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「
日
本
霊
異
記
』
（
正
式
に
は
「
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
、
以
下
、

『
霊
異
記
』
と
略
す
）
は
、
文
学
史
の
概
説
風
に
い
え
ば
、
薬
師
寺
の
僧

景
戒
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
日
本
で
初
め
て
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
成

立
に
つ
い
て
は
何
段
階
か
の
増
補
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
原
撰

本
の
成
立
は
平
安
遷
都
（
七
九
四
）
以
前
、
最
終
的
な
完
成
は
弘
仁
年
間

（
八
一
○
～
八
二
四
）
の
末
年
と
み
ら
れ
て
い
る
。
百
十
六
話
の
因
果
応

報
證
を
上
・
中
・
下
三
巻
に
時
代
順
に
収
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
序
文
を
付

す
。
上
巻
の
序
文
に
記
さ
れ
た
編
纂
意
図
に
よ
れ
ば
、
仏
法
の
峻
厳
な
因

果
応
報
の
理
法
が
こ
の
世
界
に
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
衆
庶
を
教

化
し
て
仏
教
へ
帰
依
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
収
め
ら
れ
た
説

話
は
雄
略
天
皇
の
時
代
の
も
の
か
ら
、
嵯
峨
天
皇
の
時
代
ま
で
を
含
む

が
、
中
巻
の
大
半
が
聖
武
天
皇
代
の
も
の
で
あ
り
、
仏
教
が
民
間
へ
も
広

が
り
は
じ
め
た
八
世
紀
の
説
話
が
中
心
と
い
っ
て
よ
い
。

仏
教
説
話
集
史
と
し
て
み
る
と
、
近
い
時
代
の
類
似
作
品
と
し
て
は
わ

（０口■）

ず
か
に
『
日
本
感
霊
録
』
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
「
日
本
感
霊
録
』

は
や
は
り
漢
文
で
記
さ
れ
た
仏
教
説
話
集
で
、
本
来
は
五
十
八
話
か
ら
な

僧
の
境
位
と
現
報
の
語
り

Ｉ
『
日
本
霊
異
記
』
の
め
ざ
し
た
も
の
Ｉ

は
じ
め
に

特
集
・
拮
抗
と
流
動
の
古
代
文
学
ｌ
平
安
朝
文
学
の
胚
胎
と
し
て
の
８
世
紀
Ｉ

っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
現
存
す
る
の
は
欠
落
の
多
い
抄
本
の
十
五
話
と
逸

文
二
話
の
計
十
七
話
で
あ
る
。
撰
者
は
元
興
寺
の
僧
義
昭
、
成
立
は
承
和

十
四
年
（
八
四
七
）
以
後
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
話
は
元
與
寺
の

四
天
王
に
つ
い
て
の
霊
験
讃
が
お
お
く
、
病
気
の
平
癒
や
貧
困
か
ら
の
救

済
、
悪
行
に
対
す
る
現
報
な
ど
、
『
霊
異
記
」
に
あ
る
程
度
似
通
っ
て
は

いつつ。そ
れ
以
後
十
世
紀
末
の
『
三
宝
絵
』
、
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
の
出

現
ま
で
実
は
仏
教
説
話
集
の
編
纂
は
途
切
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
間

に
は
『
叡
山
大
師
伝
』
『
広
隆
寺
縁
起
」
を
は
じ
め
と
す
る
高
僧
の
伝
記
、

（２）

寺
院
の
縁
起
が
書
か
れ
て
は
い
る
。
高
僧
伝
・
縁
起
類
と
仏
教
説
話
集
と

の
差
異
を
ど
う
考
え
る
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
お
く
と
、
こ
れ

以
後
浄
土
教
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
持
つ
説
話
集
・
往
生
伝
・
霊
験
記
を

経
て
、
や
が
て
『
今
昔
物
語
集
』
と
い
う
説
話
集
の
頂
点
へ
と
い
う
説
話

文
学
史
の
な
か
で
、
『
霊
異
記
』
は
説
話
集
の
噴
矢
と
い
う
位
置
に
あ
る
。

『
霊
異
記
』
に
収
載
さ
れ
た
説
話
は
後
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
集
に
引

用
さ
れ
て
お
り
、
『
霊
異
記
』
が
平
安
時
代
を
通
じ
て
享
受
さ
れ
、
多
く

の
テ
キ
ス
ト
と
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
従
来
、

そ
う
し
た
説
話
の
享
受
・
流
通
な
ど
を
通
し
て
説
話
集
の
展
開
が
研
究
さ

武
田
比
呂
男
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れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
『
霊
異
記
』
は
そ
う
し
た
説
話
集
の
展

開
の
歴
史
の
な
か
で
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
色
彩
を
も
っ
た
存
在
に
も
み
え

う（》◎本
特
集
の
課
題
は
「
八
世
紀
文
学
を
動
的
な
も
の
と
と
ら
え
、
ひ
と
つ

の
文
学
や
作
品
の
う
ち
に
拮
抗
す
る
要
素
や
視
点
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
拮
抗
し
流
動
し
て
、
平
安
朝
に
展
開
し
て
行
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
廃
絶
し
た
の
か
、
底
流
と
し
て
連
続
し
て
い
る
の
か
」
で
あ
る
。

『
霊
異
記
」
を
そ
う
し
た
後
代
の
展
開
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
る
視
点
は
さ

ま
ざ
ま
に
取
り
う
る
で
あ
る
、
う
し
、
そ
の
視
点
の
取
り
方
に
よ
っ
て
『
霊

異
記
』
の
見
え
方
は
大
き
く
異
な
る
だ
る
『
フ
。
本
稿
で
は
『
霊
異
記
」
の

仏
教
説
話
集
と
し
て
の
質
を
確
認
す
る
た
め
に
、
『
霊
異
記
』
が
語
る
僧

の
あ
り
方
を
そ
の
視
点
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
霊
異
記
』
に
は
数
多
く
の
僧
Ⅱ
宗
教
者
が
登
場
す
る
。
僧
と
い
う
存

在
は
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
わ
が
国
に
出
現
し
た
わ
け
だ
が
、
仏
教
以
前

の
宗
教
者
と
の
関
係
、
ま
た
後
代
の
仏
教
説
話
集
に
み
ら
れ
る
僧
の
あ
り

よ
う
と
の
比
較
を
視
野
に
い
れ
る
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
の
史
的
展
開
を
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
雲
フ
か
。
『
霊
異
記
」
は
僧
を
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
表
そ
、
フ
と
し
て
い
る
の
か
。
「
霊
異
記
』
が
語
る
僧
の
あ
り
方
を

通
し
て
、
八
世
紀
に
出
現
し
た
『
霊
異
記
』
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
何
を

め
ざ
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
因
果
を
解
き
明
か
す
者

「
霊
異
記
」
上
巻
序
文
の
語
る
編
纂
意
図
は
、
日
常
の
世
界
で
の
当
た

り
前
の
存
在
・
出
来
事
の
背
後
に
は
厳
然
と
し
た
因
果
の
理
法
が
貫
徹
し

て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
も
た
ら
し
た
因
果

論
に
よ
っ
て
、
個
人
の
行
為
の
結
果
が
現
世
に
と
ど
ま
ら
ず
来
世
に
お
い

て
も
た
ら
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
前
世
で
の
行
為
の
結
果
と
し
て
現
在
が

あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
時
間
は
生
前
か
ら
死
後
へ
向
け
て
の
び
る

（３）

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
仏
教
的
時
間
意
識
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、

現
世
と
来
世
、
前
世
と
現
世
の
か
か
わ
り
が
問
題
に
な
り
、
こ
の
現
世
を

背
後
で
支
え
る
隠
さ
れ
た
文
脈
（
冥
界
の
論
理
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
意

識
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
現
実
の
背
後
に
あ
る
因
果
の

論
理
Ⅱ
隠
さ
れ
た
次
元
は
ふ
つ
う
の
人
々
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
隠
さ
れ
た
因
果
を
解
き
明
か
す
役
割
を
僧
が
担
う
話
が

「霊異記』にはある。

上
巻
十
二
縁
「
人
・
畜
に
履
ま
る
る
悶
擬
の
救
ひ
収
め
ら
れ
、
霊
し
き

表
を
示
し
て
現
に
報
ず
る
縁
」
は
奈
良
山
の
谷
間
に
放
置
さ
れ
て
い
た
調

膜
が
恩
返
し
を
す
る
話
で
あ
る
。

奈
良
山
の
渓
に
放
置
さ
れ
、
人
や
獣
に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
悶
霞

を
、
道
登
法
師
の
従
者
万
侶
が
取
り
あ
げ
て
木
の
上
に
安
置
す
る
。

そ
の
年
の
十
二
月
の
晦
の
夕
に
万
侶
の
も
と
に
あ
る
人
（
溺
艘
の
亡

霊
）
が
訪
れ
、
「
今
夜
で
な
く
て
は
恩
返
し
が
で
き
な
い
」
と
い
い
、

家
に
連
れ
て
行
く
。
用
意
さ
れ
て
い
る
多
く
の
御
馳
走
の
う
ち
、
自

分
に
供
え
ら
れ
た
分
を
万
侶
に
分
け
与
え
る
。
そ
の
後
夜
に
、
兄
に

殺
さ
れ
た
経
緯
を
万
侶
に
告
げ
て
亡
霊
は
消
え
る
。
母
と
兄
が
諸
霊

を
拝
そ
う
と
屋
を
訪
れ
、
万
侶
を
見
て
驚
く
。
万
侶
は
殺
人
の
真
相

を
告
げ
る
。
（
上
巻
十
二
縁
）

通
常
、
死
者
は
村
落
共
同
体
や
家
族
に
よ
り
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
で
祖
霊

（
祖
神
）
と
な
り
、
共
同
体
や
家
族
を
守
護
す
る
存
在
と
な
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
鎮
魂
の
回
路
は
共
同
体
や
家
族
と
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
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行
路
死
者
な
ど
の
異
常
死
者
に
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
死
は

死
そ
の
も
の
が
ケ
ガ
レ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
死
者
は
つ
よ
い
怨
み
や
思
い

を
こ
の
世
に
残
す
た
め
に
過
剰
な
霊
威
が
発
動
す
る
と
怖
れ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
浄
化
さ
れ
な
い
死
者
の
霊
を
鎮
め
る
こ
と
は
共
同

（４）

体
の
外
部
の
存
在
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
話

で
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
兄
に
よ
る
殺
人
と
い
う
出
来
事
が
、
家
の

外
部
の
存
在
で
あ
る
下
級
な
僧
万
侶
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る

の
は
そ
、
フ
し
た
鎮
魂
の
論
理
に
も
と
づ
く
と
考
え
て
よ
い
。
万
侶
の
よ
う

な
外
部
の
存
在
を
媒
介
し
な
け
れ
ば
霊
は
語
り
え
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
話
で
溺
艘
の
霊
が
万
侶
に
対
し
て
「
今
夜
（
十
二
月
の
晦
）
に
あ

ら
ず
は
、
恩
に
報
い
む
に
由
な
し
」
と
語
る
の
は
、
十
二
月
晦
日
（
大
歳

の
夜
）
は
霊
が
家
を
訪
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
で
は
祖
霊
を
迎
え
る
た
め
に
、
供
物
を
霊
屋
な
ど
に
設
け
た
こ
と

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の
説
話
の
基
盤
に
は
、
そ
う
し
た
魂
祭
り
で
の
口

寄
せ
儀
礼
に
お
け
る
死
者
の
語
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
口
寄
せ
に
よ
っ

て
、
死
者
は
自
ら
の
執
心
や
苦
悩
の
由
来
を
語
っ
て
そ
の
解
決
を
求
め
、

生
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
死
者
を
慰
撫
す
る
方
法
を
知
る
。
い
わ
ば
死
者
を

語
ら
せ
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
隠
さ
れ
た
事
実
Ⅱ
因
果
」
を
明
か
す

こ
と
自
体
が
鎮
魂
な
の
で
あ
る
。
上
巻
十
二
縁
の
説
話
は
、
下
級
僧
万
侶

に
よ
る
口
寄
せ
の
儀
礼
の
な
か
で
発
せ
ら
れ
た
死
者
の
語
り
が
儀
礼
の
．

（５）

ン
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
て
説
話
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
高
僧
道
登
で

な
く
、
下
級
僧
万
侶
が
霊
と
交
渉
し
も
て
な
さ
れ
る
の
は
彼
が
懇
依
さ
れ

る
シ
ャ
ー
マ
ン
的
存
在
だ
か
ら
だ
と
い
え
よ
、
フ
。

こ
う
し
た
死
霊
を
祭
祀
し
語
ら
せ
る
こ
と
は
、
八
世
紀
後
半
、
行
基
集

団
に
象
徴
さ
れ
る
無
数
の
私
度
僧
・
民
間
巫
蜆
集
団
に
よ
っ
て
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
天
平
二
年
九
月
に
は
次
の
よ
、
フ
な
禁

令
が
出
さ
れ
て
い
て
、
禍
福
（
Ⅱ
因
果
応
報
）
を
説
い
て
人
々
を
多
数
集

め
、
死
霊
を
祀
っ
て
祈
願
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
安
芸
・
周
防
国
の
人
等
、
妄
り
に
禍
福
を
説
き
て
多
く
人
衆
を

集
め
、
死
魂
を
妖
祠
し
て
祈
る
所
あ
り
と
云
ふ
。
ま
た
京
に
近
き
左

側
の
山
原
に
多
人
を
聚
集
し
て
、
妖
言
し
て
衆
を
惑
す
。
多
き
と
き

は
則
ち
万
人
、
少
な
き
と
き
は
乃
ち
数
千
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
二

年
（
七
三
○
）
九
月
二
十
九
日
条
）

さ
ら
に
天
平
宝
字
元
年
七
月
に
は
、
死
霊
に
仮
託
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事

を
説
い
て
村
落
を
乱
す
者
は
そ
の
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
同
罪
で
あ
る
と
す

る
詔
が
出
さ
れ
て
い
る
。

民
間
或
は
亡
魂
に
仮
託
し
て
浮
言
紛
転
と
し
て
郷
邑
を
擾
乱
す
る
者

あ
ら
ば
、
軽
重
を
論
ぜ
ず
皆
与
同
罪
と
せ
ん
。
普
く
暹
迩
に
告
げ

て
、
宜
し
く
妖
源
を
絶
つ
べ
し
、
と
。
（
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）

七
月
八
日
条
）

異
常
な
死
を
遂
げ
た
死
者
に
問
い
か
け
、
そ
の
来
歴
を
死
者
語
り
と
し

て
引
き
だ
し
、
そ
れ
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
異
界
と
コ
ン
タ
ク

ト
で
き
る
特
別
な
能
力
の
持
ち
主
Ⅱ
巫
蜆
（
シ
ャ
ー
マ
ン
）
に
か
ぎ
ら
れ

た
。
上
巻
十
二
縁
で
溺
骸
を
救
済
し
た
万
侶
に
つ
い
て
、
丸
山
顕
徳
は
、

私
度
僧
の
な
か
に
は
葬
送
に
関
与
し
、
凶
痩
魂
を
鎮
め
る
呪
術
に
通
じ
る

遊
部
的
性
格
の
巫
蜆
集
団
が
あ
り
、
万
侶
は
そ
の
系
譜
に
連
な
る
、
シ
ャ

ー
マ
ニ
ッ
ク
な
技
術
に
よ
っ
て
死
霊
の
慰
撫
鎮
魂
を
行
う
宗
教
者
だ
っ
た

（６）

と
す
る
。
律
令
制
が
浸
透
す
る
な
か
、
村
落
祭
祀
か
ら
離
脱
し
民
間
巫
観

と
し
て
浮
遊
す
る
も
の
の
一
部
は
私
度
僧
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
ら
し

い
。
そ
う
し
た
過
程
で
、
死
霊
を
呼
び
出
し
て
語
ら
せ
る
鎮
魂
の
技
術
と
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仏
教
的
因
果
説
と
が
し
だ
い
に
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
想
像

される。
十
二
月
の
暮
れ
の
法
会
に
お
い
て
、
僧
に
よ
っ
て
死
者
の
語
り
が
導
か

れ
、
隠
さ
れ
た
因
果
が
解
き
明
か
さ
れ
る
と
い
う
点
が
溺
耀
報
恩
誼
と
共

通
す
る
の
が
、
「
霊
異
記
』
の
い
わ
ゆ
る
化
牛
説
話
（
畜
類
償
債
説
話
）

で
あ
る
。
上
巻
の
序
文
に
「
槽
に
生
れ
て
債
を
償
ふ
」
と
記
さ
れ
る
よ
う

に
、
牛
に
化
す
る
こ
と
は
典
型
的
な
悪
報
で
あ
る
。
牛
は
当
時
は
食
肉
用

で
は
な
く
、
主
と
し
て
荷
物
の
運
搬
や
耕
作
な
ど
の
労
役
に
用
い
ら
れ
た

ら
し
い
。
輪
廻
転
生
の
考
え
で
行
け
ば
身
近
に
い
る
牛
も
前
世
で
は
人
間

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
い
ま
自
分
が
使
役
し
て
い
る
牛
が
さ
き

ご
ろ
亡
く
な
っ
た
肉
親
だ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
話
が
上
巻
十
縁
に
あ

ヲ（）。上
巻
十
縁
「
子
の
物
を
楡
み
用
ゐ
、
牛
と
な
り
て
役
は
れ
て
異
し
き

表を示す縁」

土
椋
の
家
長
の
公
が
方
広
経
に
よ
っ
て
前
世
の
罪
を
儀
悔
し
よ
う
と

願
う
。
使
人
に
命
じ
て
路
行
く
一
人
の
僧
を
請
来
す
る
。
夜
、
翌
日

布
施
を
も
ら
う
よ
り
は
今
か
け
て
あ
る
掛
け
布
団
を
盗
ん
だ
ほ
う
が

ま
し
だ
と
考
え
た
僧
が
家
の
外
へ
出
よ
う
と
す
る
と
、
「
そ
の
掛
け

布
団
を
盗
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
声
が
す
る
。
声
の
主
で
あ
る
牛

は
、
「
自
分
は
こ
の
家
君
の
父
で
、
前
世
で
子
に
黙
っ
て
稲
を
十
束

と
っ
た
た
め
に
、
い
ま
牛
の
身
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
罪
の
償
い
を
し

て
い
る
」
と
身
の
上
を
告
げ
る
。
さ
ら
に
、
自
分
の
た
め
に
座
席
を

用
意
す
れ
ば
そ
こ
に
上
っ
て
座
る
か
ら
父
と
わ
か
る
だ
ろ
、
フ
と
い

う
。
翌
朝
、
法
要
を
終
え
て
僧
は
昨
晩
の
出
来
事
を
親
族
に
告
げ

る
。
家
君
が
座
席
を
も
う
け
る
と
牛
が
そ
こ
に
上
が
っ
た
の
で
父
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
罪
を
許
す
と
牛
は
涙
を
流
し
て
嘆
息

し、死ぬ。

子
の
も
の
で
あ
っ
て
も
盗
み
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
戸
籍
・
計
帳
の

整
備
に
よ
る
個
人
の
把
握
・
支
配
の
貫
徹
を
め
ざ
す
律
令
国
家
が
成
立

し
、
従
来
の
共
同
体
的
社
会
が
解
体
し
て
い
く
当
時
の
状
況
の
反
映
を
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

中
巻
十
五
縁
も
上
巻
十
縁
と
ほ
ぼ
同
様
の
化
牛
説
話
で
あ
る
。
中
巻
十

五
縁
で
は
牛
の
前
生
が
父
で
は
な
く
母
で
あ
る
点
、
因
縁
の
解
き
明
か
し

が
乞
食
僧
の
「
夢
」
を
通
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
点
が
い
さ
さ
か
異
な
る

が
、
生
前
の
債
務
に
よ
っ
て
牛
に
転
生
し
て
い
る
こ
と
を
僧
を
通
じ
て
知

ら
せ
、
債
務
を
許
さ
れ
て
救
済
と
し
て
の
死
を
迎
え
る
と
い
う
あ
ら
す
じ

は一致する。

身
近
で
使
役
し
て
い
た
牛
が
実
の
父
や
母
で
あ
っ
た
と
い
う
隠
さ
れ
た

因
果
Ⅱ
転
生
の
論
理
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
家
の
内
部
の
存
在
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
外
部
か
ら
訪
れ
た
僧
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と

は
、
溺
鰭
報
恩
誼
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。

僧
は
、
あ
た
か
も
神
霊
と
ト
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
交
渉
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン

の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
僧
も
決
し
て
高
僧
と
い
う

存
在
で
は
な
い
。
上
巻
十
二
縁
の
僧
は
衾
を
盗
ん
で
逃
げ
よ
う
と
し
て
牛

に
引
き
止
め
ら
れ
て
い
る
し
、
中
巻
十
五
縁
の
僧
は
逃
げ
出
そ
う
と
考
え

て
い
る
時
に
夢
に
牛
が
出
て
き
て
語
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
巻
十
五
縁
の
夢
は
、
中
村
生
雄
に
よ
っ
て
中
巻
三
十
二
縁
、
下

巻
十
六
縁
、
二
十
四
縁
と
と
も
に
「
現
世
で
の
悪
行
ゆ
え
に
死
後
畜
生
に

生
ま
れ
か
わ
り
、
そ
の
苦
界
か
ら
の
脱
出
を
僧
な
ど
に
懇
願
す
る
と
い
う

（７）

も
の
」
（
類
型
１
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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夢
の
受
信
者
は
四
例
す
べ
て
、
発
信
者
の
遺
族
な
ど
で
な
く
、
第
三
者

の
仏
教
者
（
僧
・
法
師
・
乞
者
・
檀
越
）
で
あ
り
、
仏
教
者
は
夢
を
み
る

特
権
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
村
生
雄
が
二
霊
異
記
』

の
仏
教
者
た
ち
は
あ
た
か
も
冥
界
の
死
者
た
ち
に
魅
入
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
、
い
わ
ば
一
方
的
に
夢
を
送
り
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
の
僧
（
仏
教
者
）
は
、
霊
的
存
在
・

超
越
的
世
界
と
交
流
し
て
い
る
も
の
の
姿
勢
と
し
て
は
受
動
的
で
あ
り
、

自
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
霊
と
交
流
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
に
く
い
。

あ
る
い
は
、
沖
縄
の
ユ
タ
の
成
巫
過
程
に
お
い
て
、
神
の
声
を
聞
く
と
い

、
フ
葱
依
体
験
が
そ
の
第
一
段
階
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
、
フ
し
た
体
験
を
経

て
、
宗
教
的
階
梯
を
上
が
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
霊
異
記
』

の
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
の
僧
は
民
間
巫
蜆
と

同
質
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
能
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
。
外
部
か
ら
訪
れ

て
、
因
果
を
解
き
明
か
す
、
媒
介
者
と
し
て
の
僧
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ

ブハ》。
『
霊
異
記
」
に
は
病
気
に
関
す
る
内
容
を
も
つ
も
の
が
四
分
の
一
ほ
ど

（８）
あ
る
。
仏
法
の
論
理
で
は
病
は
一
人
ひ
と
り
の
個
に
お
け
る
前
世
か
ら

の
、
あ
る
い
は
現
世
で
の
因
縁
で
あ
り
、
個
の
内
部
に
等
し
く
貫
か
れ
た

因
果
と
い
、
フ
原
理
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
因
果
応
報
の
網
目
に
と
ら
わ
れ

た
結
果
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
病
を
癒
や
す
た
め
に
は
そ
う
し
た
因
果

を
解
き
明
か
し
う
る
も
の
Ⅱ
僧
（
仏
教
者
）
が
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
僧
は
こ
の
よ
う
に
病
を
治
す
具
体
的
な
力
を
持
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ

ている。
二
呪
術
者
と
し
て
の
僧

『
霊
異
記
』
の
説
話
の
中
で
、
治
癒
者
で
あ
る
仏
教
者
を
み
る
と
、
そ

の
呼
称
と
し
て
「
禅
師
」
が
多
い
。
上
巻
二
十
六
縁
の
百
済
禅
師
多
羅
常

は
、
「
高
市
の
郡
の
部
内
の
法
器
の
山
寺
に
住
み
き
。
浄
行
を
勤
修
し
、

看
病
を
第
一
と
す
。
死
す
べ
き
人
も
、
験
を
蒙
り
て
さ
ら
に
蘇
る
。
病
め

る
者
に
呪
す
る
ご
と
に
奇
異
し
き
こ
と
あ
り
。
」
と
記
さ
れ
、
瀕
死
の
病

人
を
も
蘇
ら
せ
、
さ
ら
な
る
奇
跡
を
起
こ
す
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の

験
力
は
山
寺
に
住
み
、
戒
律
を
堅
く
守
っ
て
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲

得
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
巻
二
縁
に
登
場
す
る
禅
師
永
興
は
興
福
寺
の
沙

門
で
あ
り
、
熊
野
の
村
に
住
ん
で
修
行
し
て
い
る
。
上
巻
十
一
縁
、
下
巻

三
十
六
縁
の
仏
教
者
は
「
行
者
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
も
修
行
と
い
う

こ
と
を
強
調
し
た
呼
称
で
あ
ろ
う
。
ま
た
御
手
代
東
人
（
上
巻
三
十
一

縁
）
は
「
吉
野
の
山
に
入
り
、
法
を
修
し
て
福
を
求
め
き
」
と
あ
っ
て
、

や
は
り
山
林
修
行
を
し
た
優
婆
塞
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
病
気
治
療
を
行

う
仏
教
者
た
ち
は
修
行
、
と
り
わ
け
山
林
修
行
に
よ
っ
て
そ
の
験
力
を
獲

得
し
た
、
呪
能
を
持
つ
僧
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

次
に
、
治
病
の
方
法
は
、
僧
に
よ
る
「
呪
」
「
呪
護
」
と
、
経
典
の
読

謂
が
中
心
で
あ
る
が
、
下
巻
三
十
六
縁
で
は
、
看
病
す
る
禅
師
の
一
人
が

病
者
の
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
請
願
し
、
手
の
上
に
赤
く
お
こ
っ
た
火

を
置
き
、
香
を
焚
い
て
歩
き
な
が
ら
行
道
し
、
陀
羅
尼
を
読
ん
で
い
る
。

陀
羅
尼
・
経
典
の
読
調
な
ど
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
修
法
、
儀
礼
実
修
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。

養
老
元
年
の
禁
令
や
僧
尼
令
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
者
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
し
て
民
衆
の
世
界
に
仏
法
を
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
。
世
俗
の
人
々
に
と
っ
て
、
病
の
治
癒
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
も
切

実
で
現
実
的
な
願
望
（
現
世
利
益
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
呪
力
が
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要
請
さ
れ
る
。
治
病
と
い
う
行
為
は
、
こ
の
世
界
に
貫
徹
す
る
因
果
の
理

法
を
顕
わ
に
し
、
仏
教
者
の
験
力
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

霊
異
記
の
禅
師
・
優
婆
塞
た
ち
が
辺
地
・
山
林
で
の
浄
行
・
修
行
に
よ

っ
て
獲
得
を
め
ざ
し
て
い
た
の
は
、
上
巻
二
十
八
縁
の
役
行
者
の
伝
承
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
や
道
教
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
、
教
義
や
宗
派

な
ど
に
よ
る
分
類
以
前
の
、
呪
力
な
い
し
は
霊
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
禅
師
と
は
山
林
修
行
を
基
本
と
す
る
実
践
的
宗
教
者
で
あ

り
、
浄
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
験
力
に
よ
っ
て
看
病
・
滅

罪
・
呪
術
な
ど
の
要
求
に
応
え
、
民
衆
を
教
化
す
る
僧
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
は
「
僧
尼
令
」
的
官
僧
集
団
と
は
異
な
る
、
衆
生
救
済
を
願
い
利
他
行

に
つ
と
め
る
菩
薩
僧
で
あ
る
。

霊
異
記
に
は
数
多
く
の
禅
師
が
登
場
し
、
看
病
や
呪
術
の
能
力
を
発
揮

し
て
い
る
が
、
全
巻
の
最
終
話
で
あ
る
下
巻
三
十
九
縁
に
は
二
人
の
転
生

す
る
禅
師
が
登
場
す
る
。
一
人
は
大
徳
親
王
（
桓
武
天
皇
第
十
一
皇
子
）

に
生
ま
れ
変
わ
る
善
珠
禅
師
、
も
う
一
人
は
神
野
親
王
（
桓
武
天
皇
第
二

皇
子
、
の
ち
の
嵯
峨
天
皇
）
と
し
て
生
れ
る
寂
仙
禅
師
（
菩
薩
）
で
あ

る
。
彼
ら
は
自
ら
の
転
生
を
ト
占
や
予
言
に
よ
っ
て
示
す
よ
う
に
、
未
然

（
来
世
）
を
知
る
神
秘
の
力
Ⅱ
呪
能
を
持
つ
僧
で
あ
る
。
二
人
の
禅
師
は

同
時
代
の
修
行
者
が
め
ざ
す
べ
き
理
想
の
僧
と
し
て
最
終
話
に
置
か
れ
た

のではないだろ、フか。

実
践
的
仏
教
者
Ⅱ
菩
薩
僧
は
、
治
病
・
滅
罪
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
具
体
的
な
力
の
発
動
、
神
秘
と
い
う
具
体
的
経
験
の
な
か
に
仏
法
の

世
界
の
広
大
さ
を
示
し
、
そ
こ
へ
の
帰
依
を
説
く
の
で
あ
り
、
人
々
の
現

実
生
活
・
欲
望
に
応
え
う
る
呪
力
・
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
。
学
僧
と
し
て
の
解
義
能
力
よ
り
も
、
現
世
利
益
に
通
じ
る
神
秘
的

な
力
が
菩
薩
行
に
お
い
て
は
必
要
だ
と
い
う
の
が
、
編
纂
者
景
戒
の
認
識

だったのだろ、フ。

行
基
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
菩
薩
行
の
た
め
の
呪
力
を
も
っ
た
僧
と
し
て

『
霊
異
記
』
で
は
理
想
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
私
度
僧
出
身
の
景
戒

は
私
度
僧
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
る
行
基
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け

強
く
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
い
て
い
た
ら
し
く
、
行
基
を
救
世
主
的
存
在
と
し

て
描
き
、
「
隠
身
の
聖
」
（
Ⅱ
民
衆
の
間
に
身
を
潜
め
て
い
る
仏
菩
薩
の
化

身
）
だ
と
説
く
（
中
巻
二
十
九
縁
）
。
そ
こ
に
現
わ
れ
る
行
基
は
超
人
的

な
能
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

中
巻
二
十
九
縁
で
は
、
法
会
の
席
に
集
っ
た
人
々
の
中
に
髪
に
動
物
性

の
脂
を
塗
っ
た
（
殺
生
に
関
わ
る
）
女
を
「
天
眼
」
で
見
抜
き
、
た
だ
ち

に
退
場
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
中
巻
三
十
縁
で
は
、
十
余
歳
に
な
る
の
に
泣

き
や
ま
ず
、
母
が
法
会
に
参
加
す
る
の
を
邪
魔
す
る
子
を
淵
に
投
げ
捨
て

さ
せ
る
と
、
そ
の
正
体
は
「
過
去
の
怨
」
で
女
に
と
り
つ
い
て
い
た
こ
と

が
判
明
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
菩
薩
僧
Ⅱ
呪
力
を
も

つ
僧
は
、
意
外
に
も
外
部
か
ら
富
を
も
た
ら
す
媒
介
者
的
存
在
に
重
な
っ

て
見
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

霊
異
を
描
き
、
現
報
善
悪
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
『
霊
異
記
』
に

と
っ
て
、
説
話
の
中
の
「
僧
」
は
第
一
に
は
そ
う
し
た
霊
異
を
示
す
存
在

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
隠
れ
た
因
果
を
解
き
明
か
す

媒
介
者
と
し
て
の
僧
、
呪
力
に
よ
っ
て
現
世
利
益
を
も
た
ら
し
人
々
を
救

済
す
る
存
在
と
し
て
の
僧
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
菩
薩
僧
は
修
行
者
景
戒

三
景
戒
の
位
相
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に
と
っ
て
あ
る
理
想
形
で
あ
り
、
そ
れ
を
呈
示
す
る
こ
と
は
修
行
者
へ
の

呼
び
か
け
の
意
味
も
も
つ
た
だ
ろ
、
フ
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
霊
異

を
、
現
報
を
表
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
た
め
か
、
僧
の
内
面
の
深
ま
り
を

描
く
よ
、
フ
に
は
見
え
な
い
。
そ
の
例
外
と
も
い
え
る
の
が
、
下
巻
三
十
八

縁
の
い
わ
ゆ
る
景
戒
の
自
伝
的
説
話
で
あ
る
。

下
巻
三
十
八
縁
で
景
戒
は
、
政
治
的
事
件
や
天
体
の
異
変
な
ど
に
続
け

て
、
自
ら
見
た
二
つ
の
夢
と
身
辺
で
の
出
来
事
を
記
す
。
延
暦
六
年
秋
九

月
四
日
、
漸
槐
の
念
を
発
し
、
夜
中
に
見
た
一
つ
目
の
夢
は
、
沙
弥
鏡
日

に
よ
っ
て
諸
経
要
集
を
渡
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
夢
に
つ
い
て
は
法
相
教

学
に
も
と
づ
い
て
逐
一
解
釈
し
、
自
ら
の
成
仏
を
確
信
し
よ
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
延
暦
七
年
春
三
月
十
七
日
に
見
た
の

は
、
自
分
が
死
ん
で
火
葬
に
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
景
戒
の
霊
魂

が
、
な
か
な
か
焼
け
な
い
自
分
の
死
体
を
小
枝
で
突
き
刺
し
、
ひ
っ
く
り

返
し
て
よ
く
焼
け
る
よ
、
フ
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
に
つ
い

て
は
「
長
命
か
、
官
位
を
得
る
の
か
、
夢
に
見
た
答
え
を
待
っ
て
み
よ

う
」
と
夢
の
意
味
を
つ
か
み
か
ね
、
と
り
あ
え
ず
の
解
釈
を
記
し
た
だ
け

のよ、フにみえる。

こ
の
火
葬
の
夢
に
つ
い
て
、
丸
山
顕
徳
は
一
種
の
臨
死
体
験
で
あ
り
、

シ
ャ
ー
マ
ン
の
成
巫
過
程
で
の
自
己
変
容
を
と
も
な
う
象
徴
的
な
死
と
再

生
と
と
ら
え
、
景
戒
の
心
の
基
層
部
分
に
そ
う
し
た
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
宗

（９）

教
体
験
が
あ
る
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
示
唆
的
な
論
だ
が
、
こ
こ
で
の

夢
の
語
り
方
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
成
巫
過
程
の
語
り
と
し
て
は
充
分
で
は
な

い
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
こ
れ
が
宗
教
的
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

説
話
的
に
語
る
も
の
と
す
れ
ば
、
『
道
賢
上
人
冥
途
記
』
含
扶
桑
略
記
」

所
収
）
の
よ
う
に
、
「
金
峰
山
修
行
に
と
も
な
う
死
↓
他
界
遍
歴
↓
執
金

剛
神
と
の
出
会
い
↓
一
切
の
災
難
病
苦
と
そ
の
治
療
法
の
伝
授
↓
秘
呪
の

解
明
な
ど
を
経
て
の
再
生
」
と
い
う
よ
う
な
形
態
を
と
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
下
巻
三
十
八
縁
は
み
ず
か
ら
の
神
秘
体
験
を
記
し
て
宗
教
的

境
位
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
験
力
を
根
拠
づ
け
て
語
る
神
秘
家
の
テ
キ
ス

ト
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
の
景
戒
の
夢
に
は
強
い
自
己
否

定
、
あ
る
い
は
自
己
へ
の
懐
疑
と
い
う
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
自
分

の
死
体
を
焼
く
自
分
と
い
う
分
裂
、
そ
こ
に
は
自
己
と
い
う
存
在
へ
の
実

（旧）

存
的
な
問
い
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

岡
部
隆
志
は
こ
の
夢
に
つ
い
て
、
自
分
の
死
体
を
焼
く
景
戒
の
夢
は
、

「
よ
み
が
え
り
」
で
き
な
く
す
る
行
為
の
夢
だ
と
し
、
「
古
事
記
』
の
黄
泉

国
訪
問
調
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
「
よ
み
が
え
り
」
可
能
な
古
代
的
世

界
観
と
異
な
る
、
よ
み
が
え
ら
な
い
個
の
、
解
脱
へ
向
か
う
不
可
逆
な
死

出
へ
の
旅
が
は
じ
ま
る
、
フ
と
し
て
い
る
と
み
る
。
「
よ
み
が
え
り
」
が
な

い
世
界
に
放
り
出
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
先
を
照
ら
す
光
景
が
与
え
ら

ず
、
死
者
で
あ
る
景
戒
は
解
脱
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
ず
、
自
分
が
あ
と

戻
り
で
き
な
い
死
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
と
述

（Ⅱ）
く
る
。
景
戒
は
宗
教
的
な
階
梯
の
た
だ
な
か
、
過
程
と
し
て
の
生
を
そ
の

ま
ま
記
述
し
よ
う
と
し
た
と
い
い
か
え
ら
れ
よ
う
か
。

「
霊
異
記
』
に
は
数
多
く
の
冥
界
訪
問
證
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
蘇

生
者
は
仏
法
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
長
命
・
財
産
を
得
た
り

と
、
冥
界
訪
問
の
前
後
で
人
格
や
境
遇
が
大
き
く
転
換
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
中
巻
七
縁
で
は
、
学
智
を
誇
っ
て
い
た
法
師
智
光
は
、
行
基
を
誹
っ

た
罪
を
減
す
る
た
め
に
地
獄
へ
召
喚
さ
れ
、
蘇
生
後
は
行
基
に
儀
悔
し
、

帰
依
し
て
人
々
に
仏
法
を
弘
め
る
実
践
的
仏
教
者
（
Ⅱ
菩
薩
僧
）
へ
と
変

（旧）

わ
っ
て
い
る
。
冥
界
訪
問
讃
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
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「
霊
異
記
」
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
半
の
ち
の
「
法
華
験
記
』
に
は
現
世

で
は
人
の
身
で
あ
る
が
前
世
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
話
が
数
多
く

出
て
く
る
。
そ
こ
に
は
僧
の
個
の
自
覚
と
悟
り
の
問
題
が
示
さ
れ
て
い

つ（》Ｏ例
え
ば
、
『
法
華
験
記
』
巻
上
二
十
四
に
記
さ
れ
る
沙
門
頼
真
は
牛
の

よ
う
に
口
を
う
ご
か
す
と
い
う
欠
損
を
抱
え
、
自
ら
の
宿
業
と
し
て
悩
ん

で
い
た
。
そ
こ
で
根
本
中
堂
へ
篭
る
と
六
夜
に
し
て
告
げ
が
あ
る
。
頼
真

は
前
世
で
鼻
の
欠
け
た
牛
だ
っ
た
の
だ
が
、
法
華
経
を
背
負
っ
て
寺
へ
運

ん
だ
功
徳
で
今
生
で
は
人
身
を
得
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
法
華
経
を
読
み

修
行
し
往
生
せ
よ
、
と
い
う
告
げ
を
得
て
一
層
修
行
に
励
ん
だ
と
い
う
。

あ
る
い
は
巻
上
二
十
六
の
沙
門
安
勝
は
う
ま
れ
つ
き
色
黒
で
あ
っ
た

が
、
長
谷
寺
へ
参
篭
し
て
、
夢
に
自
分
が
前
世
は
黒
牛
で
持
経
者
に
飼
わ

れ
て
法
華
経
を
聞
い
た
功
徳
で
人
身
を
得
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、
修
行
に

励
ん
で
つ
い
に
は
天
上
へ
の
ぼ
り
弥
勒
に
ま
み
え
た
と
い
、
フ
。

こ
の
他
に
も
前
世
で
は
、
毒
蛇
、
狐
、
ミ
ミ
ズ
、
白
馬
な
ど
で
あ
っ
た

僧
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
宿
業
に
対
し
て
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
自
ら
の

あ
り
よ
う
を
捉
え
直
し
、
よ
り
修
行
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
法
華
経

の
功
徳
に
よ
っ
て
前
世
で
の
畜
生
か
ら
何
ら
か
の
欠
損
の
あ
る
人
と
し
て

け
る
死
と
再
生
の
神
秘
体
験
と
同
様
の
構
造
を
持
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

れ
に
よ
っ
て
呪
力
を
獲
得
し
、
他
者
を
救
済
す
る
僧
の
あ
り
よ
う
が
『
霊

異
記
』
に
は
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
そ
れ
と
は
異
な

る
、
実
存
的
な
問
い
に
直
面
し
、
宗
教
者
と
し
て
の
階
梯
を
生
き
よ
う
と

す
る
僧
景
戒
が
火
葬
の
夢
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
宿
業
と
僧
の
自
覚

現
世
に
生
ま
れ
る
。
そ
の
欠
損
を
宿
業
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
れ
を
通
し

て
自
己
と
は
何
か
を
問
い
詰
め
、
悟
り
を
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
永
藤

靖
は
こ
れ
ら
の
話
を
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
三
法
華
験
記
」
は

ま
さ
に
自
己
と
は
何
か
、
自
分
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
、

と
い
っ
た
本
源
的
な
謎
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
…
個
と
い
、
フ
も
の
の
自

（旧）

覚
と
宗
教
的
な
悟
り
の
問
題
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
」
。
僧
の
自
覚
的

な
誕
生
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
ら
『
法
華
験
記
』
の
説
話
に
比
し
て
、
「
霊
異
記
』
は
ど
う
み
え

るだろ言７か。

下
巻
三
十
八
縁
に
よ
れ
ば
編
纂
者
景
戒
は
み
ず
か
ら
の
生
の
拙
さ
を
嘆

き
、
自
己
と
い
う
存
在
へ
の
実
存
的
問
い
を
抱
え
て
、
宗
教
者
と
し
て
の

階
梯
を
進
も
う
と
し
た
。
『
霊
異
記
』
の
僧
の
自
覚
過
程
が
記
さ
れ
る
の

は
こ
の
下
巻
三
八
縁
く
ら
い
と
い
え
よ
う
か
。
『
霊
異
記
』
の
描
く
僧
の

あ
り
よ
う
は
ど
う
し
て
も
因
果
応
報
を
霊
異
に
よ
っ
て
示
す
と
い
う
『
霊

異
記
』
の
編
纂
の
あ
り
か
た
に
規
制
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

た
と
え
ば
下
巻
三
十
四
縁
の
、
前
世
の
因
縁
（
宿
業
）
に
よ
っ
て
頸
に

悪
性
の
は
れ
も
の
が
で
き
た
女
性
は
「
過
去
の
罪
を
消
し
て
病
気
を
直
す

よ
り
も
、
善
根
を
積
む
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
（
罪
を
減
し
病
ひ
を
差
す

よ
り
は
、
善
を
行
は
む
に
は
し
か
じ
）
」
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
、
剃
髪

し
、
袈
裟
を
着
て
仏
道
修
行
へ
と
赴
く
。
宿
業
が
現
報
に
と
ど
ま
ら
ず
、

生
報
・
後
報
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
、
三
世
の
因
縁
へ
の
畏
れ
が
強
く
現

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
そ
れ
は
同
時
に
仏
道
修
行
へ
赴
く
機
会
、

開
悟
へ
の
契
機
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
死
は
恐
れ
ら
れ
ず
、
現
世
で
の

治
病
・
回
復
と
い
う
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
来
世
に
お
け
る
救
済

（川）

へ
の
期
待
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
に
宗
教
者
と
し
て
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の
自
覚
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
「
霊
異
記
』
の
説
話
で
は
修
行
中
に
腫
物
が
癒
え
る
と
い
う

現
報
が
現
わ
れ
、
こ
こ
が
終
着
点
で
あ
る
よ
う
に
説
話
は
閉
じ
ら
れ
る
。

本
来
、
病
が
癒
え
る
こ
と
は
、
来
世
・
未
来
へ
向
け
て
の
作
善
の
過
程
で

の
、
副
次
的
な
結
果
と
し
て
の
現
報
で
あ
る
。
修
行
の
過
程
に
お
い
て
回

復
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
宗
教
的
な
階
梯
の
上

昇
、
あ
る
い
は
深
ま
り
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
な
覚

醒
、
因
果
の
自
覚
と
い
っ
た
も
の
の
深
ま
り
を
『
霊
異
記
』
は
描
こ
う
と

は
し
な
い
。
そ
れ
は
時
代
状
況
・
社
会
状
況
が
現
世
利
益
的
傾
向
を
帯
び

て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
『
霊
異
記
』
が
唱

導
・
教
化
を
目
的
と
し
た
説
教
台
本
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
説
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
努
力
精
進
に
よ
る
打

開
が
可
能
な
の
だ
と
し
て
、
現
世
へ
の
志
向
を
強
く
え
が
く
と
こ
ろ
に

『
霊
異
記
』
テ
キ
ス
ト
の
特
質
、
あ
る
い
は
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ

建フに思われる。

そ
れ
は
「
霊
異
記
」
が
、
現
世
で
の
応
報
を
霊
異
と
し
て
描
き
出
し
て

（旧）

時
代
の
危
機
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
試
み
・
実
践
で
あ
っ
た
た
め
の
必
然

と
も
い
え
よ
う
。
は
じ
め
に
記
し
た
後
の
説
話
集
と
の
印
象
の
違
い
、
た

と
え
ば
、
狼
雑
さ
で
あ
り
、
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
で
あ
り
、
直
接
性
で
あ
る
と

い
っ
た
「
霊
異
記
」
説
話
の
持
つ
特
質
は
、
そ
の
一
回
的
な
試
み
の
な
か

で
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
以
下
の
説
話
文
学
史
に
関
す
る
記
述
は
、
『
説
話
の
講
座
」
全
六

巻
勉
誠
社
、
一
九
九
一
～
三
、
池
上
洵
一
編
『
説
話
文
学
の
世
界
」

世
界
思
想
社
、
一
九
八
七
、
高
橋
貢
『
中
古
説
話
文
学
研
究
』
お
う

ふ
う
、
一
九
九
八
、
な
ど
を
主
に
参
照
し
た
。

（
２
）
他
に
は
『
大
安
寺
縁
起
」
『
贈
大
僧
正
空
海
和
尚
伝
記
」
『
興
福
寺

縁
起
」
『
智
証
大
師
伝
」
『
天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚
伝
』
『
聖
徳

太
子
伝
暦
』
『
聖
宝
僧
正
伝
』
『
慈
覚
大
師
伝
』
『
空
也
諌
』
等
。

（
３
）
因
果
応
報
に
つ
い
て
は
高
木
豊
「
因
果
応
報
思
想
の
受
容
と
展

開
」
（
『
大
系
仏
教
と
日
本
人
四
因
果
と
輪
廻
」
春
秋
社
、
一
九
八

六
）
、
『
霊
異
記
」
の
時
間
意
識
と
個
の
倫
理
に
つ
い
て
は
、
高
野
正

美
「
日
本
霊
異
記
の
時
間
意
識
」
（
「
古
代
文
学
』
十
九
号
、
一
九
八

○
・
三
）
を
参
照
。

（
４
）
多
田
一
臣
「
行
路
死
人
歌
と
伝
説
歌
」
亀
万
葉
歌
の
表
現
」
明
治

書
院
、
一
九
九
二

（
５
）
託
宣
の
内
容
が
儀
礼
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
独
立
し
て
伝
説
化
・

説
話
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
小
松
和
彦
『
悪
霊
論
』
（
青
土

社
、
一
九
八
九
）
が
参
考
に
な
る
。
な
お
、
拙
稿
「
死
者
の
語
り
」

（
岡
部
隆
志
ほ
か
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
化
学
』
森
話
社
、
二
○

○一）参照。

（
６
）
丸
山
顕
徳
『
日
本
霊
異
記
説
話
の
研
究
」
（
桜
楓
社
、
一
九
九
二
）

（
７
）
中
村
生
雄
「
日
本
霊
異
記
の
夢
」
（
『
宗
教
研
究
』
二
四
四
号
、
一

九八○・六）

（
８
）
以
下
の
病
気
治
療
の
問
題
は
拙
稿
ヨ
日
本
霊
異
記
』
の
密
教
的

信
仰
ｌ
病
気
治
療
と
山
林
修
行
」
（
『
国
文
学
」
二
○
○
○
年
一
○
月

号
、
学
燈
社
）
を
参
照
。

（
９
）
丸
山
顕
徳
「
景
戒
に
お
け
る
唯
識
と
菩
薩
」
ａ
花
園
大
学
国
文
学

論
究
』
二
十
二
号
、
一
九
九
四
・
一
二
）

（
皿
）
拙
稿
「
景
戒
の
夢
解
き
」
（
古
代
文
学
会
編
『
祭
儀
と
言
説
』
森

話
社
、
一
九
九
九
）

（
ｕ
）
岡
部
隆
志
「
黄
泉
が
え
ら
な
い
景
戒
の
夢
」
（
共
立
女
子
大
学
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社
、
二
○
○
二

（
婚
）
多
田
一
臣
．

第
一
巻
、
岩
波
一

（
Ｍ
）
拙
稿
弓
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
〈
や
ま
い
〉
」
（
大
野
順
一
先

生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
日
本
文
芸
思
潮
論
叢
一
ぺ
り
か
ん

（
過
）
永
藤
靖
「
僧
の
誕
生
す
る
時
」
（
『
古
代
仏
教
説
話
の
方
法
」
三
弥

一
文
學
藝
術
』
二
五
号
、
二
Ｏ

（
岨
）
拙
稿
「
異
界
遍
歴
」
（
岡
郵

化
学
」
森
話
社
、
二
○
○
一
）

井
書
店
、
二
○
○
三
）

臣
「
宗
教
説
話
の
初
期
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
文
学
史
」

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
、

二
○
○
一
・
七
）

（
岡
部
隆
志
ほ
か
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
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