れ
た
本
（
以
下
、
夢
想
記
本
と
す

る
。
神
道
大
系
の
解
題
な
ど
に
よ
れ
ば
、
北
野
文
叢
所
収
の
内
山
永
久
寺

（２）

本
と
同
一
本
と
さ
れ
る
）
の
抄
出
し
た
も
の
と
い
う
説
が
あ
り
、
い
ず
れ

と
も
与
し
難
い
が
、
前
者
説
が
有
効
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
追
々
述
べ
て
い

く

○そ
の
夢
想
記
本
で
は
、
冥
途
記
の
舞
台
と
な
っ
た
吉
野
の
金
峰
山
は
、

今
少
し
限
定
さ
れ
て
「
笙
の
巖
」
と
記
述
さ
れ
る
。
冥
途
記
の
諸
本
の
中

で
は
こ
の
「
笙
の
巖
」
と
表
記
さ
れ
る
の
が
多
い
が
、
笙
の
巖
は
金
峰
山

の
中
の
代
表
的
な
修
行
場
で
、
本
朝
法
華
験
記
の
中
巻
「
叡
山
西
塔
宝
瞳

院
陽
勝
仙
人
伝
」
に
、
延
喜
年
中
に
笙
の
巌
に
篭
も
っ
て
修
行
す
る
僧
が

描
か
れ
て
お
り
、
五
来
重
は
、
冥
途
記
が
唱
導
的
要
素
の
多
い
書
で
、
西

の
巖
を
筆
じ
登
っ
て
蔵
王
権
現
の
浄
土
に
行
く
の
は
、
笙
の
巖
か
ら
山
上

語
ら
れ
る
が
、
霊
異
記
に
比
べ
て
金
峰
山
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
金
峯
山
寺
で
は
本
堂
の
本
尊
金
剛
蔵
王
大
権
現
を
役
小
角
の
作
と
伝

え
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
的
に
ど
う
で
あ
れ
、
平
安
朝
以
降
の
金
峰

山
修
験
を
考
え
る
際
に
は
、
役
小
角
伝
承
を
念
頭
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

冥
途
記
で
特
に
執
金
剛
神
や
蔵
王
菩
薩
が
道
賢
の
案
内
役
と
な
る
の
は
、

役
小
角
の
鬼
神
使
役
な
ど
金
峰
山
修
験
と
の
関
わ
り
が
考
慮
さ
れ
る
。

二
唱
導
と
表
現
者
・
道
賢
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（３）

ヶ
嶽
に
至
る
地
理
感
が
反
映
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
竹
居
明
男
は
五
来

重
の
考
察
を
基
に
、
冥
途
記
が
本
来
金
峰
山
信
仰
普
及
の
た
め
の
唱
導
の

書
で
あ
っ
た
と
論
を
展
開
す
る
。
道
賢
と
金
峰
山
の
笙
の
巖
と
の
つ
な
が

り
は
、
別
に
、
新
古
今
集
巻
二
十
、
一
九
二
四
の
釈
教
歌
に

御
嶽
の
笙
の
岩
屋
に
こ
も
り
ゐ
て
よ
め
る
日
蔵
上
人

寂
莫
の
苔
の
岩
戸
の
し
づ
け
き
に
涙
の
雨
の
降
ら
ぬ
日
ぞ
な
き

と
見
え
、
日
蔵
（
道
賢
）
が
冥
途
記
に
描
か
れ
た
修
行
中
の
感
慨
を
詠
じ

た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
右
の
歌
は
、
法
華
経
巻
第
四
、
法
師
品
第
十

の
若
説
法
之
人
、
独
在
空
閑
処
寂
莫
無
人
声
読
調
此
経
典
我
爾

時
為
現
清
浄
光
明
身

を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
「
涙
の
雨
」
は
法
悦
の
余
り
の
感
涙
と
解
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
右
の
日
蔵
（
道
賢
）
の
歌
も
金
峰
山
信
仰
の
唱
導
と
捉
え
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
が
歌
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
か

ら
は
道
賢
の
歌
い
手
と
し
て
の
像
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

一
方
、
本
朝
神
仙
伝
に
よ
る
と
、
日
蔵
（
道
賢
）
は
、
最
初
に
東
寺
に

住
し
て
真
言
を
究
め
、
密
教
法
具
の
鈴
杵
を
得
て
、
声
名
、
管
絃
に
長
じ

て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
は
、
道
賢
が
真
言
密
教
や
そ
れ
に
に
関
わ
る

音
曲
に
長
け
て
い
た
こ
と
が
浮
上
し
て
来
る
。
尚
、
本
朝
神
仙
伝
で
は
、

道
賢
が
金
峰
山
で
修
行
中
に
、
金
剛
蔵
王
や
菅
相
の
霊
に
会
っ
た
こ
と
は

別
記
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
別
記
が
冥
途
記
で
あ
る
か
否
か
は
確
認
し
難

い
が
そ
の
可
能
性
は
高
い
。
或
い
は
、
教
訓
抄
巻
二
に
は

万
秋
楽
…
此
ノ
曲
ハ
仏
世
界
曲
也
。
序
破
各
別
ノ
曲
二
侍
ト
カ
ヤ
。

…
破
ハ
日
蔵
上
人
渡
唐
ノ
時
、
唱
歌
ニ
テ
ワ
タ
シ
給
ヘ
リ
ト
申
処

二
、
実
忠
和
尚
、
都
率
ノ
内
院
へ
参
詣
之
時
、
菩
薩
聖
衆
ノ
曲
ヲ
聞

給
テ
、
ウ
ッ
シ
給
ヘ
リ
ト
申
伝
タ
リ
。
…
一
説
、
…
声
歌
万
秋
楽
、

日蔵伝。

と
、
日
蔵
（
道
賢
）
が
仏
教
音
楽
の
万
秋
楽
の
起
源
に
関
わ
り
を
持
つ
人

物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
唱
歌
は
、
旋
律
暗
記
用
の
歌
い

方
で
、
雅
楽
の
管
楽
器
を
習
う
際
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更

に
、
源
平
盛
衰
記
巻
十
五
、
万
秋
楽
曲
事
に
は
、
冥
途
記
を
踏
ま
え
つ

つ
、
次
の
よ
這
う
に
、
記
述
さ
れ
て
い
る
。

昔
朱
雀
院
御
子
に
日
蔵
上
人
と
て
貴
人
に
て
、
金
峰
山
に
行
澄
し
て

御
座
け
る
を
、
蔵
王
権
現
の
御
方
便
に
て
、
秘
密
琉
伽
の
独
古
を
把

て
六
道
を
見
廻
給
け
る
に
、
都
率
の
内
院
に
参
給
へ
り
。
折
節
弥
勒

慈
尊
は
、
大
廩
高
堂
に
黙
然
と
し
て
座
し
給
た
り
け
る
に
、
菩
薩
聖

衆
秘
密
陀
羅
尼
を
妓
楽
に
移
し
、
此
曲
を
奏
し
て
慈
尊
を
奉
供
養
。

日
蔵
上
人
絃
の
道
に
長
じ
給
た
り
け
れ
ば
、
唱
歌
を
以
て
伝
へ

つ
ゞ
、
我
朝
の
管
絃
に
被
移
た
り
。

右
の
記
述
に
お
い
て
、
日
蔵
が
六
道
を
廻
っ
た
と
い
う
の
は
、
略
記
本

な
ど
に
は
な
く
、
後
の
北
野
天
神
縁
起
建
久
本
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
そ

れ
に
先
の
本
朝
神
仙
伝
や
教
訓
抄
を
併
せ
た
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。
要
す

る
に
こ
れ
ら
か
ら
は
、
道
賢
が
真
言
密
教
に
関
わ
り
つ
つ
、
唱
歌
、
管
絃

に
秀
で
て
た
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

道
賢
に
関
し
て
は
、
他
に
、
宇
治
拾
遺
物
語
巻
十
一
第
十
話
の
「
日
蔵

上
人
、
吉
野
山
に
て
鬼
に
あ
ふ
事
」
で
は
、
吉
野
山
中
で
鬼
に
遭
遇
し
た

様
子
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
鬼
が
泣
い
て
い
る
の
で
、
日
蔵

が
そ
の
訳
を
問
い
た
だ
す
と
、
鬼
が
言
う
に
は
、
自
分
は
四
五
百
年
前
の

人
間
で
、
他
人
に
恨
み
を
残
し
た
た
め
に
鬼
の
身
と
成
り
果
て
た
、
恨
む

相
手
や
そ
の
子
孫
も
と
り
殺
し
た
が
、
自
分
一
人
怒
り
の
炎
に
苛
ま
れ
て
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こ
れ
ら
に
対
し
て
、
鬼
神
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
ず
に
、
恐
ろ
し

い
目
に
逢
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
今
昔
物
語
巻
十
四
第
四
十
三
話
に
次

の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
蔵
の
師
で
あ
っ
た
行
者
が
吉
野
山
の

奥
で
千
手
陀
羅
尼
を
詞
し
て
修
行
し
て
い
る
と
、
谷
か
ら
多
く
の
大
蛇
が

出
現
し
、
呑
ま
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
の
時
、
山
の
上
か
ら
大
き
な
者
が
や

っ
て
来
る
気
配
が
し
、
そ
の
聖
人
は
そ
れ
を
鬼
か
と
思
っ
た
が
、
や
が

て
、
そ
の
鬼
と
思
わ
れ
た
者
が
飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
て
聖
人
を
救
出
し
た
。

聖
人
が
鬼
な
る
者
の
素
性
を
問
う
と
、
鬼
は
「
鳩
藥
茶
鬼
也
」
と
名
乗

る
。
聖
人
が
目
を
開
け
る
と
、
背
丈
一
丈
も
あ
る
鬼
が
後
ろ
を
向
き
、
か

き
消
す
よ
う
に
去
っ
て
行
っ
た
。
聖
人
は
更
に
真
言
を
調
し
な
が
ら
い
く

と
、
滝
の
中
で
毒
い
て
い
る
多
く
の
大
蛇
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
は
ど
ん
な

苦
し
み
を
受
け
て
い
る
も
の
か
哀
れ
に
思
わ
れ
、
蛇
の
た
め
に
千
手
陀
羅

尼
な
ど
多
く
の
経
を
読
調
し
て
立
ち
去
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
弟
子
の

日
蔵
が
語
っ
た
の
を
語
り
継
い
で
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

右
の
話
で
注
目
さ
れ
る
一
つ
は
、
千
手
陀
羅
尼
と
い
う
真
言
の
力
が
聖

人
を
救
出
し
、
恐
ろ
し
い
大
蛇
を
鎮
め
た
点
で
、
真
言
密
教
の
唱
導
の
要

素
が
あ
る
。
今
一
つ
は
、
こ
の
話
を
弟
子
の
日
蔵
が
語
り
伝
え
た
点
で
あ

ど
、
フ
し
よ
、
フ
も
な
い
と
、
涙
な
が
ら
に
言
い
続
け
て
、
去
っ
て
行
っ
た
の

で
、
日
蔵
は
様
々
の
罪
滅
ぼ
し
の
技
を
行
っ
た
と
い
う
。

右
の
話
で
は
鬼
が
主
体
の
よ
、
フ
だ
が
、
日
蔵
は
問
い
か
け
て
鬼
の
語
り

を
誘
導
す
る
、
能
の
シ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
、
或
い
は
、
古
代
に
測
れ
ば
、

神
葱
り
に
対
す
る
サ
ニ
ハ
役
に
相
当
す
る
。
従
っ
て
、
サ
ー
ヌ
か
ら
考
え

れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
対
象
で
あ
る
霊
や
鬼
神
を
如
何
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
こ
と
ば
を
語
ら
せ
得
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
右
は
そ
れ
が
な
さ
れ
た
結

果
と
言
え
る
。

こ
こ
で
再
び
冥
途
記
に
戻
り
、
他
の
冥
界
遍
歴
讃
、
或
い
は
蘇
生
讃
と

比
較
し
て
み
る
と
ど
う
か
。
霊
異
記
や
今
昔
物
語
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る

冥
界
遍
歴
證
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
病
気
な
ど
に
よ
る
死
後
に
冥
界
遍
歴

し
て
蘇
生
し
た
と
語
ら
れ
る
が
、
冥
途
記
の
場
合
は
修
行
中
の
頓
死
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
、
今
昔
物
語
巻
十
五
第
十
九
が
挙
げ

られる。
陸
奥
国
新
田
郡
の
小
松
寺
の
住
職
玄
海
は
、
仏
道
修
行
に
精
進
し
て
い

た
が
、
あ
る
日
次
の
よ
う
な
夢
を
見
た
。
体
の
両
脇
に
羽
が
生
え
て
、
西

に
向
か
っ
て
飛
ん
で
行
き
、
大
変
美
し
い
世
界
に
至
っ
た
。
出
て
来
た
仙

人
に
よ
り
、
そ
こ
が
極
楽
世
界
で
、
今
は
元
の
国
へ
帰
り
、
や
が
て
後
に

迎
え
入
れ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
玄
海
は
前
の
よ
う
に
空
を
飛
ん
で
帰

っ
て
来
た
と
思
う
と
目
覚
め
た
。
玄
海
が
夢
を
見
て
い
る
間
、
弟
子
達
は

玄
海
が
死
ん
だ
も
の
と
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
が
、
覚
醒
し
た
玄
海
か
ら
夢

の
話
を
聞
き
感
激
し
た
と
い
う
。

右
の
話
の
祖
型
は
中
国
の
三
宝
感
応
要
略
巻
中
の
比
丘
僧
感
の
話
と
さ

る
。
弟
子
や
従
者
が
師
匠
や
主
人
公
の
事
跡
の
語
り
手
と
な
る
こ
と
は
、

金
峯
山
寺
の
中
興
の
祖
の
聖
宝
を
祖
述
し
た
貞
崇
な
ど
、
他
に
も
類
例
を

見
る
が
、
こ
こ
で
日
蔵
（
道
賢
）
が
説
話
の
語
り
手
の
役
割
を
担
っ
て
い

た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

要
す
る
に
、
道
賢
に
関
し
て
は
、
和
歌
、
声
名
、
音
曲
を
良
く
し
、
真

言
密
教
の
唱
導
の
語
り
手
で
も
あ
っ
た
と
い
う
表
現
者
の
像
が
浮
き
彫
り

にされた。
三
冥
界
遍
歴
と
託
宣

-７６-
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れ
、
今
昔
物
語
巻
六
第
四
十
四
話
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。

震
旦
の
僧
感
と
い
う
僧
が
二
つ
の
経
を
持
っ
て
長
年
修
行
し
て
い
た

所
、
体
の
左
右
に
二
つ
の
経
文
の
翼
を
得
た
が
、
体
が
重
い
た
め
に
飛
べ

な
い
と
い
》
フ
夢
を
見
た
。
更
に
精
進
し
、
三
回
目
の
夢
に
お
い
て
、
翼
で

自
由
に
飛
び
、
極
楽
世
界
に
至
り
着
い
た
と
い
、
フ
。

こ
の
話
の
最
初
の
夢
の
描
写
は

夢
に
僧
感
が
「
自
ら
の
身
に
翼
生
た
り
。
希
有
也
」
と
思
ひ
見
れ
ば

と
あ
り
、
夢
を
回
想
す
る
主
体
の
一
人
称
と
、
夢
を
解
説
す
る
三
人
称
と

が
混
交
す
る
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
夢
と
現
実
が
交

差
す
る
表
現
や
異
界
に
飛
翔
し
て
い
く
話
は
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
型
シ
ャ
ー

マ
ン
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
佐
々
木
宏
幹
は
エ
ス

キ
モ
ー
の
「
飛
翔
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
」
の
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説

する。
い
く
つ
も
の
世
界
を
自
由
自
在
に
飛
翔
で
き
る
こ
と
は
、
脱
魂
型
シ

ャ
ー
マ
ン
の
特
権
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、
そ
う
し
た
特
殊
能
力

を
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
に
獲
得
す
る
。
シ
ャ
ー
マ
ン
は
烏
や
動

物
の
精
霊
を
守
護
霊
ま
た
は
補
助
霊
と
し
て
駆
使
す
る
。
こ
の
図
は

エ
ス
キ
モ
ー
・
シ
ャ
ー
マ
ン
が
鳥
獣
の
精
霊
の
力
を
借
り
て
（
自
ら

に
懇
依
さ
せ
て
）
、
他
界
に
飛
翔
す
る
様
を
示
し
て
い
る
。
精
霊
は

（５）

エ
ン
ジ
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

右
の
説
明
は
、
そ
の
ま
ま
僧
感
や
道
賢
が
修
行
の
果
て
に
飛
翔
し
て
異

界
に
赴
い
た
こ
と
に
該
当
す
る
．
僧
感
に
お
い
て
は
経
文
、
道
賢
で
は
執

金
剛
神
、
蔵
王
権
現
が
守
護
霊
や
補
助
霊
に
相
当
す
る
。
冥
途
記
は
、
中

世
の
天
神
縁
起
建
久
本
な
ど
に
お
い
て
絵
巻
物
化
さ
れ
、
そ
の
中
で
道
賢

が
洞
窟
か
ら
飛
翔
し
た
図
が
描
写
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
エ
ス
キ
モ
ー
・
シ

ヤ
ー
マ
ン
の
画
像
と
見
合
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
僧
感
、
道
賢
と
も

に
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
、
シ
ャ
ー
マ
ン
と
化
し
て
い
く
過
程
が

描
か
れ
て
い
る
。
堀
一
郎
も
道
賢
や
冥
途
記
を
シ
ャ
ー
マ
ン
の
イ
ニ
シ
エ

（６）

Ｉ
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
異
界
に
赴
い
た
シ

ャ
ー
マ
ン
は
神
霊
の
こ
と
ば
を
受
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
の
極
楽

に
赴
い
た
僧
感
の
場
合
は
、
菩
薩
が
現
れ
て
こ
と
ば
を
告
げ
ら
れ
、
そ
の

最
後
に汝

ぢ
、
速
に
娑
婆
に
還
り
て
、
毎
日
に
四
十
八
巻
を
詞
せ
よ
．
然
ら

ば
、
一
千
日
の
後
に
、
当
に
上
品
の
地
に
生
ま
る
べ
し
と
教
へ
給

ふ。

と
あ
っ
て
覚
醒
し
た
と
い
う
。
右
の
四
十
八
巻
に
つ
い
て
、
古
典
大
系
の

頭
注
で
は
、
阿
弥
陀
経
は
一
巻
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
に
準

え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
説
く
。
文
脈
と
し
て
は
、
菩
薩
の
命
に
従
え
ば
、

以
下
の
よ
う
に
な
る
と
い
、
フ
も
の
で
、
神
仏
の
命
に
従
う
な
ら
ば
、
報
復

を
な
す
と
の
表
現
は
冥
途
記
に
も
見
ら
れ
る
。

ヲ

若
有
レ
人
信
二
上
人
伝
二
我
言
一
作
二
我
形
像
→
称
二
我
名
号
一
有
ニ

ハ

態
惣
祈
請
者
一
我
必
相
．
応
舩
上
人
祈
一
耳

こ
こ
で
は
、
太
政
威
徳
天
（
道
真
の
霊
）
が
上
人
（
道
賢
）
に
対
し

て
、
自
分
の
こ
と
ば
を
伝
え
、
像
を
作
り
、
我
名
を
称
え
、
丁
重
に
祈
る

な
ら
ば
、
そ
れ
に
応
じ
る
と
告
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
仏
が
或
る
前
提
を

提
示
し
て
物
事
の
判
断
を
行
う
の
は
、
周
知
の
如
く
、
神
の
託
宣
の
表
現

様
式
と
し
て
、
古
代
の
文
献
に
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
崇
神
記
で
、
疫
病

流
行
に
愁
え
た
天
皇
が
神
床
に
い
ま
し
た
時
に
、
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
が
夢
に

顕れて、是
者
我
之
御
心
。
故
以
二
意
富
多
々
泥
古
一
而
令
レ
祭
二
我
前
一
者
、

- ７ ７ -
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前
掲
の
崇
神
記
で
神
の
託
宣
を
求
め
た
の
は
、
疫
病
流
行
と
い
う
時
代

状
況
が
あ
っ
た
が
、
冥
途
記
に
記
さ
れ
た
天
慶
四
年
（
九
四
二
の
前
後

は
如
何
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か
、
確
認
し
て
み
る
。

周
知
の
通
り
、
平
安
朝
前
期
は
道
真
を
含
む
御
霊
信
仰
の
台
頭
期
で
あ

っ
た
。
延
喜
二
年
（
九
○
二
）
の
道
真
没
後
、
延
喜
九
年
（
九
○
九
）
政

敵
藤
原
時
平
が
死
亡
し
、
そ
の
病
間
加
持
に
当
た
っ
た
浄
蔵
の
父
三
善
清

行
の
前
に
道
真
の
霊
が
現
れ
て
加
持
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
に
求
め
た
と
い

う
（
扶
桑
略
記
）
。
続
く
延
長
八
年
（
九
三
○
）
六
月
、
清
涼
殿
に
落
雷

し
て
四
人
の
死
者
を
出
し
、
そ
の
後
、
醍
醐
天
皇
崩
御
、
道
真
の
威
霊
へ

の
畏
怖
が
高
ま
っ
て
い
た
一
方
で
、
将
門
や
純
友
の
乱
の
勃
発
、
疾
病
飢

（７）

饅
な
ど
も
相
次
ぐ
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。

道
賢
が
そ
の
よ
う
な
政
情
不
安
の
時
代
状
況
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
は
な

神
気
不
し
起
、
国
二
亦
安
平
→

と
言
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
命
に
従
っ
た
と
い
う
。
要
す
る
に
、
流
行
病
は

オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
心
で
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
よ
っ
て
祀
れ
ば
、
国
が
平
安

に
な
る
と
い
う
、
神
の
託
宣
の
典
型
で
あ
る
。
僧
感
の
極
楽
に
お
け
る
菩

薩
の
教
え
、
冥
途
記
の
太
政
威
徳
天
か
ら
の
告
示
が
古
代
か
ら
の
託
宣
の

様
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
当
然
の
事
な
が

ら
、
古
代
の
託
宣
と
の
差
異
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
神
の
託

宣
が
国
家
や
共
同
体
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
右
の
特
に
僧

感
は
、
極
楽
浄
土
へ
赴
く
と
い
う
個
人
の
宗
教
体
験
に
根
差
し
て
い
る
。

で
は
冥
途
記
の
場
合
は
ど
う
か
。

四
道
賢
と
時
代
状
況

い
。
事
実
、
冥
途
記
の
中
で
道
賢
に
対
し
、
菩
薩
が
世
間
の
災
難
の
根
源

を
道
賢
に
知
ら
し
む
る
た
め
に
遣
わ
せ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
点

で
言
え
ば
、
道
賢
の
役
割
は
、
疾
病
の
原
因
を
神
の
崇
り
と
す
る
託
宣
を

受
感
し
た
崇
神
に
相
当
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
冥
途
記
は
隠
遁
し
た
僧

の
か
な
り
個
人
的
な
体
験
の
よ
う
に
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
現
実
的
に
は
、

時
代
状
況
を
鋭
敏
に
察
知
し
、
そ
う
い
う
情
報
を
体
内
に
取
り
込
ん
で
語

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
冥
途
記
に
次
の
よ
》
フ
な
記
述
が
あ
る
。

年
来
天
下
国
土
災
難
非
レ
ー
、
随
し
見
鯛
レ
聞
身
半
如
レ
死
、
加
以

為
二
私
物
値
夢
想
一
紛
転
不
し
体
、
天
文
陰
陽
頻
告
二
不
祥
一

右
は
略
記
本
か
ら
の
引
用
で
、
夢
想
記
本
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
み

ら
れ
る
が
、
建
久
本
な
ど
は
右
の
記
述
す
べ
て
を
欠
く
。
右
の
「
天
下
国

土
の
災
難
」
を
見
聞
し
、
死
ぬ
よ
う
な
思
い
に
な
っ
た
と
か
、
物
の
怪
や

夢
想
に
悩
ま
さ
れ
た
と
か
い
う
の
は
、
正
に
、
時
代
を
感
得
し
、
内
在
化

し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
冥
途
記
を
契
機
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
翌

年
に
京
都
北
野
の
ア
ヤ
コ
、
翌
々
年
に
近
江
比
良
社
の
神
主
の
子
へ
と
、

天
神
の
託
宣
が
続
出
す
る
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
冥
途
記
は

言
わ
ば
時
代
の
申
し
子
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
道
賢
（
日
蔵
）
の
側
か
ら

考えてみる。

道
賢
の
出
自
に
関
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
二
中
歴

巻
十
三
に
、
日
蔵
を
三
善
清
行
弟
と
す
る
が
、
時
代
が
下
る
の
で
疑
問
視

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
但
し
、
道
賢
が
三
善
氏
と
何
ら
か
の
形
で
繋

が
り
を
持
つ
と
の
見
方
も
あ
る
。

山
崎
裕
人
は
、
道
賢
と
三
善
清
行
の
子
の
浄
蔵
と
の
繋
が
り
を
指
摘

（８）
す
る
。
浄
蔵
は
、
扶
桑
略
記
、
拾
遺
往
生
伝
、
大
鏡
裏
書
で
、
南
院
親
王

（
是
忠
親
王
）
、
父
清
行
、
中
宮
安
子
を
蘇
生
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
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道賢冥途記を読む

る
。
又
、
母
の
夢
に
、
天
人
来
た
り
て
懐
に
入
り
身
ご
も
っ
た
子
と
い
う

異
常
出
生
に
始
ま
り
、
金
峰
山
で
修
行
し
て
術
を
得
、
最
終
的
に
は
次
の

よ、フであったとい』フ。

顕
蜜
・
悉
曇
・
管
絃
・
天
文
・
易
道
・
ト
笠
・
教
化
・
医
道
・
修

験
・
陀
羅
尼
・
音
曲
・
文
章
・
芸
能
、
悉
く
に
も
て
抜
華
た
り
。

こ
こ
に
は
確
か
に
、
浄
蔵
が
、
前
述
し
た
道
賢
の
才
に
匹
敵
、
或
い
は

そ
れ
以
上
の
呪
的
な
技
の
所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
浄
蔵
の
父
清
行
も
著
名
な
人
物
で
、
文
章
博
士
・
大
内
記
・
大
学
頭

な
ど
を
歴
任
し
、
天
文
、
ト
占
の
道
に
も
通
じ
て
い
た
と
い
う
。
清
行
、

浄
蔵
を
輩
出
し
た
三
善
家
は
呪
術
者
の
家
系
と
さ
れ
、
事
実
は
ど
う
で
あ

れ
、
道
賢
が
そ
う
い
う
三
善
家
の
家
系
に
連
な
る
者
と
伝
え
ら
れ
る
の
は

そ
の
呪
的
能
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
蘇
生
誼
と
言
っ
て
も
、
浄

蔵
の
場
合
は
他
者
の
蘇
生
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
賢
は
自
身
の
そ
れ
で

あ
る
点
に
お
い
て
一
線
を
画
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
道
賢
を
考
え
る
に
際

し
て
、
浄
蔵
の
伝
は
同
時
代
の
呪
術
者
の
あ
り
方
と
し
て
参
照
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
、
山
崎
裕
人
論
文

の
よ
う
に
、
蘇
生
讃
と
い
う
枠
組
み
の
み
で
両
者
を
安
易
に
同
一
視
す
る

の
は
跨
跨
さ
れ
る
。

（９）

別
に
、
竹
居
明
男
、
中
野
玄
三
は
道
賢
と
貞
崇
と
の
接
点
を
探
る
。
そ

の
貞
崇
と
は
、
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
に
没
し
た
真
言
僧
で
（
日
本
紀

略
）
、
や
は
り
俗
姓
三
善
氏
、
扶
桑
略
記
天
慶
六
年
条
に
所
収
の
自
身
の

上
表
文
に
よ
る
と
、
長
年
金
峰
山
に
篭
も
っ
て
修
行
し
た
と
い
う
。
或
い

は
、
醍
醐
根
本
僧
正
略
伝
に
は
、
金
峰
山
の
中
興
の
祖
、
聖
宝
の
祖
述
を

し
た
の
が
弟
子
の
貞
崇
だ
と
い
う
。
又
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
重
明
親
王
の

日
記
李
部
王
記
に
よ
れ
ば
、
醍
醐
天
皇
の
護
持
僧
を
務
め
た
と
あ
る
。
更

そ
こ
で
、
冥
途
記
が
如
何
な
る
視
点
か
ら
時
代
状
況
を
記
述
し
て
い
る

か
、
再
び
諸
本
の
異
同
を
見
て
み
る
。
略
記
本
で
は
、
後
半
部
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

に
、
古
今
著
聞
集
巻
一
の
三
「
貞
崇
法
師
勅
に
依
り
て
念
仏
の
時
稲
荷
託

宣
の
事
」
に
は
、
清
涼
殿
で
の
念
仏
に
よ
り
、
邪
気
を
調
伏
し
、
別
の
念

仏
も
唱
え
よ
と
の
稲
荷
神
の
託
宣
を
得
た
こ
と
、
同
巻
二
の
四
五
「
貞
崇

法
師
火
雷
天
神
と
問
答
の
事
」
で
は
、
東
寺
に
お
け
る
読
経
の
時
、
火
雷

神
が
現
れ
、
「
わ
れ
も
と
の
悪
心
に
よ
り
て
苦
を
う
ぐ
。
云
々
」
と
い
う

な
ど
、
神
と
問
答
を
交
わ
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
神
か
ら
の
託

宣
や
火
雷
天
神
と
の
問
答
、
特
に
右
の
「
悪
心
に
よ
り
て
云
々
」
の
こ
と

ば
は
、
冥
途
記
に
お
け
る
道
賢
と
太
政
威
得
天
と
の
や
り
取
り
を
想
起
さ

せ
る
。
但
し
、
冥
途
記
が
道
真
の
御
霊
信
仰
を
前
提
と
し
て
い
る
の
に
対

し
、
貞
崇
の
場
合
は
火
雷
神
一
般
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
、
フ
と
い
う
差
異
も

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
い
う
差
異
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
、
中
野
玄

三
の
よ
う
に
、
冥
途
記
が
貞
崇
の
事
跡
に
仮
託
し
て
作
ら
れ
た
と
か
、
竹

居
明
男
の
よ
う
に
、
冥
途
記
の
成
立
に
貞
崇
が
関
与
し
た
な
ど
と
安
易
に

想
定
す
る
こ
と
は
、
謹
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冥
途
記
の
周
辺
に
、
貞

崇
や
先
の
浄
蔵
な
ど
を
め
ぐ
る
言
説
が
存
在
し
た
こ
と
は
充
分
認
め
ら
れ

る
が
、
一
方
で
、
冥
途
記
は
そ
れ
ら
と
一
線
を
画
す
特
異
性
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
前
述
し
た
よ
、
フ
に
、
冥

途
記
は
同
時
代
の
他
の
言
説
に
比
べ
て
、
よ
り
鋭
敏
に
時
代
状
況
を
察
知

していた。
五
冥
途
記
の
記
述
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道賢冥途記を読む

一プ

ーア

ヲ

入
二
死
門
一
畢
、
已
経
二
十
三
ヶ
旦
僅
得
二
再
生
一
記
一
一
冥
途
事
一
而

已、
右
は
道
賢
が
冥
途
か
ら
帰
還
し
、
再
生
後
に
自
ら
記
述
し
た
と
あ
る
。

続いて、又
追
注
刊
記
入
二
死
門
一
間
夢
事
上

と
い
う
追
記
の
形
で
、
地
獄
巡
り
を
し
て
、
醍
醐
天
皇
が
刑
罰
を
受
け
て

い
る
場
面
の
見
聞
讃
が
記
さ
れ
て
終
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
夢
想
記
本

で
は
、
地
獄
に
お
け
る
醍
醐
天
皇
の
様
子
を
含
め
て
、
最
後
に

具
二
迎
来
僧
侶
五
箇
人
日
記
一
也

と
道
賢
が
関
わ
っ
た
か
否
か
不
明
の
日
記
に
あ
る
と
い
う
。
一
方
、
建
久

本
で
は
「
日
蔵
上
人
」
を
主
人
公
と
す
る
三
人
称
の
説
話
体
で
記
さ
れ
、

何
か
に
記
述
さ
れ
た
と
の
記
述
は
な
く
、
純
友
・
将
門
の
乱
、
源
平
の
争

い
、
地
震
・
火
事
・
洪
水
な
ど
の
災
難
も
天
神
の
使
者
の
な
せ
る
技
で
、

道
真
を
左
遷
に
追
い
や
っ
た
醍
醐
天
皇
は
相
応
の
刑
罰
を
受
け
る
べ
き
だ

と
し
て
、
地
獄
で
の
醍
醐
天
皇
の
様
を
描
く
な
ど
、
歴
史
を
傭
轍
的
に
叙

述
す
る
。
こ
の
冥
途
記
諸
本
の
異
同
か
ら
は
次
の
二
つ
の
問
題
が
提
起
さ

れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
冥
途
記
が
道
賢
自
身
の
著
述
に
な
る
も
の
か
否

か
、
今
一
つ
は
、
冥
途
記
に
お
け
る
道
真
と
醍
醐
天
皇
と
の
扱
い
方
の
差

異
で
、
略
記
本
で
は
道
真
が
主
で
醍
醐
天
皇
が
従
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

夢
想
記
本
、
建
久
本
で
は
両
者
を
ほ
ぼ
同
等
に
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
あ

つ（》Ｏ右
の
第
一
点
に
関
し
て
は
、
冥
界
遍
歴
し
て
見
聞
し
た
こ
と
を
帰
還
後

に
記
述
す
る
他
の
事
例
を
見
て
み
る
。
霊
異
記
上
巻
三
十
縁
で
は
、
豊
前

の
郡
の
少
領
、
膳
広
国
が
慶
雲
二
年
（
七
○
五
）
、
黄
泉
の
国
に
赴
き
、

妻
や
父
の
受
刑
の
様
を
見
聞
し
て
、
帰
還
後
に
記
述
し
た
こ
と
を
、

黄
泉
に
至
り
て
、
善
悪
の
顕
録
流
布
せ
り
。

と
記
し
、
そ
の
後
、

其
の
父
の
お
ほ
む
た
め
に
、
仏
を
造
り
、
経
を
写
し
、
三
宝
を
供
養

し
て
、
父
の
恩
に
報
い
ま
つ
り
、
受
く
る
所
の
罪
を
蹟
ひ
に
き
・

と
あ
る
。
要
す
る
に
、
冥
界
で
の
見
聞
録
は
、
鎮
ま
ら
な
い
死
霊
に
対
す

る
供
養
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
様
の
こ
と
は
他
の
例
に
も
見
ら
れ

る
。
同
じ
霊
異
記
下
巻
三
十
五
縁
で
は
、
肥
前
の
火
君
が
死
後
に
閻
魔
の

国
で
物
部
古
丸
の
地
獄
で
の
責
め
苦
を
目
撃
し
、

黄
泉
よ
り
甦
還
り
来
て
具
に
解
し
、
大
宰
府
に
送
る
。
府
、
解
の
状

を
得
て
、
転
し
て
朝
庭
に
解
す
。

と
い
う
。
し
か
し
、
朝
廷
で
は
そ
の
こ
と
を
信
用
せ
ず
に
二
十
年
も
の
間

放
置
し
て
い
た
が
、
桓
武
天
皇
の
知
る
所
と
な
り
、
延
暦
十
五
年
（
七
九

六
）
、
古
丸
の
た
め
に
写
経
や
読
経
を
行
い
、
そ
の
霊
を
供
養
し
た
と
い

う
。
更
に
、
下
巻
二
十
七
縁
で
は
、
佐
伯
伊
太
知
の
閻
魔
の
国
で
の
苦
し

みを
黄
泉
の
状
を
以
て
、
大
宰
府
に
解
す
。
府
、
其
の
事
を
信
な
り
と
せ

ず。
で
あ
っ
た
の
で
、
伊
太
知
の
妻
子
に
伝
え
て
供
養
を
施
し
た
と
い
う
。
右

の
二
つ
の
事
例
は
、
冥
界
で
の
見
聞
が
公
式
の
「
解
」
の
形
式
で
記
述
さ

れ
た
が
、
初
め
は
余
り
信
じ
ら
れ
ず
に
、
後
に
死
霊
が
供
養
さ
れ
た
と
い

う
点
で
通
じ
て
い
る
。
特
に
下
巻
二
十
五
縁
で
は
朝
廷
の
公
の
供
養
が
営

ま
れ
た
。
こ
の
話
が
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
桓
武

時
代
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
桓
武
朝
は
、
桓
武

弟
の
早
良
親
王
の
御
霊
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

古
丸
な
ど
と
い
う
下
級
官
人
ら
し
き
人
物
に
ま
で
公
の
供
養
が
催
さ
れ
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た。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
を
経
て
、
冥
途
記
の
記
述
が
可
能
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
冥
途
記
の
原
典
は
現
存
し
な
い
も
の
の
、
扶
桑
略
記
な
ど
の
記

述
か
ら
、
漢
文
体
の
「
解
」
と
し
て
奏
上
さ
れ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
充
分
想

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
右
の
霊
異
記
で
冥
界
遍
歴
し
た
者
が
そ
の
見
聞
證

を
証
人
と
し
て
記
述
す
る
と
い
う
事
例
か
ら
、
実
態
は
別
に
し
て
、
冥
途

記
が
冥
界
遍
歴
者
の
道
賢
の
記
述
と
見
倣
さ
れ
る
こ
と
も
充
分
に
あ
り
得

た
。
た
だ
、
冥
途
記
は
、
そ
の
記
述
が
道
賢
と
い
う
冥
界
遍
歴
者
を
超
え

て
、
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
お
い
て
特
異
性
を
有
す
る
。

そ
の
こ
と
が
先
の
第
二
点
の
道
真
と
醍
醐
天
皇
の
扱
い
方
に
関
わ
る
。

冥
途
記
は
、
本
来
的
に
は
、
略
記
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
か
と

言
え
ば
、
道
真
が
主
体
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら

ば
、
冥
途
記
の
所
期
の
目
的
が
世
の
中
の
災
厄
を
祓
う
た
め
に
、
そ
の
起

因
と
さ
れ
た
道
真
の
霊
を
鎮
め
る
こ
と
に
あ
り
、
醍
醐
天
皇
は
そ
の
道
真

の
崇
り
を
誘
発
す
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
神
信
仰
の
変
容
に

伴
い
、
冥
途
記
、
或
い
は
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
天
神
縁
起
の
記
述
に
も
変

化
が
生
じ
た
。
冥
途
記
の
醍
醐
天
皇
に
関
す
る
箇
所
の
一
部
を
、
略
記
本

と
天
神
縁
起
建
久
本
と
で
比
較
し
て
み
る
。

ヲ

ノ

彼
太
政
天
神
以
二
怨
心
一
焼
。
滅
佛
法
一
損
。
害
衆
生
一
其
所
レ
作
悪

一ア

ーー

ーー

ヲ

報
、
惣
來
二
我
所
一
我
為
二
其
怨
心
之
根
本
一
故
、
今
受
二
此
苦
一
也
、

（中略）受し苦無レ休、割副弼調胡、汝如二我誹、可レ奏二主上一

我
身
辛
苦
早
可
二
救
済
一

（略記本）

所
謂
太
政
威
得
天
、
怨
心
を
含
て
仏
法
を
焼
ほ
ろ
ぼ
し
、
衆
生
を
損

害
す
。
其
所
作
の
悪
報
す
べ
て
わ
が
所
に
来
る
な
り
。
わ
が
生
前
に

最
重
の
犯
罪
に
五
あ
り
。
（
中
略
）
此
生
前
の
五
罪
、
没
後
に
多
苦

の
報
を
え
た
る
也
・
（
建
久
本
）

右
の
引
用
箇
所
は
、
鉄
窟
地
獄
に
落
ち
た
延
喜
帝
（
醍
醐
天
皇
）
が
地

獄
を
訪
れ
た
道
賢
に
そ
の
苦
し
み
を
吐
露
し
た
場
面
で
、
夢
想
記
本
は
ほ

ぼ
略
記
本
と
同
じ
で
あ
る
。
右
の
二
つ
を
比
較
し
て
注
目
さ
れ
る
差
異

は
、
略
記
本
が
「
苦
哉
悲
哉
」
と
直
接
的
な
訴
え
を
記
す
の
に
対
し
て
、

建
久
本
で
は
生
前
の
罪
に
よ
り
没
後
に
多
苦
の
報
い
を
得
た
と
い
う
よ
う

に
、
や
や
内
容
を
和
ら
げ
た
表
現
を
取
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
道
真
や
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
思
い
が
時
代
に
よ
り
変
容
し
て
い
っ
た

こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
天
神
信
仰
の
変
容
に
関
し
て
笠
井
昌
昭
は
次
の
よ
う

に指摘する。
（
道
真
は
）
十
世
紀
の
最
末
か
ら
十
一
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
は
、

冤
罪
を
そ
そ
ぐ
神
と
し
て
も
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
学
問

の
神
と
し
て
の
性
格
も
も
つ
に
い
た
っ
た
が
、
一
方
で
は
摂
関
家
の

守
護
神
と
し
て
の
性
格
も
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
見
落
と

（旧）

せない・

笠
井
に
よ
れ
ば
、
道
真
が
摂
関
家
の
守
護
神
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
は
、
天
徳
三
年
（
九
五
九
）
の
藤
原
師
輔
に
よ
る
北
野
天
満
宮
増
築
の

際
の
祭
文
に
初
見
し
、
後
の
天
神
縁
起
の
中
で
語
ら
れ
る
、
北
野
天
神
を

「
王
城
鎮
護
」
、
「
帝
図
を
補
導
す
る
神
」
と
称
す
る
こ
と
か
ら
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
災
厄
神
と
さ
れ
た
道
真
は
、
冥
途
記
や
天
神
縁
起
の
中

で
語
ら
れ
、
天
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
守
護
神
と
し
て
浄
化

し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
道
真
の
背
後
に
存
在
し
て
い
た
醍
醐
天
皇

の
鎮
魂
と
い
う
要
素
が
全
面
に
出
て
、
天
神
が
王
権
を
支
え
る
信
仰
と
し

て
変
貌
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
天
神
縁
起
で
は
道
真
と
と
も
に

醍
醐
天
皇
の
地
獄
で
の
記
述
が
、
王
権
を
支
え
る
歴
史
認
識
の
も
と
で
傭
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道賢冥途記を読む

冥
途
記
は
、
冥
界
遍
歴
證
の
様
式
を
取
り
な
が
ら
、
当
時
の
時
代
状
況

を
踏
ま
え
、
修
行
中
に
頓
滅
し
て
、
無
言
の
境
地
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
反

転
、
飛
翔
し
て
、
魂
の
遊
行
や
交
換
が
行
わ
れ
、
道
真
の
託
宣
な
ど
を
得

た
こ
と
を
、
「
解
」
と
し
て
記
述
し
た
も
の
が
も
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
に
延
喜
帝
の
地
獄
に
落
ち
た
様
を
見
聞
す
る
冥
界
遍
歴
證
が

付
随
し
、
金
峰
山
修
験
の
唱
導
の
位
相
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
更
に
、
天

神
信
仰
の
変
容
に
伴
い
、
道
真
、
延
喜
帝
を
傭
鰍
す
る
歴
史
認
識
に
よ
っ

て
記
述
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。
冥
途
記
の
諸
本
を
比
較
し
て
読
む
と
、
そ

の
諸
本
は
以
上
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
続
け
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
諸
本
が
記
述
さ
れ
た
原
動
力
は
、
道
賢
が
修
行
の
果
て
に
異
界

の
こ
と
ば
を
獲
得
し
た
な
ど
の
宗
教
体
験
の
唱
導
に
他
な
ら
な
い
。

職
的
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
天
神
信
仰
の
変
容
に
応
じ
、
唱
導
性
が

増
加
し
て
い
く
中
で
、
天
神
縁
起
と
し
て
、
冥
途
記
が
記
述
さ
れ
続
け
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
冥
途
記
を
冥
界
遍
歴
證
、
蘇
生
證
と
捉
え
る
の
は
、
竹
居
明
男

「
日
蔵
冥
界
遍
歴
覚
え
書
」
亀
古
代
文
化
』
第
二
十
八
巻
第
三
号

昭
別
・
３
）
、
山
崎
裕
人
「
日
蔵
蘇
生
説
話
に
つ
い
て
ｌ
『
内
山

永
久
寺
本
」
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
『
説
話
と
伝
承
と
略
縁
起
」
中

野
猛
編
新
典
社
鮎
・
５
）
な
ど
、
一
般
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は

便
宜
上
、
冥
界
遍
歴
と
い
う
語
を
用
い
る
。
尚
、
冥
途
記
に
関
し
て

は
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
（
ヨ
こ
ち
吹
か
ば
』
に
託
さ
れ

結

た
想
い
１
１
道
真
の
伝
承
と
信
仰
ｌ
」
（
『
福
岡
女
学
院
大
学
人

文
学
研
究
所
紀
要
」
第
二
輯
的
・
３
）
。

（
２
）
略
記
本
を
冥
途
記
の
原
本
に
近
い
と
す
る
の
は
、
竹
居
明
男
（
注

１
）
な
ど
、
そ
れ
に
対
し
夢
想
記
本
を
原
本
に
近
い
と
主
張
す
る
の

は
山
崎
裕
人
（
注
１
）
で
あ
る
。

（
３
）
五
来
重
『
山
の
宗
教
』
（
淡
交
社
昭
妬
）
二
一
八
～
二
二
一
ぺ

ｌジ。

（
４
）
竹
居
明
男
「
日
蔵
伝
の
一
側
面
ｌ
特
に
真
言
密
教
と
の
関
連
に

つ
い
て
ｌ
」
（
『
古
代
文
化
』
第
二
十
九
巻
第
六
号
昭
馳
・
６
）
。

（
５
）
佐
々
木
宏
幹
『
葱
霊
と
シ
ャ
ー
マ
こ
（
朋
・
９
）
一
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
堀
一
郎
『
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
（
昭
妬
）
一
○
一
～
二

二
ぺ
ｌ
ジ
。
最
近
、
武
田
比
呂
男
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
視
座
か
ら

冥
途
記
を
論
じ
て
い
る
（
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
学
』
（
森
話
社

皿
・
７
）
の
第
５
章
「
異
界
遍
歴
ｌ
夢
見
と
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン」。

（
７
）
柴
田
責
「
御
霊
信
仰
と
天
神
」
（
『
御
霊
信
仰
」
雄
山
閣
昭
弱
．

５）、拙稿（注１）。

（
８
）
山
崎
裕
人
前
掲
論
文
（
注
１
）
。

（
９
）
竹
居
明
男
前
掲
論
文
（
注
１
）
、
中
野
玄
三
「
北
野
天
神
縁
起
日

蔵
六
道
廻
り
の
段
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
芸
術
』
第
四
十
九
号

昭訂・９）・

（
蛆
）
笠
井
昌
昭
『
天
神
縁
起
の
歴
史
』
（
雄
山
閣
昭
姐
）
第
二
章
、

及
び
一
四
七
ぺ
ｌ
ジ
。
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