
奇事の配置

薬
師
寺
沙
門
景
戒
が
記
し
た
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
。
上
巻
序

で
は
そ
れ
を
、
読
む
者
が
善
を
生
み
出
す
触
媒
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
「
奇

記
」
と
表
現
す
る
。
「
奇
異
之
事
」
（
上
巻
四
縁
）
や
「
霊
奇
」
（
賊
）
と

合
わ
せ
て
、
『
霊
異
記
」
と
は
「
霊
異
」
に
よ
っ
て
「
現
報
善
悪
」
を
示

（１０）

し
た
「
記
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
、
フ
な
テ
キ
ス
ト
の
性
格
を
考
え
る
上
で
、
上
巻
序
に
名
前
の
挙

が
る
『
冥
報
記
』
『
般
若
験
記
（
金
剛
般
若
経
集
験
記
巨
と
の
関
係
は
重

要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
確
か
に
、
不
思
議
な
話
を
集
積
さ
せ
た
テ
キ
ス

ト
と
い
、
フ
点
で
、
『
霊
異
記
』
と
の
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
ら
ば
景
戒
は
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
「
自
土
」
の
テ
キ
ス
ト
を
記
し
た

だ
け
な
の
だ
ろ
、
フ
か
。
両
テ
キ
ス
ト
と
「
霊
異
記
」
を
比
較
す
る
と
、
そ

祈
は
く
は
奇
し
き
記
を
覧
る
者
、
邪
を
却
り
て
正
に
入
れ
。
諸
の
悪

は
作
す
こ
と
な
か
れ
・
諸
の
善
は
奉
り
行
へ
。
（
『
日
本
霊
異
記
』
上

巻序） 奇
事
の
配
置

は
じ
め
に ｌ

『
日
本
霊
異
記
』
を
書
く
と
い
う
実
践

こ
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
現
存
「
冥
報
記
』
は
三
巻
に
分
か
れ
て

（２）
い
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
各
話
は
時
系
列
の
み
な
ら
ず
、
高
僧
か
ら
俗

人
、
悪
人
と
、
俗
世
に
お
け
る
身
分
順
に
整
然
と
並
ん
で
お
り
、
ま
た
各

（３）

話
の
語
り
手
の
姓
名
も
明
記
さ
れ
る
。
ま
た
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
」
の

体
裁
を
見
る
と
、
救
護
篇
・
延
寿
篇
な
ど
の
分
類
に
従
っ
て
、
『
冥
報
記
』

以
上
に
整
然
と
各
話
が
配
列
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
霊
異
記
』
の
各
縁
は

一
見
、
単
な
る
時
系
列
で
並
ぶ
だ
け
に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
出
雲
路
修
氏
が
各
縁
の
標
題
を
元
に
〈
幹
説
話
〉
〈
枝
説
話
〉

と
区
分
し
、
各
縁
の
連
鎖
を
述
べ
た
よ
う
に
、
時
系
列
だ
け
で
は
な
い
景

戒
の
配
列
意
図
を
探
し
、
論
じ
る
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
出
雲

路
氏
の
区
分
基
準
が
、
果
た
し
て
景
戒
の
意
図
に
沿
っ
て
い
る
か
は
疑
問

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
「
内
的
連
関
」
の
蓋
然
性
も
問
わ
れ
る
こ

とになる。
此
の
功
徳
に
籍
り
て
、
右
の
腋
に
福
徳
の
潮
を
著
け
て
沖
虚
の
表
に

翔
り
、
左
の
脇
に
智
慧
の
炬
を
燭
し
て
仏
性
の
頂
に
登
り
、
普
く
群

の
生
に
施
し
て
、
共
に
仏
の
道
を
成
ら
む
。
（
中
巻
序
）

我
れ
聞
く
所
に
従
ひ
て
、
口
伝
を
選
び
、
善
と
憾
と
を
億
と
し
て
、

渡

部

亮
△
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景
戒
は
「
僧
景
戒
惣
槐
づ
る
心
を
発
し
」
（
下
巻
三
十
八
縁
）
「
仏
の

道
」
へ
と
向
か
、
フ
と
自
ら
述
べ
て
い
る
薬
師
寺
沙
門
で
あ
る
。
山
口
敦

（４）
史
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
噺
槐
の
念
こ
そ
が
景
戒
の
内
省
意
識
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
「
霊
異
記
』
を
記
す
「
意
図
」
を
あ
え
て
求
め
る
な

ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
者
の
思
惟
の
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
先
行
両
テ
キ
ス
ト
の
作
者
も
、
奇
瑞
へ
の
信
を
抱
き
、
人
々

を
仏
教
に
帰
依
さ
せ
る
目
的
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
．
し

か
し
両
作
者
は
い
ず
れ
も
唐
の
官
僚
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
唐
の
皇
帝
が
支

配
す
る
世
界
の
中
で
奇
瑞
を
集
め
記
し
て
い
る
。
一
方
、
景
戒
の
言
う

「
日
本
（
自
土
と
と
は
、
仏
を
中
心
に
成
り
立
つ
世
界
の
一
つ
で
あ
っ

て
、
皇
帝
の
統
治
す
る
唐
に
対
応
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
日
本
で
は
な

い
。
従
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
時
系
列
に
並
ん
で
い
て
も
、
そ
の
意
味
す
る

も
の
は
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

「
自
士
」
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
を
記
し
、
善
を
行
う
こ
と
で
「
西
方
安

楽
国
（
西
の
方
の
極
楽
ご
、
あ
る
い
は
「
天
上
の
宝
堂
」
（
下
巻
序
）
と

い
っ
た
周
辺
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
い
、
フ
意
図
が
明
確
に
読
み
と
れ

る
『
霊
異
記
」
に
は
、
先
行
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
分
類
を
許
さ
な
い
事
情

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
「
霊
異
記
』
の
一
見
奇
妙
と
も
い

え
る
各
縁
配
列
が
、
景
戒
の
仏
に
向
か
う
宗
教
実
践
の
中
で
選
択
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
い
。

霊
奇
を
録
す
。
願
は
く
は
此
の
福
を
以
ち
て
、
群
の
迷
に
施
し
、
共

に
西
の
方
の
安
楽
国
に
生
れ
む
。
（
賊
）

こ
れ
ら
「
奇
異
事
」
と
さ
れ
る
各
縁
は
、
何
が
「
奇
異
」
で
あ
っ
た
か

が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
「
誠
に
知
る
」
「
定
め
て
知
る
」
な
ど
と
い
う
形
で

確
信
さ
れ
た
と
分
か
る
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
体
裁
は
多
く

の
縁
に
共
通
し
て
お
り
、
奇
事
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
景
戒
が
「
誠
に
知

る
」
過
程
を
経
て
「
奇
」
と
認
め
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

も
ち
ろ
ん
、
各
縁
の
中
に
は
明
ら
か
に
先
行
テ
キ
ス
ト
の
引
用
と
見
え

こ
れ
ら
「
奇
事
」
「
奇
異
事
」
な
ど
、
『
霊
異
記
」
序
で
は
「
奇
」
な
る

「
事
」
を
記
す
意
図
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
奇
記
」
の
名
に

対
応
す
る
文
脈
に
あ
る
が
、
各
縁
の
表
題
や
本
文
末
尾
を
確
認
す
る
と
、

同
様
の
表
現
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
。

誠
に
知
る
、
聖
人
は
聖
を
知
り
凡
夫
は
知
ら
ず
、
凡
夫
の
肉
眼
に
は

賎
し
き
人
を
見
、
聖
人
の
通
眼
に
は
隠
れ
た
る
身
を
見
る
、
と
。
斯

れ
奇
異
し
き
事
な
り
。
（
上
巻
四
縁
）

市
人
聞
き
て
、
来
り
集
り
称
歎
む
。
尼
等
歓
喜
び
て
生
を
放
ち
福
を

修
る
。
遂
に
本
の
寺
に
安
き
、
道
俗
帰
り
敬
ふ
。
斯
れ
す
な
は
ち
奇

異
し
き
事
な
り
。
（
上
巻
三
十
五
縁
）

何
す
れ
ぞ
た
だ
し
他
国
の
伝
録
に
慎
み
て
、
自
が
士
の
奇
し
き
事
を

信
恐
り
ざ
ら
む
。
（
上
巻
序
）

遠
く
前
の
非
を
槐
ぢ
、
長
に
後
の
善
を
祈
ひ
、
奇
異
し
き
事
を
注

す。（下巻序）

一
奇
事
を
「
誠
に
知
る
」

-１３０-
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る
も
の
が
存
在
す
る
。
例
に
挙
げ
た
上
巻
四
縁
も
片
岡
山
説
話
と
し
て
類

話
が
あ
り
、
Ｆ
解
仙
説
話
と
し
て
は
さ
ら
に
多
く
の
類
例
が
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
ら
も
あ
く
ま
で
、
景
戒
の
体
験
を
経
て
い
な
け
れ
ば
「
奇
異
」
と

は
呼
ば
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
景
戒
が
ど
の
よ
う

に
知
っ
た
か
が
、
奇
事
認
定
の
鍵
と
な
る
。

そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
誠
に
知
る
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ

る
知
が
、
決
し
て
一
般
的
な
意
味
で
の
知
識
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
宗
教

的
確
信
に
他
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
確
認
し
よ
う
。

下
巻
四
縁
は
、
「
方
広
大
乗
」
を
調
し
た
僧
侶
が
溺
れ
ず
に
助
か
っ
た

と
い
う
奇
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
景
戒
が
「
誠
に
知
る
」
も
の
は
、
「
大
乗

の
威
験
と
諸
の
仏
の
加
護
」
と
い
う
仏
の
力
の
具
体
的
な
現
わ
れ
で
あ
っ

た
。
一
方
同
五
縁
で
は
銭
五
貫
が
鹿
の
死
体
に
変
化
し
て
、
妙
見
菩
薩
へ

の
お
布
施
を
弟
子
が
盗
ん
だ
こ
と
を
露
見
さ
せ
て
お
り
、
そ
こ
で
銭
を
鹿

に
化
し
た
妙
見
菩
薩
の
力
を
「
定
め
て
知
る
」
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
縁
に
お
い
て
「
奇
異
」
と
は
、
仏
の
力
を
「
知

る
」
と
い
う
体
験
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
体
験
を
文
字
に
記
す
こ

と
で
、
仏
の
力
の
具
体
的
な
表
わ
れ
の
諸
相
と
、
そ
の
世
界
へ
の
知
や
、

法
師
咲
を
含
み
、
順
ら
ず
し
て
忍
び
、
終
に
後
に
彼
の
悪
し
き
事
を

顕
さ
ず
。
是
れ
海
に
沈
み
水
汚
み
て
溺
れ
ず
、
毒
魚
に
呑
ま
れ
ず
、

身
と
命
と
亡
は
ざ
る
な
り
。
誠
に
知
る
、
大
乗
の
威
験
と
諸
の
仏
の

加
護
と
を
。
（
下
巻
四
縁
）

定
め
て
知
る
、
是
れ
実
の
鹿
に
あ
ら
ず
、
菩
薩
の
示
す
所
な
り
、

と
。
是
れ
奇
異
し
き
事
な
り
。
（
下
巻
五
縁
）

存
在
へ
の
確
信
を
集
積
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
『
霊
異
記
』
に
は
、
時
系
列
の
み
と
い
う
配
列
で
は
な

く
、
そ
う
し
た
知
の
深
ま
り
を
示
す
分
類
、
あ
る
い
は
知
を
性
質
別
に
振

り
分
け
る
分
類
が
あ
り
得
た
の
で
は
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
景
戒

が
生
け
る
者
の
分
類
意
識
を
明
確
に
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
見
た
と

い
う
夢
と
そ
の
夢
解
き
が
記
さ
れ
る
下
巻
三
十
八
縁
の
、
次
の
箇
所
な
ど

か
ら
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

基（慈恩大唖らが示した法相の救譲においては、生ける者

は
五
種
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
悟
り
が
あ
る
と
い
う
。
夢
解

「
上
品
の
一
丈
七
尺
」
と
は
、
浄
土
万
徳
の
因
果
な
り
。
．
丈
」

は
、
果
の
数
と
す
。
円
満
す
る
が
故
に
。
「
七
尺
」
は
、
因
の
数
と

す
。
満
た
ざ
る
が
故
に
。
「
下
品
の
一
丈
」
と
は
、
人
天
有
漏
の
苦

果
な
り
。
「
恋
槐
づ
る
心
を
発
し
弾
指
し
て
恥
ぢ
愁
ふ
」
と
は
、
本
一

有
種
子
、
福
智
を
加
行
す
る
な
り
。
遠
く
前
の
罪
を
減
し
、
長
に
後
皿

の
善
を
得
る
な
り
。
「
惣
槐
づ
」
は
、
髪
髪
を
剃
除
り
袈
裟
を
披
著
一

る
な
り
。
「
弾
指
す
」
は
、
罪
を
減
し
福
を
得
る
な
り
。
「
我
れ
身
を

受
く
る
こ
と
た
だ
し
五
尺
余
の
み
有
り
」
と
は
、
「
五
尺
」
は
、
五

趣
の
因
果
な
り
。
「
余
」
は
、
不
定
姓
の
、
心
を
廻
し
て
大
に
向
く

な
り
。
何
を
以
ち
て
の
故
に
。
尺
に
あ
ら
ず
丈
に
あ
ら
ず
、
数
定
ら

い
が
故
な
り
。
ま
た
五
道
の
因
と
為
る
な
り
。
（
中
略
）
「
子
多
数
有

り
」
と
は
、
化
ふ
る
所
の
衆
生
な
り
。
「
養
ふ
物
無
し
」
と
は
、
無

種
性
の
衆
生
は
、
仏
に
成
ら
し
む
る
に
因
無
き
な
り
。
「
食
を
乞
ひ

て
養
ふ
」
と
は
、
人
天
の
種
子
を
得
る
な
り
。
（
下
巻
三
十
八
縁
）
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中
巻
二
十
二
縁
に
は
、
そ
の
殺
害
す
ら
肯
定
さ
れ
る
盗
人
（
一
間
提
の

輩
）
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
「
無
種
姓
」
の
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
五
種
の

分
類
は
景
戒
の
夢
に
留
ま
ら
ず
、
「
霊
異
記
一
全
体
を
実
際
に
覆
う
論
理

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
奇
事
に
ま
つ
わ
る
者
を
種
姓
の
順
に

分
類
す
る
、
い
わ
ば
『
冥
報
記
』
に
似
た
配
列
を
景
戒
が
行
う
能
力
は
十

分にあった。

ま
た
、
例
に
挙
げ
た
中
巻
二
十
二
縁
の
周
辺
に
は
、
仏
像
が
声
を
発
す

る
と
い
、
フ
、
よ
く
似
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
続
い
て
お
り
、
縁
の
内
容
が
配
列

に
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
部
分
的
に
は
散
見
さ
れ
る
。
し
か

し
「
聖
武
天
皇
の
御
世
」
の
出
来
事
で
は
な
い
下
巻
十
七
縁
は
、
同
じ
く

仏
像
が
声
を
発
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
あ
く
ま
で
時

系
列
こ
そ
が
最
大
の
配
列
基
準
で
あ
り
、
内
容
の
近
似
性
な
ど
諸
要
素
に

釈
に
見
え
る
「
不
定
姓
」
は
そ
の
四
番
目
で
、
三
種
の
姓
（
菩
薩
・
独

覚
・
声
問
）
の
ど
れ
に
な
る
か
分
か
ら
ぬ
存
在
で
あ
り
、
「
無
種
姓
」
は

五
番
目
の
、
決
し
て
悟
り
を
開
け
ぬ
存
在
で
あ
る
。
上
品
・
下
品
が
背
丈

の
違
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
文
脈
か
ら
は
、
そ
う
し
た
姓
の
違
い
が
目
に

見
え
る
形
で
も
あ
り
得
る
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

ま
た
彼
の
経
（
※
引
用
者
注
・
浬
藥
経
の
こ
と
）
の
三
十
三
巻
に
云

は
く
．
悶
提
の
輩
は
、
永
く
断
滅
つ
が
故
に
、
是
の
義
を
以
ち
て

の
故
に
、
蟻
子
を
殺
害
す
す
ら
な
ほ
殺
の
罪
を
得
れ
ど
も
一
闘
提
を

殺
す
は
殺
す
罪
有
る
こ
と
無
し
」
と
の
た
ま
ふ
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂

ふ
な
り
此
の
人
は
仏
と
法
と
僧
と
を
誹
誇
り
、
衆
生
の
為
に
法
を
説
か
ず
、
思

義
無
き
が
故
に
、
殺
す
と
も
罪
無
き
な
り
。
（
中
巻
二
十
二
縁
）

『
霊
異
記
』
三
巻
そ
れ
ぞ
れ
は
、
異
な
る
内
容
の
序
を
も
つ
が
、
そ
こ

（６）

に
は
い
ず
れ
も
「
自
土
」
の
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る
。
上
巻
で
は
「
内
経

外
書
」
の
伝
来
と
、
そ
れ
ら
が
共
に
学
び
尊
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯

が
示
さ
れ
て
お
り
、
『
霊
異
記
』
各
縁
に
『
顔
氏
家
訓
」
な
ど
外
典
に
該
（７）

当
す
る
テ
キ
ス
ト
が
多
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
歴
史
的
に
説
明
す
る
形

に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
序
の
末
尾
は
、
他
な
ら
ぬ
「
奇
記
」
の
成
立
と
そ
れ
を
読

む
こ
と
の
功
徳
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
此
れ
ま
た
幌
山
の
一
の
礫

な
り
」
（
同
序
）
な
ど
と
、
「
霊
異
記
』
の
拙
さ
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
、
文

飾
と
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
拙
い
な
が
ら
も
、
『
霊
異
記
』

が
「
内
経
外
典
」
の
歴
史
に
連
な
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っていよう。

そ
し
て
、
『
霊
異
記
』
が
接
続
す
る
の
は
過
去
だ
け
で
は
な
い
。
奇
事

を
記
す
テ
キ
ス
ト
は
、
ま
さ
し
く
「
礫
」
の
よ
う
に
無
数
に
書
か
れ
、
今

優
先
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

景
戒
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
時
系
列
に
こ
だ
わ
る
理
由
は
何
か
、
次
節
で

検
証
し
た
い
。

二
「
徳
」
の
歴
史

原
夫
内
経
外
書
の
日
本
に
伝
り
て
興
り
始
れ
る
代
に
お
ほ
よ
そ
二
時

あ
り
。
み
な
百
済
国
よ
り
将
ち
来
る
。
軽
嶋
豊
明
宮
に
宇
御
め
た
ま

ひ
し
誉
田
天
皇
の
代
に
、
外
書
来
る
。
磯
城
嶋
金
刺
宮
に
宇
御
め
た

ま
ひ
し
欽
明
天
皇
の
代
に
、
内
典
来
る
。
（
上
巻
序
）
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後
も
書
か
れ
続
け
る
こ
と
が
予
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
未
来
の
者
に

行
う
こ
と
を
求
め
る
善
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
配
列
の
問
題
と
絡
め

た
場
合
、
雄
略
か
ら
嵯
峨
ま
で
の
期
間
に
わ
た
る
『
霊
異
記
』
に
対
し

（８）

て
、
以
降
の
奇
事
が
記
さ
れ
る
可
能
性
を
示
す
も
の
と
な
る
。

下
巻
は
仏
の
滅
後
の
正
法
・
像
法
・
末
法
の
区
分
を
語
る
も
の
で
あ

る
。
延
暦
六
年
よ
り
末
法
の
世
に
入
る
と
い
、
フ
記
述
は
、
当
然
な
が
ら
現

在
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
認
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
末
法
の
元
で
は

仏
へ
の
道
が
よ
り
困
難
と
な
る
と
、
景
戒
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

であろう。

し
か
し
そ
れ
は
、
現
世
を
絶
望
す
る
よ
う
な
思
想
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
。
同
じ
序
の
末
尾
で
は
「
羊
僧
景
戒
」
と
名
乗
り
、
自
ら
の
至
ら
な

さ
を
告
白
し
、
下
巻
三
十
八
縁
末
に
も
同
じ
く
自
ら
の
未
熟
が
語
ら
れ
る

が
、
こ
れ
も
現
世
で
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
積
極
性
の
現
わ
れ
で

あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
各
縁
の
登
場
人
物
た
ち
も
、
出
家
在
家
を
問
わ
ず
生

ま
れ
変
わ
り
を
求
め
て
、
現
世
で
積
極
的
に
善
を
行
っ
て
い
る
。
『
日
本

（９）

国
現
報
善
悪
霊
異
記
」
の
「
現
報
」
を
得
る
場
所
は
現
世
以
外
に
な
い
の

である。
末
法
初
年
の
延
暦
六
年
が
、
内
典
の
日
本
伝
来
か
ら
二
百
三
十
六
年
目

既
に
末
劫
に
入
る
。
何
ぞ
仇
め
ざ
ら
む
。
噴
衿
言
れ
側
ぶ
。
那
で
劫

の
災
を
免
れ
む
。
た
だ
し
衆
の
僧
に
一
榑
の
食
を
資
施
さ
ば
、
善
を

修
ふ
福
に
当
来
の
飢
鐘
の
災
の
苦
に
逢
は
ず
。
一
日
の
不
殺
の
戒
を

頼
持
た
ば
、
道
を
行
ふ
力
に
末
劫
の
刀
兵
の
怨
の
害
に
値
は
ず
。

（下巻序）

欽
明
代
に
仏
教
が
伝
来
し
、
「
外
道
」
と
と
も
に
各
天
皇
が
敬
う
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
歴
史
。
天
皇
の
統
治
す
る
世
界
に
は
「
善
と
悪
と
の

表
」
い
う
「
事
」
（
奇
事
の
「
事
」
で
あ
ろ
う
）
が
出
現
す
る
。
中
で
も

聖
武
天
皇
代
の
出
現
数
が
群
を
抜
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
聖
皇

の
徳
」
に
よ
る
と
い
う
。
仏
教
に
帰
依
す
る
一
方
で
、
世
界
に
徳
を
与
え

る
特
異
な
天
皇
像
が
こ
こ
に
窺
え
る
。

（Ⅲ）

新
川
登
亀
男
氏
は
こ
れ
を
、
鎮
護
国
家
と
い
う
思
考
体
系
に
基
づ
く
も

の
と
指
摘
す
る
。
仏
教
を
天
皇
の
統
治
体
系
の
側
に
組
み
込
む
た
め
の
鍵

が
徳
で
あ
り
、
そ
し
て
「
天
」
で
あ
っ
た
。

と
記
述
さ
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
内
典
が
伝
来
し
た
欽
明
天
皇
代

は
、
日
本
が
仏
を
中
心
と
す
る
世
界
に
組
み
込
ま
れ
た
起
源
と
い
う
意
味

で
、
総
て
の
序
に
お
い
て
画
期
と
さ
れ
る
。
日
付
へ
の
こ
だ
わ
り
が
信
仰

上
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
確
に
な
る
。

中
巻
序
は
、
奇
事
（
表
）
出
現
を
め
ぐ
る
歴
史
で
あ
る
。

た
だ
し
是
の
天
皇
の
代
に
録
す
所
の
善
と
悪
と
の
表
の
多
数
な
る

は
、
聖
皇
の
徳
に
由
る
。
顕
る
る
事
最
多
く
、
漏
る
る
事
□
□
□

（
※
破
損
）
、
今
聞
く
所
に
随
ひ
て
し
ば
ら
く
載
さ
ま
く
の
み
。
（
中

巻序）
夫
れ
善
と
悪
と
の
表
相
現
れ
む
と
す
る
時
に
、
彼
の
善
と
属
と
の
表

相
は
ま
づ
兼
ね
て
物
の
形
と
な
り
、
天
下
の
国
を
周
行
き
て
歌
味
ひ

て
示
す
。
時
に
天
下
の
国
の
人
彼
の
歌
の
音
を
聞
き
て
味
を
出
し
て

伝
へ
通
ふ
な
り
。
（
下
巻
三
十
八
縁
）
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「
善
と
悪
と
の
表
相
」
が
現
ず
る
「
天
下
」
と
は
、
後
に
「
諾
楽
宮
に

二
十
五
年
天
下
治
め
た
ま
ひ
し
勝
宝
応
真
太
上
天
皇
の
代
」
（
同
縁
）
な

ど
と
も
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
の
統
治
す
る
世
界
で
あ
る
。
「
天
朝
」
「
聖

朝
」
な
ど
と
も
記
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
天
皇
世
界
を
指
す
表
現
に
つ
い
て
石

（Ⅱ）

井
公
成
氏
は
、
仏
教
の
守
護
神
と
し
て
の
諸
天
と
感
応
し
、
そ
の
意
志
を

持
つ
「
天
」
皇
像
を
示
す
も
の
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
天
皇
と
い
う
統
治
者

名
が
、
『
霊
異
記
」
に
あ
っ
て
は
文
字
通
り
人
々
を
見
下
ろ
す
「
天
」
の

王
と
解
釈
さ
れ
、
守
護
神
と
重
な
る
形
で
世
界
に
徳
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
中
巻
一
縁
に
お
い
て
、
長
屋
王
の
謀
叛
を
聞
い
た
聖
武
天
皇
が
「
天

心
に
順
怒
」
る
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
「
天
下
」
な
ど
の
用
語
は
、
仏
典
で
は
な
く
中
国
史
書
を

起
源
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
忠
臣
の
大
神
高
市
万
侶
に
「
諸

の
天
感
応
」
す
る
上
巻
第
二
十
五
縁
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
堯
舜
の
故
事

で
説
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
へ
中
国
の
天
命
思
想
を
受
け
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
「
天
感
き
て
道
を
済
ふ
」
（
下
巻
六
縁
）
は
、
「
天
」
と

「
道
」
を
表
現
に
も
ち
な
が
ら
も
「
魚
化
り
て
経
と
成
り
」
と
対
と
な
り
、

仏
の
力
を
示
す
。
下
巻
三
十
八
縁
の
「
天
下
」
も
、
同
縁
の
夢
解
釈
に
み

え
る
「
人
天
有
漏
」
の
「
天
」
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
天
命

思
想
で
は
語
り
き
れ
な
い
面
を
も
っ
て
い
る
。
「
天
年
聡
明
」
（
中
巻
八

縁
）
「
天
年
邪
見
」
（
中
巻
十
縁
）
な
ど
も
、
天
命
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

と
い
う
解
釈
の
一
方
で
、
法
相
の
「
無
種
姓
」
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が

可能である。

「
天
に
槐
ぢ
人
に
葱
ぢ
て
事
を
忍
び
事
を
忘
れ
よ
」
（
中
巻
序
）
と
あ
る

『
霊
異
記
』
の
「
天
」
と
は
、
彌
勒
の
「
兜
率
天
」
（
下
巻
八
縁
）
や
「
天

上
の
宝
堂
」
（
下
巻
序
）
な
ど
経
典
世
界
に
お
け
る
天
上
世
界
の
イ
メ
ー

ジ
と
、
中
国
的
な
「
天
」
が
混
じ
り
合
う
、
特
異
な
世
界
を
形
成
し
て
い

る
。
そ
、
フ
し
た
「
天
」
の
側
か
ら
「
自
土
」
を
統
治
す
る
王
が
、
「
霊
異

記
』
の
天
皇
像
で
あ
る
。

「
自
土
」
の
奇
事
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
与
え
る
天
皇
が
い

か
に
仏
法
を
尊
び
、
優
れ
た
徳
を
も
っ
て
い
た
か
が
重
要
と
な
る
。
同
時

に
奇
事
が
天
皇
の
具
体
的
な
徳
に
よ
っ
て
出
現
す
る
以
上
、
景
戒
が
「
誠

に
知
」
り
記
す
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
固
有
の
領
域
に
踏
み
込
む

（旧）

こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
改
め
て
各
縁
を
検
証
す
る
と
、
そ
こ
に
は
過

剰
な
ま
で
の
日
付
へ
の
こ
だ
わ
り
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

例
え
ば
下
巻
三
十
八
縁
に
お
い
て
、
自
身
の
噺
槐
（
第
一
の
夢
）
の
期

日
を
「
延
暦
六
年
丁
卯
秋
九
月
朔
四
日
甲
寅
酉
」
と
ま
で
詳
細
に
記
す
こ

と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
日
付
が
桓
武
天
皇
の
固
有
性
に
関
わ
る
事
柄
だ
か

ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
中
巻
序
に
書
か
れ
て
い
る
世
界
観
を
、
こ
こ
で
愉

悦
と
い
う
体
験
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
奇
事
と
し
て
そ
れ
を
記
す
瞬
間

に
、
景
戒
は
桓
武
の
徳
を
も
知
る
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
徳
を
記
す
た
め
に
は
、
中
巻
序
の
聖
武
（
あ
る
い
は
下
巻
三
十
九
縁

の
嵯
峨
）
の
よ
う
な
一
般
的
説
明
で
は
な
く
、
漸
槐
と
い
う
奇
事
に
固
有

な
天
皇
と
の
関
係
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
日
付
を
お
い
て

他
に
な
い
。
天
皇
の
在
位
順
に
奇
事
を
配
置
し
、
そ
の
出
現
順
を
忠
実
に

再
現
し
な
け
れ
ば
、
天
皇
の
徳
に
応
じ
た
奇
事
出
現
を
記
し
得
な
か
っ
た

のではないか。

し
か
し
そ
う
し
て
選
択
さ
れ
た
配
列
は
、
実
際
に
は
奇
事
（
表
）
の
多

寡
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
奇
事
出
現
が
増
え
れ
ば
仏
の
世
界
へ
の
生
ま
れ
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変
わ
り
が
容
易
に
な
る
、
と
い
っ
た
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
。
聖
武
と

い
う
「
聖
皇
」
が
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
奇
事
は
嵯
峨
に
至
る
ま
で
生
ま

れ
続
け
、
そ
の
集
積
で
あ
る
『
霊
異
記
』
が
「
一
の
礫
」
で
し
か
な
い
以

上
、
今
後
も
天
皇
の
統
治
世
界
が
続
く
限
り
、
や
は
り
奇
事
は
生
ま
れ
続

け
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
『
霊
異
記
」
の
特
異
な
配
列
が
、
景
戒
の
意
図
す
る
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
景
戒
自
身
や
読
者
に
、
「
誠
に
知
る
」
こ
と
の

蓄
積
や
深
ま
り
を
見
出
さ
せ
な
い
と
い
、
７
効
果
が
あ
る
だ
ろ
、
７
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
通
常
の
「
編
纂
」
に
お
い
て
は
考
え
が
た
い
意
図
で
あ
る

が
、
景
戒
の
宗
教
実
践
と
し
て
書
く
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の

問
題
に
迫
る
た
め
に
は
、
景
戒
の
体
験
の
内
実
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

かづい。「
霊
異
記
』
に
は
、
景
戒
自
身
が
住
む
現
世
の
他
に
、
幾
つ
か
の
周
辺

世
界
が
登
場
す
る
。
「
誠
に
知
る
」
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
周
辺
世
界
を

明
ら
か
に
す
る
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。

天
皇
聞
き
た
ま
ひ
て
、
施
皎
僧
頭
を
請
へ
て
、
詔
し
て
言
は
く
「
世

間
の
衆
生
、
地
獄
に
至
り
て
苦
を
受
く
る
こ
と
、
二
十
余
年
を
経
て

免
る
や
い
な
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
僧
頭
答
へ
て
日
さ
く
「
苦
を
受
く

る
始
な
り
。
何
を
以
ち
て
か
爾
れ
を
知
る
。
人
間
の
百
年
を
以
ち
て

地
獄
の
一
日
一
夜
と
す
。
故
に
い
ま
だ
免
れ
ず
」
と
ま
う
す
。
（
下

巻三十五縁）

三
周
辺
世
界
を
知
る
こ
と
の
意
味

中
巻
七
縁
の
智
光
は
、
地
獄
へ
向
か
う
途
中
で
西
の
方
に
金
の
楼
閣
を

見
る
。
そ
れ
は
行
基
「
菩
薩
」
が
生
ま
れ
変
わ
っ
て
住
む
予
定
の
宮
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
頓
死
に
よ
っ
て
体
験
可
能
な
世
界
が
単
に
地
獄
に

留
ま
ら
な
い
こ
と
も
分
か
る
。

こ
う
し
た
頓
死
と
蘇
生
に
よ
る
冥
界
訪
問
自
体
は
、
類
型
化
さ
れ
て
さ

ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
出
せ
る
。
し
か
し
景
戒
が
「
来
り
生
れ
む
」

と
い
う
生
ま
れ
変
わ
り
を
意
図
し
て
い
た
以
上
、
そ
れ
は
単
な
る
話
型
と

し
て
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
文
字
通
り
、
一
時
的
に
現
世
か
ら

意
識
を
切
り
離
し
、
異
世
界
に
触
れ
る
と
い
う
宗
教
的
な
体
験
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

実
際
に
、
中
巻
七
縁
で
智
光
が
「
行
基
菩
薩
を
信
ひ
、
明
に
聖
人
な
る

こ
と
を
知
る
」
こ
と
は
、
頓
死
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
体
験
の

リ
ア
リ
テ
ィ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
下
巻
三
十
五
縁
も
、
蘇
生
者
の

語
り
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
、
天
皇
を
動
か
す
こ
と
は
頓
死
と
い
う
実
践

地
獄
・
冥
界
が
登
場
す
る
話
は
多
い
。
下
巻
三
十
五
縁
で
は
そ
の
世
界

が
「
黄
泉
」
と
も
表
現
さ
れ
、
頓
死
に
よ
っ
て
一
時
的
に
訪
問
可
能
な
世

界
と
さ
れ
る
。
地
獄
の
特
徴
は
こ
の
よ
う
に
往
来
可
能
で
あ
る
こ
と
と
、

そ
れ
故
に
具
体
的
描
写
が
な
さ
れ
る
点
に
あ
ろ
う
。

西
に
向
き
て
往
き
、
前
の
路
を
見
れ
ば
金
の
楼
閣
有
り
。
問
ひ
て
い

は
く
「
是
れ
何
の
宮
ぞ
」
と
い
ふ
。
答
へ
て
日
は
く
「
葦
原
国
に
名

と
聞
と
あ
る
智
し
き
者
、
何
故
ぞ
知
ら
ざ
る
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、

行
基
菩
薩
の
来
り
生
れ
む
宮
な
り
」
と
い
ふ
。
（
中
巻
七
縁
）
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と
こ
ろ
で
、
頓
死
に
よ
る
冥
界
訪
問
は
、
地
獄
へ
向
か
う
こ
と
が
必
ず

し
も
「
死
」
と
同
義
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の

が
中
巻
十
縁
で
あ
る
。
こ
の
縁
で
は
、
「
天
年
邪
見
に
し
て
因
果
を
信
は

ず
」
と
い
う
男
が
突
然
炎
に
包
ま
れ
て
死
ぬ
の
だ
が
、
「
地
獄
は
現
に
在

り
」
と
い
う
表
現
は
、
景
戒
の
住
む
現
世
が
そ
の
ま
ま
地
獄
と
な
り
う
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

世
界
が
突
然
地
獄
に
切
り
替
わ
る
。
そ
れ
は
地
底
世
界
と
い
っ
た
、
現

世
と
の
距
離
で
示
さ
れ
る
異
界
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
の
感
覚
次
第
で
世
界

が
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
。
頓
死
と
は
、
そ
う
い
う
感
覚
の
転
換
が
な
さ

れ
た
者
の
肉
体
を
、
現
世
の
側
か
ら
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
感
知
可
能
な
異
世
界
に
、
「
聖
」
で
あ
り
「
菩
薩
」
で
あ
る

行
基
の
宮
が
含
ま
れ
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
霊
異
記
』
に

登
場
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
菩
薩
」
、
あ
る
い
は
「
聖
」
の
聖
性
が
、
異
世

界
の
自
在
な
知
覚
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

に
し
か
な
い
。

賛
に
日
は
く
「
嵯
呼
、
慶
し
き
か
な
、
三
間
名
干
伎
の
氏
の
大
徳
、

内
に
聖
の
心
を
密
し
、
外
に
凡
の
形
を
現
す
。
俗
に
著
き
色
に
触
れ

た
れ
ど
も
戒
の
珠
を
染
め
ず
。
没
に
臨
み
て
西
に
向
ひ
、
神
を
走
せ

て
異
を
示
す
」
と
い
ふ
。
誠
に
知
る
、
是
れ
聖
に
し
て
凡
に
あ
ら
ざ

誠
に
知
る
、
地
獄
は
現
に
在
り
因
果
を
信
ふ
く
し
、
烏
の
如
く
あ
る

べ
か
ら
ず
、
烏
は
己
が
児
を
慈
び
て
他
児
を
食
ふ
、
慈
悲
無
き
者
は

人
な
り
と
い
ふ
と
も
烏
の
如
し
、
と
。
（
中
巻
十
縁
）

上
巻
三
十
縁
に
は
「
生
れ
」
る
べ
き
世
界
が
、
西
方
浄
土
を
含
め
て
列

挙
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
異
世
界
の
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
現
世
と
の
往
還

が
可
能
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
「
聖
」
の
能
力
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
景
戒
自
身
が
得
よ
う
と
し
て
い
る

能
力
で
あ
る
。

こ
の
「
西
の
方
の
極
楽
」
や
「
西
方
の
安
楽
国
」
（
賊
）
な
ど
、
景
戒

に
は
西
方
往
生
の
願
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
同
時
代
の
善
珠

『
唯
識
義
燈
増
明
記
』
な
ど
、
法
相
を
学
ぶ
日
本
僧
の
テ
キ
ス
ト
に
も
西

（旧）

方
往
生
の
願
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
景
戒
が
同
時
代
の
法
相
僧
と
共
通

「
聖
」
の
発
見
を
記
す
縁
は
、
上
巻
四
縁
を
は
じ
め
と
し
て
多
い
が
、

中
で
も
下
巻
三
十
一
縁
は
そ
の
証
が
西
方
往
生
で
あ
る
点
で
、
西
に
あ
る

宮
に
「
来
り
生
れ
む
」
行
基
と
共
通
す
る
面
が
あ
る
。

爾
に
言
提
流
に
、
手
を
授
け
て
勧
め
む
と
欲
ひ
、
足
を
濡
し
て
導
か

む
と
欲
ふ
。
庶
は
く
は
地
を
掃
き
て
共
に
西
の
方
の
極
楽
に
生
れ
、

巣
を
傾
け
て
同
じ
く
天
上
の
宝
堂
に
住
ま
む
と
ね
が
ふ
。
（
下
巻
序
）

経
を
読
ま
し
む
る
者
は
東
方
の
金
の
宮
に
住
み
、
後
に
願
に
随
ひ
て

天
に
生
れ
、
仏
菩
薩
を
造
る
者
は
西
方
の
無
量
寿
浄
土
に
生
れ
、
生

を
放
つ
者
は
北
方
の
無
量
浄
土
に
生
れ
、
一
日
斎
食
す
る
者
は
十
年

の
糧
を
得
む
」
と
い
ふ
。
（
上
巻
三
十
縁
）

る
こ
と
を
。
（
下
巻
三
十
縁
）
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す
る
世
界
観
を
も
っ
て
い
た
証
左
と
な
る
言
う
。
た
だ
し
「
天
上
の
宝
堂
」

と
い
う
表
現
や
、
上
巻
三
十
縁
の
列
挙
を
見
る
限
り
、
景
戒
は
必
ず
し
も

阿
弥
陀
浄
土
の
み
を
願
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
中
巻
七
縁
の
夢
に
お
い
て
、
行
基
の
宮
と
地
獄
の
門
の
位
置

（Ⅲ）

関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
経
典
な
ど
で
補
足
し
な
が
ら
整
理
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、
智
光
が
見
た
ま
ま
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
態
度

は
、
周
辺
世
界
は
頓
死
な
ど
を
通
し
て
断
片
的
に
知
り
得
る
も
の
で
し
か

な
い
と
い
う
、
景
戒
の
認
識
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
霊
異
記
』
を
記
す
時
点
で
の
景
戒
に
は
、
西
方
か
天
上
か
と

い
っ
た
選
択
は
不
可
能
で
あ
り
、
た
だ
現
世
を
超
え
る
諸
世
界
に
生
ま
れ

変
わ
り
、
自
ら
「
聖
」
と
な
ろ
う
と
す
る
意
志
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る

含
霊
異
記
』
の
読
者
も
同
様
に
想
定
さ
れ
る
）
。
従
っ
て
「
聖
」
を
目
指

す
実
践
に
は
、
単
に
悪
を
排
し
善
を
行
う
の
み
な
ら
ず
、
諸
世
界
の
姿
を

具
体
的
に
知
る
必
要
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
聖
」
と
の
出
会
い
が
求

め
ら
れ
る
理
由
は
、
彼
ら
の
周
囲
に
生
じ
る
奇
事
を
通
し
て
、
諸
世
界
の

像
を
「
誠
に
知
る
」
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
『
霊
異
記
」
に
登
場
す
る
世
界
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一

切
そ
の
内
実
が
示
さ
れ
な
い
も
う
一
つ
の
世
界
に
つ
い
て
、
最
後
に
考
察

す
る
こ
と
に
な
る
。

四
不
可
知
の
「
法
身
」

先
に
取
り
上
げ
た
中
巻
二
十
二
縁
の
よ
う
に
、
仏
像
が
声
を
発
す
る
話

が
『
霊
異
記
」
に
は
多
い
。
そ
の
中
の
幾
つ
か
に
は
、
「
聖
の
霊
」
な
る

表
現
が
見
え
る
。

（喝）

既
に
八
重
樫
直
比
古
氏
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
『
霊
異
記
」
に

お
い
て
仏
像
・
絵
（
・
経
典
）
・
人
間
は
、
「
霊
」
の
容
器
と
し
て
等
質
と

見
ら
れ
る
面
が
あ
る
。
同
じ
く
「
菩
薩
」
が
、
観
音
な
ど
の
存
在
か
ら
行

基
、
「
舎
利
菩
薩
」
（
下
巻
十
九
縁
）
ま
で
を
幅
広
く
指
す
表
現
で
あ
る
よ

う
に
、
「
聖
」
と
は
現
世
に
お
い
て
目
に
見
え
る
姿
に
対
す
る
呼
称
で
は

な
く
、
そ
れ
ら
に
宿
る
心
霊
の
呼
称
で
あ
る
。

そ
ん
な
一
例
で
あ
る
下
巻
二
十
八
縁
に
、
「
法
身
」
と
い
う
表
現
が
見

え
る
。
仏
の
三
身
（
正
身
・
応
身
・
法
身
）
の
中
で
、
上
巻
六
縁
の
「
応

化
」
な
ど
、
現
世
に
仮
に
姿
を
あ
ら
わ
す
「
応
身
」
に
当
た
る
例
は
少
な

く
な
い
。
そ
も
そ
も
「
聖
」
や
「
菩
薩
」
な
ど
、
器
を
通
し
て
目
に
す
る

こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
応
身
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

対
し
て
「
法
身
」
は
、
一
般
に
は
現
世
に
姿
を
見
せ
な
い
も
の
と
さ
れ

つ（》。

定
め
て
知
る
、
聖
其
の
悪
を
綴
め
む
と
し
て
是
の
瑞
を
示
す
、
至
誠

灌
る
べ
し
、
聖
の
霊
無
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
。
（
中
巻
二
十
二
縁
）

木
は
是
れ
心
無
し
。
何
に
ぞ
声
を
出
さ
む
。
た
だ
し
聖
の
霊
の
示
る

る
な
り
。
更
に
疑
ふ
く
か
ら
ざ
る
な
り
。
（
中
巻
二
十
六
縁
）

夫
れ
聞
く
な
ら
く
、
仏
は
肉
の
身
に
あ
ら
ず
。
何
に
ぞ
痛
み
病
む
こ

と
有
ら
む
、
と
。
誠
に
知
る
、
聖
の
心
に
示
現
る
る
な
り
と
い
ふ
こ

と
を
。
仏
の
滅
後
な
り
と
い
へ
ど
も
、
法
身
は
常
に
存
り
、
常
に
住

り
た
ま
ひ
て
易
ら
ず
。
更
に
疑
ふ
こ
と
な
か
れ
・
（
下
巻
二
十
八
縁
）

定
め
て
知
る
、
そ
の
鷺
と
見
ゆ
る
者
は
現
実
の
鷺
に
あ
ら
ず
し
て
観
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幾
つ
か
例
を
挙
げ
た
が
、
「
法
身
」
「
理
法
身
」
の
「
法
」
「
理
」
が
示

す
よ
う
に
、
こ
れ
は
身
体
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
絶
対
的
真
理

そ
の
も
の
の
呼
称
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
「
目
に
見
ず
と
い
ふ
と
も
威
力

無
き
に
あ
ら
ず
」
（
中
巻
三
十
七
縁
）
と
あ
る
「
威
力
」
の
源
泉
で
あ
り
、

中
巻
十
七
縁
で
は
観
音
の
応
身
を
出
現
さ
せ
、
中
巻
二
十
三
縁
な
ど
で
は

仏
像
に
声
を
あ
げ
さ
せ
る
な
ど
、
奇
事
そ
の
も
の
を
出
現
さ
せ
る
。
下
巻

三
十
八
縁
に
記
さ
れ
る
景
戒
の
夢
解
釈
に
お
い
て
、
「
観
音
の
無
縁
の
大

悲
、
法
界
に
馳
せ
て
、
有
情
を
救
ふ
な
り
」
と
表
現
さ
れ
る
「
法
界
」

が、その正体であるミフ。

し
か
し
下
巻
二
十
八
縁
で
は
、
仏
像
と
い
う
容
器
に
宿
る
「
聖
の
心
」

と
の
出
逢
い
が
「
法
身
」
存
在
へ
の
確
信
に
至
る
形
で
あ
り
、
間
接
的
に

で
は
あ
る
が
「
法
身
」
を
見
た
か
の
よ
う
な
体
験
に
な
っ
て
い
る
。
中
巻

二
十
三
縁
も
、
見
え
な
い
は
ず
の
世
界
か
ら
示
さ
れ
た
奇
異
で
あ
っ
て
、

景
戒
は
そ
の
体
験
を
「
誠
に
知
る
」
の
で
あ
る
。

「
法
身
」
と
は
現
世
だ
け
で
は
な
く
、
西
方
浄
土
・
地
獄
な
ど
描
写
可

（旧）

能
な
全
世
界
と
も
性
格
を
異
に
す
る
。
従
っ
て
、
頓
死
な
ど
の
方
法
で
訪

音
の
変
化
な
り
、
と
。
更
に
疑
ふ
こ
と
な
か
れ
。
浬
藥
経
に
説
き
た

ま
ふ
が
如
し
「
仏
の
滅
後
と
い
へ
ど
も
、
法
身
常
に
存
る
」
と
と
き

た
ま
ふ
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。
（
中
巻
十
七
縁
）

夫
れ
理
法
身
の
仏
は
、
血
肉
の
身
に
あ
ら
ず
。
何
に
ぞ
痛
む
所
有
ら

む
。
た
だ
常
住
不
変
を
示
す
所
以
な
り
。
是
れ
ま
た
奇
異
し
き
事
な

り
。
（
中
巻
二
十
三
縁
）

誠
に
知
る
、
理
智
の
法
身
は
常
住
無
き
に
あ
ら
ず
、
信
は
ぬ
衆
生
に

知
ら
し
め
む
が
為
に
示
す
所
な
り
と
。
（
中
巻
三
十
六
縁
）

「
霊
異
記
」
の
各
縁
す
べ
て
が
、
信
仰
に
応
じ
て
生
じ
た
奇
瑞
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
「
戯
遊
れ
て
木
を
剋
」
む
村
童
（
下
巻
二
十
九
縁
）
を

は
じ
め
、
偶
然
か
ら
生
じ
た
も
の
も
あ
る
。
「
法
身
」
が
こ
ち
ら
の
理
解

を
超
え
て
い
る
以
上
、
奇
瑞
を
生
じ
さ
せ
る
定
ま
っ
た
方
法
が
な
い
の
は

当
然
だ
が
、
多
い
の
は
や
は
り
当
人
の
信
仰
心
に
応
じ
た
例
で
あ
る
。
下

問
す
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
ず
、
日
本
か
ら
の
距
離
で
示
さ
れ
る
場
所
で

も
な
い
。
あ
く
ま
で
「
血
肉
の
身
に
あ
ら
ず
」
と
断
わ
り
が
あ
る
よ
う

に
、
体
験
可
能
な
も
の
は
「
法
身
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
力
に
よ

っ
て
変
容
さ
せ
ら
れ
た
奇
事
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
現
世
を
変
容
さ
せ
る
力
と
し
て
事
後
的
に
推
定
さ
れ
る
世
界

に
対
し
て
、
景
戒
が
抱
け
る
も
の
は
存
在
へ
の
「
信
」
だ
け
で
あ
っ
て
、

知
識
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
点
も
、
注
意
さ
れ
ね
ば
な

（、）

ら
な
い
。
「
信
」
は
掴
み
所
の
な
い
状
況
証
拠
か
ら
し
か
生
じ
得
な
い
と

い
う
、
仏
の
道
へ
向
か
う
こ
と
の
難
し
さ
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
「
法
身
」
が
現
世
に
影
響
を
与
え
た
瞬
間
に
奇
事
が
出
現

す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
奇
事
を
知
り
、
書
き
記
し
、
読
む
こ
と
が
、

「
信
」
を
高
め
る
と
同
時
に
、
次
の
奇
事
へ
の
出
逢
い
を
促
す
こ
と
に
も

な
ろ
う
。
次
の
一
節
は
、
そ
ん
な
往
還
作
業
を
窺
わ
せ
る
。

故
に
定
め
て
知
る
、
大
乗
の
神
呪
の
奇
異
し
き
力
と
病
人
の
行
者
の

功
を
積
め
る
徳
と
な
り
、
と
い
ふ
こ
と
を
。
「
無
縁
の
大
悲
を
至
り

て
感
る
者
は
、
異
し
き
形
を
播
て
む
。
無
相
の
妙
智
を
深
く
信
ふ
者

は
、
明
な
る
色
を
呈
さ
む
」
と
い
ふ
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

（下巻三十四縁）
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巻
三
十
四
縁
は
腫
瘍
を
病
む
女
が
行
者
と
と
も
に
経
を
読
み
続
け
た
結

果
、
あ
る
日
突
然
治
癒
し
た
と
い
う
話
で
あ
り
、
信
仰
す
る
者
が
奇
事
を

通
し
て
さ
ら
に
そ
の
念
を
強
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

景
戒
自
身
に
と
っ
て
も
、
「
誠
に
知
る
」
と
い
う
奇
事
を
記
す
こ
と
で
、

霊
夢
（
こ
れ
も
奇
事
で
あ
る
）
に
始
ま
っ
た
仏
へ
の
信
仰
を
高
め
る
意
味

が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
誠
に
知
る
」
こ

と
は
、
「
法
身
」
の
不
可
知
性
を
知
る
過
程
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
奇
事

が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
を
出
現
さ
せ
る
力
は
具
体
像
を
失
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
不
可
知
性
を
損
な
わ
ず
、
未
来
の
読
者
に
対
し
て
も
同
様
に
示
す

方
法
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
分
類
し
な
い
こ
と
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
奇
事
は
「
法
身
」
の
側
か
ら
で
な
け
れ
ば
分
類
不
可
能

なのである。

以
上
、
「
霊
異
記
』
各
縁
の
配
列
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
大
き
く
二

つ
の
問
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
つ
は
、
時
系
列
に
よ
っ
て
並
べ
る
理

由
が
、
天
皇
の
「
徳
」
に
よ
っ
て
奇
事
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
、
景
戒

の
歴
史
認
識
に
関
わ
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
日
付
へ
の
こ
だ
わ

り
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
未
来
の
奇
事
出
現
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な

り
、
『
霊
異
記
』
自
体
が
完
結
し
な
い
テ
キ
ス
ト
と
い
う
性
格
を
帯
び
る

り
、
『
霊
異
記
」

こ
と
に
な
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
「
法
身
」
と
い
う
見
え
な
い
力
に
よ
っ
て
現
世
が
変
容

し
、
奇
事
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
世
界
観
に
よ
っ
て
『
霊
異
記
」
が
成

お
わ
り
に

り
立
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
景
戒
は
そ
れ
ら
奇
事
を
「
誠
に
知
る
」
体
験

と
し
て
テ
キ
ス
ト
に
記
し
、
各
縁
の
登
場
人
物
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
体
験
を
通
し
て
「
法
身
」
存
在
へ
の
「
信
」
を
獲
得
す
る
が
、
同
時

に
「
法
身
」
の
不
可
知
性
を
も
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

結
局
、
景
戒
の
記
す
現
世
で
は
、
ど
こ
に
奇
事
が
出
現
す
る
か
全
く
判

ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
世
の
身
分
や
地
位
が
生
ま
れ
変
わ
り
を
保

証
す
る
こ
と
も
な
く
、
戯
れ
る
子
供
と
官
寺
の
僧
侶
す
ら
同
列
で
語
ら
れ

る
上
に
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
「
不
可
知
を
知
る
」
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て

『
霊
異
記
」
は
、
お
よ
そ
生
ま
れ
変
わ
り
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
た
り
得
な
い
、

不
十
分
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

し
か
し
景
戒
は
そ
れ
を
、
過
去
の
『
冥
報
記
』
『
般
若
験
記
』
か
ら
、

未
来
の
「
奇
記
」
へ
と
い
う
歴
史
の
中
に
位
置
付
け
る
．
仏
を
知
り
、

「
信
」
を
得
る
宗
教
実
践
と
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
し
か
な
い
と
い
う
積

極
的
な
意
志
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

尽
き
る
こ
と
の
な
い
奇
事
を
間
違
い
な
く
記
す
方
法
は
、
た
だ
出
現
の

順
に
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
「
編
纂
」
の
放
棄
で
は
な

く
、
景
戒
が
宗
教
実
践
と
し
て
『
霊
異
記
』
を
書
く
唯
一
の
選
択
肢
だ
っ

たのではなかろ富フか。

『
日
本
霊
異
記
」
本
文
は
新
日
本
古
典
大
系
本
の
書
き
下
し
に
拠
っ
た

が
、
一
部
私
に
改
変
し
た
。

補
注（

１
）
出
雲
路
修
「
《
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
》
の
編
纂
意
識
」
（
『
説
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話
集
の
世
界
」
一
九
八
八
）
は
『
霊
異
記
』
を
〈
現
報
善
悪
〉
と

〈
霊
異
〉
の
記
録
と
理
解
す
る
が
、
根
拠
と
さ
れ
る
賊
も
、
「
録
霊

奇
」
に
よ
っ
て
「
僕
善
憾
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
並
立
す
る
理

由
は
な
い
と
考
え
る
。

（
２
）
『
冥
報
記
』
現
存
本
は
三
巻
本
だ
が
、
二
巻
・
十
巻
本
の
存
在
が

知
ら
れ
、
体
裁
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
（
三
田
明
弘
「
解

題
壹
〈
報
記
」
と
作
者
唐
臨
に
つ
い
て
」
説
話
研
究
会
編
『
冥
報

記
の
研
究
第
一
巻
』
一
九
九
九
）
。
た
だ
し
唐
の
司
法
官
で
あ
る

唐
臨
が
、
官
僚
の
立
場
か
ら
分
類
を
行
う
こ
と
に
は
蓋
然
性
が
あ
る

、『ノ○

（
３
）
『
般
若
験
記
（
金
剛
般
若
経
集
験
記
こ
は
卍
続
蔵
経
所
収
本
を
参

照。
（
４
）
山
口
敦
史
「
日
本
霊
異
記
と
中
国
六
朝
思
想
ｌ
悔
過
・
繊
悔
・
漸

塊
ｌ
」
亀
大
東
文
化
大
学
・
日
本
文
学
論
集
一
四
』
一
九
九
○
）
な

ど。
（
５
）
基
『
成
唯
識
論
述
記
」
な
ど
に
示
さ
れ
る
概
念
。

（
６
）
一
般
に
「
自
士
」
は
天
竺
・
晨
旦
と
等
質
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
識

と
し
て
説
か
れ
る
が
、
天
皇
統
治
の
「
自
土
」
を
他
国
よ
り
上
位
に

置
こ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
吉
津
宜
英
氏
や
石
井
公
成
氏
な
ど
華
厳
研
究
の
側
か
ら
は
、
奈
良

仏
教
が
新
羅
仏
教
の
影
響
下
に
、
異
な
る
教
義
を
否
定
せ
ず
に
認
め

る
（
和
合
・
和
評
）
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
霊
異
記
』
は
元
曉
『
浬
藥
宗
要
』
や
大
賢
『
梵
網
経
古
迩
記
」
な

ど
を
元
に
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
り
、
そ
う
し
た
思
想
下
の
テ

キ
ス
ト
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
吉
津
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研

究
』
（
一
九
九
一
）
、
同
「
全
一
の
イ
デ
ア
」
会
鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀

記
念
「
華
厳
学
論
集
」
」
一
九
九
七
）
、
石
井
『
華
厳
思
想
の
研
究
」

（
一
九
九
六
）
な
ど
参
照
。

（
８
）
出
雲
路
注
１
な
ど
従
来
の
配
列
論
は
、
未
来
の
読
者
に
よ
る
奇
事

の
収
集
や
善
行
も
を
前
提
と
す
る
『
霊
異
記
』
を
、
完
結
し
た
テ
キ

ス
ト
と
し
て
扱
う
点
で
限
界
が
あ
る
。

（
９
）
生
ま
れ
変
わ
り
（
往
生
）
と
輪
廻
は
全
く
異
な
る
概
念
で
あ
る
。

前
世
・
来
世
が
現
世
の
時
間
的
延
長
上
に
過
ぎ
な
い
か
ら
こ
そ
、

「
現
報
善
悪
」
の
名
を
も
つ
。

（
皿
）
新
川
登
亀
男
「
伎
楽
の
演
出
と
観
劇
」
含
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表

現
』
一
九
九
九
）
。
石
井
公
成
「
聖
武
天
皇
の
詔
勅
に
見
え
る
誓
願

と
呪
誼
」
（
『
華
厳
思
想
の
研
究
』
一
九
九
六
）
も
参
考
に
な
る
。

（
、
）
石
井
公
成
「
感
応
す
る
天
Ｉ
『
日
本
霊
異
記
」
の
重
層
信
仰
１

１
」
（
『
駒
沢
短
期
大
学
研
究
紀
要
二
七
』
一
九
九
九
）
。
な
お
石
井

氏
は
『
霊
異
記
」
各
縁
が
「
天
に
鳴
る
雷
神
」
に
始
ま
り
「
聖
の

君
」
に
終
わ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
テ
キ
ス
ト
の
完
結
性
と
は
別

に
、
『
霊
異
記
」
を
書
き
終
え
る
た
め
の
論
理
と
し
て
理
解
し
う
る
。

（
岨
）
上
田
設
夫
「
日
本
霊
異
記
の
文
体
に
関
す
る
一
試
論
」
亀
古
代
説

話
の
論
」
一
九
九
四
）
で
は
、
中
巻
の
文
体
が
他
と
異
な
る
古
い
も

の
と
指
摘
し
、
「
聖
武
朝
を
聖
朝
と
見
る
歴
史
観
」
故
に
伝
統
的
な

文
体
を
選
択
し
た
と
述
べ
る
。
天
皇
の
固
有
性
を
記
述
す
る
方
法
と

し
て
捉
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

（
過
）
善
珠
『
唯
識
義
燈
増
明
記
』
に
は
「
共
に
西
方
の
安
楽
国
に
生

れ
」
と
、
『
霊
異
記
」
と
極
め
て
近
い
表
現
が
み
え
、
彼
の
弟
子
昌

海
も
『
西
方
念
仏
集
』
と
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
記
し
た
ら
し
い
（
散

逸
）
。
善
珠
及
び
法
相
の
世
界
観
に
つ
い
て
は
口
頭
発
表
（
「
古
代
の

言
語
体
験
を
探
る
Ｉ
善
珠
が
『
唯
識
義
燈
増
明
記
」
を
書
く
こ

と
」
二
○
○
三
年
古
代
文
学
会
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
）
を
行
っ
た
。
別
稿

を期したい。
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本
稿
は
古
代
文
学
会
二
○
○
一
年
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
で
の
口
頭
発
表
「
収
集

さ
れ
る
安
楽
国
ｌ
過
程
と
し
て
の
『
日
本
霊
異
記
芒
を
元
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
致
し
ま

す。 （
Ｍ
）
地
獄
の
門
は
宮
の
北
で
あ
る
が
、
両
者
の
距
離
は
不
明
。
近
接
す

（
巧
）
八
重
樫
直
比
古
ヨ
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
聖
霊
」
」
（
『
古

代
の
仏
教
と
天
皇
一
一
九
九
四
、
初
出
一
九
七
八
）
、
中
村
生
雄

「
仏
像
の
発
生
ｌ
初
伝
期
仏
教
の
〈
聖
な
る
か
た
ち
と
（
『
カ
ミ
と

ヒ
ト
の
精
神
史
」
一
九
八
八
）
、
武
田
比
呂
男
「
景
戒
の
夢
解
き
」

（
古
代
文
学
会
編
『
祭
儀
と
言
説
』
一
九
九
九
）
な
ど
参
照
。

（
略
）
八
重
樫
注
巧
論
文
で
は
、
『
霊
異
記
』
が
生
身
仏
と
法
身
仏
の
二

元
世
界
で
あ
り
、
法
身
の
永
続
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

（
Ⅳ
）
三
品
泰
子
ヨ
霊
異
記
』
に
み
る
逆
を
つ
く
善
え
ｌ
仏
教
説
話
集

に
お
け
る
「
警
嚥
」
と
は
何
か
ｌ
」
（
『
古
代
文
学
四
一
二
二
○
○

三
）
で
は
、
近
似
値
的
に
近
付
く
し
か
な
い
も
の
に
対
す
る
方
法
と

し
て
臂
職
を
捉
え
て
い
る
。
法
界
を
知
る
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
は

（
肥
）
そ
れ
は
『
冥
報
記
」
な
ど
を
宗
教
者
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
み
替

え
、
新
た
な
価
値
を
与
え
る
作
業
を
伴
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

する。
別
稿
を
期
し
た
い
。

る
と
断
言
は
出
来
な
い
。
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