
日本霊異記が描く経済と人間

１
日
本
霊
異
記
と
経
済
活
動

日
本
霊
異
記
（
以
後
霊
異
記
と
記
す
）
は
経
済
と
い
う
も
の
に
か
な
り

こ
だ
わ
っ
た
説
話
集
で
あ
る
。
八
世
紀
は
、
律
令
国
家
が
導
入
し
た
貨
幣

経
済
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
き
方
が
大
き
く
き
し
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
実
際
に
人
々
の
生
活
が
ど
の
程
度
貨
幣
に
よ
る
市
場
経
済
に
翻
弄

さ
れ
、
霊
異
記
に
描
か
れ
た
よ
う
な
悪
因
を
多
く
抱
え
込
ん
で
い
た
の
か

ど
う
か
、
そ
の
こ
と
の
詳
し
い
実
態
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
霊
異

記
が
、
特
に
そ
の
悪
因
を
、
貨
幣
に
よ
る
経
済
活
動
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ

る
人
々
の
営
み
に
求
め
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
経
済
活
動
に
よ
っ
て

瓦
解
し
て
い
く
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
規
範
に
、
仏
教
と
い
う
外
来
の
観
念

を
基
準
に
、
新
し
い
時
代
の
新
し
い
規
範
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

のは確かである。

本
稿
で
は
、
霊
異
記
に
描
か
れ
た
経
済
活
動
に
翻
弄
さ
れ
る
人
々
の
因

果
応
報
の
物
語
を
通
し
て
、
人
間
の
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
問
題
と
な
っ

た
の
か
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
の
生
の
様
相
、
そ
し
て
そ
れ
に
仏
教
は

ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
の
も
と
に
霊
異

記
の
い
く
つ
か
の
話
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

日
本
霊
異
記
が
描
く
経
済
と
人
間
岡
部
隆
志

特
集
・
「
生
活
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
ｌ
〈
民
俗
〉
的
方
法
を
介
し
て
Ｉ

上
七
：
禅
師
、
尊
像
を
造
ら
む
が
為
に
、
京
に
上
る
。
財
を
売
り
て
、
既

に
金
・
丹
等
の
物
を
買
ひ
得
た
り
。
還
り
て
難
波
の
津
に
到
る
。
時

に
海
辺
の
人
、
大
き
な
る
亀
四
口
を
売
る
。
（
略
）
時
に
賊
等
六
人
、

其
の
寺
に
金
・
丹
を
売
る
。

上
十
二
：
昔
、
吾
、
兄
と
共
に
行
き
て
交
易
し
き
。
吾
、
銀
四
十
斤
許
り

を
得
た
り
。
時
に
、
兄
、
妬
忌
み
て
、
吾
を
殺
し
て
銀
を
取
り
き
。

上
二
十
一
・
・
昔
、
河
内
の
国
に
瓜
販
ぐ
人
有
り
き
。
名
は
石
別
と
日
ひ

き
。
馬
の
力
に
過
ぎ
て
重
き
荷
を
負
ほ
す
。

上
二
十
七
・
・
詐
り
て
「
塔
を
造
ら
む
」
と
称
ひ
て
、
人
の
財
物
を
乞
ひ
敵

め
、
退
り
て
は
そ
の
婦
と
雑
の
物
を
買
ひ
て
く
ら
ふ
。

上
三
十
：
或
い
は
八
両
の
綿
を
貸
し
て
、
強
ひ
て
十
両
に
倍
し
て
徴
り

き
。
或
い
は
小
さ
き
斤
の
稲
を
貸
し
て
強
ひ
て
大
き
な
る
斤
に
取
れ

、叩ノＯ

上
三
十
四
：
盗
み
し
絹
は
木
の
市
人
に
売
る
。

上
三
十
五
・
・
時
に
其
の
尊
像
、
人
に
盗
ま
る
。
悲
し
ぴ
泣
き
て
求
む
れ
ど

ま
ず
、
霊
異
記
か
ら
、
市
・
銭
・
売
買
・
借
金
等
、
経
済
活
動
に
関
わ

（１１）

る
記
述
が
見
ら
れ
る
話
を
ざ
っ
と
あ
げ
、
そ
の
記
述
の
一
部
を
記
す
。
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特集・「生活」というまなざし

も
、
終
に
得
ざ
り
き
。
更
に
知
識
を
停
め
、
放
生
せ
む
こ
と
を
念
ひ

欲
ひ
、
其
の
難
波
に
行
く
。
市
を
俳
個
り
て
帰
ら
む
と
す
。

中
四
：
（
三
野
の
狐
）
少
川
の
市
の
内
に
住
み
、
己
が
力
を
侍
み
、
往
還

の
商
人
を
凌
ぎ
幣
け
て
、
其
の
物
を
取
る
を
業
と
し
き
。

中
六
：
使
を
四
方
に
遣
わ
し
、
白
檀
、
紫
檀
を
求
む
。
乃
ち
諾
楽
の
京
に

得
、
銭
百
貫
を
以
て
買
ふ
。

中
十
六
：
「
十
貝
の
直
に
充
つ
る
に
、
米
五
斗
を
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
乞
ふ

が
如
く
に
し
て
贈
ひ
、
法
師
を
勧
請
し
、
呪
願
せ
し
め
て
海
に
放

つ・

中
十
七
：
銅
像
六
体
盗
人
に
取
ら
れ
き
。
（
略
）
「
銭
を
鋳
る
盗
人
、
取
り

用
ゐ
む
に
便
な
く
、
思
ひ
煩
ひ
て
棄
て
た
る
な
ら
む
」

中
十
九
：
「
我
、
今
日
よ
り
三
日
を
経
て
、
諾
楽
の
京
の
東
の
市
に
か
な

ら
ず
逢
は
む
」
と
い
ふ
。
（
略
）
「
経
の
直
欲
ふ
こ
と
幾
何
ぞ
」
と
い

ふ
。
答
ふ
ら
く
「
巻
別
に
直
、
銭
五
百
文
を
欲
ふ
」

中
二
十
二
：
一
人
の
盗
人
有
り
き
◎
道
路
の
辺
に
住
み
き
・
（
略
）
常
に

寺
の
銅
を
盗
み
、
帯
に
作
し
て
街
し
売
れ
り
。

中
二
十
四
：
大
安
寺
の
修
多
羅
分
の
銭
三
十
貫
を
借
り
て
、
越
前
の
都
魯

鹿
の
津
に
往
き
て
、
交
易
し
て
運
び
超
し
、
船
に
載
せ
て
家
に
将
ち

来
ら
む
と
す
る
時
に
…

中
二
十
七
：
此
の
嬢
、
彼
の
里
の
草
津
の
川
の
河
津
に
至
り
て
、
衣
を
洗

ふ
。
時
に
、
商
人
、
大
船
に
荷
を
載
せ
て
乗
り
過
ぐ
。

中
二
十
八
：
門
の
椅
の
所
に
、
銭
四
貫
有
り
。
短
籍
を
著
け
て
、
注
し
て

謂
は
く
、
「
大
安
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
」
と
い
ふ
。

中
三
十
二
：
紀
伊
の
国
名
草
の
郡
三
上
の
村
の
人
、
薬
王
寺
の
為
に
、
知

識
を
率
引
し
て
、
普
く
薬
分
を
息
し
き
。
そ
の
薬
料
の
物
を
、
岡
田

の
村
主
の
姑
女
が
家
に
寄
せ
、
酒
を
作
り
利
を
息
す
。

中
三
十
八
：
教
化
し
て
室
の
戸
を
開
き
て
見
れ
ば
、
銭
三
十
貫
を
隠
し
蔵

め
た
り

中
四
十
二
：
櫃
を
開
き
て
見
れ
ば
、
銭
百
貫
有
り
。
（
略
）
三
年
過
ぐ
。

千
手
院
に
収
め
た
る
修
理
分
の
銭
百
貫
な
し
と
き
く
。

下
三
：
弁
宗
、
其
の
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
を
三
十
貫
受
け
用
ゐ
て
、
償

ひ
納
む
る
こ
と
を
得
ず
。

下
四
：
舅
の
僧
に
銭
二
十
貫
を
い
ら
へ
て
、
装
束
を
為
り
、
任
け
ら
れ
し

国
に
向
ふ
。
歳
余
を
歴
て
、
貸
れ
る
銭
一
倍
に
し
て
、
僅
に
本
の
銭

を
償
ひ
、
未
だ
利
の
銭
を
償
は
ず
。

下
五
：
其
の
布
施
の
銭
の
中
五
貫
を
、
師
の
弟
子
、
窃
か
に
盗
み
て
隠
せ

り
。
後
に
、
銭
を
取
ら
む
が
為
に
、
往
き
て
見
れ
ば
銭
無
し
。

下
二
十
三
・
・
大
般
若
経
に
云
は
く
「
凡
そ
銭
一
文
は
、
二
十
日
に
至
れ

ば
、
倍
す
こ
と
、
一
百
七
十
四
万
三
貫
九
百
六
十
八
文
に
倍
す
な

り
。
故
に
一
文
の
銭
を
窃
み
て
、
盗
み
用
ゐ
る
こ
と
な
か
れ
」

下
二
十
六
：
斗
の
升
と
斤
と
に
両
種
を
用
い
て
、
他
に
与
ふ
る
時
に
は
七

目
を
用
ゐ
、
乞
ひ
徴
る
時
は
十
二
目
を
用
ゐ
て
収
む
。
息
利
を
強
ひ

て
徴
る
こ
と
太
甚
だ
し
。

下
二
十
七
：
去
年
の
十
二
月
下
旬
、
元
日
の
物
を
買
は
む
が
為
に
、
我
、

弟
公
と
市
に
率
て
往
く
。
持
て
る
物
は
馬
・
布
・
綿
・
塩
な
り
。
路

中
に
し
て
日
晩
れ
、
竹
原
に
宿
り
、
窃
か
に
弟
公
を
殺
し
て
、
彼
の

物
を
と
る
。
深
津
の
市
に
至
り
て
、
馬
は
讃
岐
の
国
の
人
に
売
り
、

自
余
の
物
等
は
、
今
に
出
し
て
用
ゐ
る
。

八
世
紀
の
律
令
国
家
は
、
税
の
徴
収
や
新
都
造
営
の
労
働
力
の
確
保
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日本霊異記が描く経済と人間

等
、
中
央
集
権
国
家
体
制
の
維
持
の
た
め
に
銅
銭
を
流
通
さ
せ
、
市
を
整

備
す
る
な
ど
貨
幣
に
よ
る
市
場
経
済
シ
ス
テ
ム
を
整
え
て
い
っ
た
。
そ
の

こ
と
が
人
々
の
生
活
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ

に
あ
げ
た
話
は
、
い
ず
れ
も
、
そ
の
影
響
の
具
体
例
と
で
も
い
う
べ
き
も

のである。

つ
ら
つ
ら

み

と
ひ
と

霊
異
記
の
上
巻
序
文
で
景
戒
が
「
熟
世
の
人
を
職
る
に
、
方
に
鄙
な

のぞ

む
さ
ぼ

る
行
を
好
め
り
。
利
養
を
麹
み
て
、
財
物
を
貧
ぼ
る
こ
と
、
磁
石
の
鉄
山

》」

す

を
挙
し
て
鉄
を
嘘
ふ
よ
り
も
過
ぎ
た
り
。
他
の
分
を
欲
ひ
己
が
物
を
惜
し

い
か
は

む
こ
と
、
流
頭
の
粟
の
粒
を
粉
き
て
糠
を
峻
む
よ
り
も
甚
だ
し
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
八
世
紀
の
社
会
は
人
間
と
い
、
フ
も
の
を
悪
し
き
も
の
に

し
て
い
っ
た
、
と
い
う
認
識
が
霊
異
記
に
は
あ
る
。
そ
の
悪
し
き
影
響

の
壱

は
、
「
利
養
を
麺
み
て
、
財
物
を
貧
ぼ
る
」
「
他
の
分
を
欲
ひ
己
が
物
を
惜

し
む
」
と
い
っ
た
言
い
方
に
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
貨
幣

経
済
に
よ
っ
て
人
々
は
、
農
耕
社
会
の
経
済
シ
ス
テ
ム
で
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
私
的
な
利
潤
（
富
）
の
追
求
が
可
能
と
な
っ
た
。
む
ろ
ん
、
実
態
と

し
て
は
、
貨
幣
経
済
は
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
畿
内

も
し
く
は
各
地
方
の
役
所
の
置
か
れ
て
い
た
地
域
を
中
心
と
し
た
限
定
的

（２）

な
も
の
だ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
人
々
は
富

を
追
求
し
、
そ
の
追
求
の
仕
方
で
は
、
人
よ
り
も
多
く
の
富
を
手
に
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
富
の
追
求
に
過
剰
な
あ
ま
り
、
、
社
会

の
秩
序
や
道
徳
的
な
規
範
を
逸
脱
す
る
人
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
に

あ
げ
た
霊
異
記
の
話
の
多
く
は
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
物
語
で
も
あ

つく》Ｏた
だ
、
一
方
で
は
、
こ
れ
ら
の
話
は
、
経
済
活
動
の
活
発
さ
を
物
語

る
。
こ
れ
ら
の
話
に
共
通
す
る
の
は
、
流
動
化
す
る
人
・
物
も
し
く
は
貨

幣
に
と
も
な
う
出
来
事
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動

は
富
を
産
み
そ
し
て
富
を
無
く
す
。
金
や
物
を
貸
し
利
息
を
取
る
の
も
経

済
活
動
で
あ
り
、
移
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
移
動
を
象
徴
的

に
具
体
化
し
て
い
る
の
が
市
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
多
く
に
は
、
市
が

重
要
な
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
市
を
中
心
に
人
・
物
・
貨
幣
は
移
動
し
、

そ
こ
か
ら
富
が
生
ま
れ
る
か
ら
だ
。
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
に
よ
る
富
は

人
の
心
を
劇
的
に
変
え
て
し
ま
う
。
そ
の
変
化
に
、
仏
教
に
よ
る
因
果
応

報
謹
の
有
効
性
を
見
い
だ
し
た
の
が
霊
異
記
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
従
っ

て
、
霊
異
記
は
、
流
動
化
す
る
人
・
物
・
貨
幣
に
着
目
す
る
。

上
巻
二
十
一
「
慈
し
び
の
心
無
く
し
て
、
馬
に
重
き
駄
を
負
ほ
せ
、
現

に
悪
報
を
得
し
縁
」
は
、
馬
に
商
品
を
乗
せ
て
商
売
を
し
て
い
た
男
の
物

語
で
あ
る
が
、
馬
に
重
さ
の
限
界
を
超
え
た
荷
を
乗
せ
て
馬
が
涙
を
流
す

ほ
ど
に
酷
使
し
、
そ
の
あ
げ
く
使
い
も
の
に
な
ら
な
く
な
っ
た
馬
を
殺
し

て
し
ま
っ
た
た
め
に
報
い
を
受
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
利

益
を
生
み
出
す
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
が
何
を
媒
介
に
し
何
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
で
成
り
立
つ
の
か
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

馬
は
持
ち
主
に
利
益
を
も
た
ら
す
重
要
な
移
動
の
手
段
で
あ
る
。
む
ろ

ん
、
こ
の
馬
に
も
そ
れ
な
り
の
経
費
が
か
か
っ
て
い
る
。
馬
の
交
易
手
段

と
し
て
の
価
値
は
安
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
従
っ
て
、
馬
を
酷
使
し
て

そ
の
交
易
手
段
を
失
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
馬
の
持
ち
主
は
大
損
す
る

は
ず
で
あ
る
。
商
売
と
い
、
フ
経
済
的
な
面
か
ら
も
馬
を
酷
使
す
る
こ
と
は

賢
明
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
馬
も
そ
の
持
ち
主
と
生
活
を
共
に
す
る
生
き

物
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
情
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
関
係
が
成
立
す
る
は
ず

２
馬
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
男
の
悲
劇
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で
あ
る
。
馬
が
目
か
ら
涙
を
流
す
、
と
い
う
馬
（
他
者
）
の
痛
み
に
耐
え

ら
れ
る
程
人
間
は
強
く
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
涙
を
無
視
し
て
酷
使
し

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
男
は
本
来
人
間
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
情
を
失
っ
て

いる、とい、うことができる。

こ
の
馬
の
持
ち
主
は
、
そ
の
意
味
で
、
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
の
時
代

に
あ
っ
て
二
重
の
意
味
に
お
い
て
失
敗
を
し
た
。
一
つ
は
、
経
済
生
活
を

上
手
に
生
き
る
た
め
の
合
理
的
な
判
断
を
欠
い
た
こ
と
で
あ
り
、
も
、
フ
一

つ
は
人
間
的
な
情
を
失
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
男
に
も
馬
を
い
た
わ
る
愛
情
や
、
馬
を
酷
使
し
て
馬
を
死

な
せ
れ
ば
そ
れ
だ
け
損
に
な
る
、
と
い
、
フ
判
断
力
を
少
し
は
持
っ
て
い
た

と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
と
す
れ
ば
ど
、
フ
し
て
、
こ
の
男
は
そ
こ

ま
で
馬
を
酷
使
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
理
性
的
な
判
断
を
失
わ
せ
る
ほ

ど
、
現
実
の
経
済
生
活
は
厳
し
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
。
む
ろ
ん
、
男

の
物
質
的
な
欲
望
が
強
す
ぎ
て
、
理
性
的
判
断
を
失
わ
せ
た
と
も
、
あ
る

い
は
個
人
的
な
事
情
で
金
儲
け
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
か
、
そ
う
い

っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
結
局
は
、
馬
を
酷
使
し
て
多
く
の
利
益
を
上
げ
れ

ば
そ
れ
だ
け
儲
か
る
、
と
い
う
経
済
の
論
理
が
、
人
間
の
情
や
理
性
を
失

わ
せ
る
ほ
ど
に
社
会
を
覆
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ミ
フ
。

言
い
換
え
れ
ば
、
富
を
生
み
出
す
馬
に
情
を
抱
き
、
適
度
に
い
た
わ
り

な
が
ら
経
済
的
な
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
経
済
と
い
う
も
の
の
非
情
さ
が
あ

る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
馬
に
情
を
抱
け
ば
利
益
が
落
ち
、
利
益
を
上
げ
る

た
め
に
は
馬
の
生
き
物
と
し
て
の
あ
り
方
を
疎
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
馬
は
「
労
働
力
」
と
い
う
意
味
で
は
人
間
で
あ
り
、
交
易
の
手
段
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
利
益
追
求
を
一
義

と
し
た
貨
幣
経
済
は
、
利
益
を
あ
げ
る
そ
れ
ら
を
対
象
化
し
な
が
ら
同
時

に
そ
れ
ら
か
ら
情
と
い
う
あ
り
方
を
排
除
す
る
の
だ
。
こ
の
矛
盾
を
上
手

く
切
り
ぬ
け
た
者
が
、
相
応
の
利
益
を
あ
げ
、
切
り
ぬ
け
ら
れ
な
か
っ
た

者
は
、
た
と
え
利
益
を
あ
げ
た
と
し
て
も
、
そ
の
非
情
さ
に
人
間
性
を
売

り
渡
し
て
結
局
は
破
滅
し
て
い
く
か
あ
る
い
は
破
滅
を
期
待
さ
れ
る
。
こ

の
男
は
、
そ
の
破
滅
の
道
を
辿
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

た
ぶ
ん
、
世
の
中
に
は
こ
う
い
う
経
済
の
非
情
さ
に
何
と
か
耐
え
な
が

ら
、
馬
を
い
た
わ
る
よ
う
な
人
々
の
方
が
本
当
は
多
か
っ
た
に
違
い
な

い
。
で
な
け
れ
ば
、
社
会
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
は
ず
だ
。
が
、
中

に
は
こ
の
男
の
よ
言
う
に
馬
を
殺
し
て
し
ま
う
者
も
い
た
の
だ
。

あ
る
意
味
で
、
馬
を
殺
し
た
男
の
行
為
は
過
剰
さ
で
あ
る
。
利
潤
を
上

げ
る
行
為
自
体
が
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
移
動

の
速
度
に
遅
れ
ま
い
と
す
る
人
の
身
体
や
精
神
の
動
き
は
当
然
過
剰
に
な

っ
て
い
く
。
男
は
、
馬
を
酷
使
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い

た
。
だ
が
、
そ
れ
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
い
つ
の
ま
に
か
、
富
を
得
る

た
め
に
暴
走
す
る
自
分
す
な
わ
ち
過
剰
に
移
動
す
る
自
分
が
そ
こ
に
存
在

した、とい、うことだ。

と
い
、
う
こ
と
は
、
こ
の
馬
の
持
ち
主
が
本
当
に
失
っ
た
も
の
は
、
こ
の

社
会
を
上
手
く
（
適
度
に
移
動
し
て
）
生
き
て
い
く
は
ず
の
自
分
そ
の
も

の
な
の
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な
男
の
例
が
多
か
っ
た
と
は
思
わ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
霊
異
記
で
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
人
間
と

い
う
も
の
の
あ
り
方
の
変
化
を
象
徴
す
る
具
体
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違

いない。
富
の
追
求
の
た
め
に
身
を
滅
ぼ
す
ほ
ど
過
剰
に
な
っ
て
し
ま
う
生
き
方

は
、
下
巻
二
十
六
「
非
理
を
強
ひ
て
債
を
徴
り
、
多
の
倍
を
取
り
て
、
現
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日本霊異記が描く経済と人間

広
虫
女
の
夫
は
讃
岐
の
国
三
木
郡
の
大
領
（
長
官
）
で
あ
り
、
と
て
も

裕
福
で
あ
っ
た
。
「
馬
・
牛
・
奴
碑
・
稲
・
銭
・
田
畑
等
」
を
所
有
し
て

い
た
と
あ
る
。
広
虫
女
の
生
き
方
は
樫
貧
で
、
酒
に
水
を
加
え
て
売
っ
た

り
、
貸
し
出
す
と
き
は
小
さ
な
升
で
量
り
、
返
し
て
も
ら
う
と
き
は
大
き

な
升
で
量
る
と
か
、
利
息
を
取
る
に
も
、
「
非
理
に
し
て
、
或
は
十
倍
に

徴
り
、
或
は
百
倍
に
徴
る
」
と
あ
る
。
と
に
か
く
あ
く
ど
く
金
儲
け
を
し

て
い
た
。
こ
の
広
虫
女
は
そ
の
悪
因
の
悪
果
と
し
て
、
半
身
牛
に
な
っ
て

生
ま
れ
変
わ
る
。
霊
異
記
の
中
で
も
、
過
剰
な
ほ
ど
に
富
を
追
求
す
る
人

物
と
し
て
こ
の
広
虫
女
に
勝
る
人
物
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
強
欲
ぶ

り
や
情
の
な
さ
に
お
い
て
際
だ
つ
が
、
そ
の
悪
果
の
凄
惨
さ
も
ま
た
霊
異

記
の
中
で
際
だ
つ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
豊
か
な
地
方
豪
族
の
妻
が
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
富

を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
広
虫
女
は
自
分
の
財
産
を

築
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
広
虫
女
の
富
の
追
求
は
、
広

虫
女
個
人
の
富
の
追
求
で
は
な
い
は
ず
だ
。
七
二
年
に
律
令
国
家
は
蓄

銭
叙
位
令
を
だ
し
、
銭
を
多
く
貯
え
た
者
に
は
位
階
を
授
け
た
。
つ
ま

り
、
銭
で
位
を
売
り
、
集
め
た
銭
を
放
出
し
て
貨
幣
経
済
を
潤
滑
な
ら
し

め
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
役
人
や
地
方
豪
族
は
銭
を
稼

い
で
貯
え
よ
言
う
と
し
た
。
広
虫
女
の
夫
は
大
領
で
外
従
六
位
上
で
あ
る

が
、
こ
の
位
を
銭
で
買
っ
た
か
も
し
く
は
も
っ
と
上
の
位
階
を
銭
で
買
お

う
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
広
虫
女
は
夫
の
出
世

に
悪
死
の
報
を
得
し
縁
」
に
お
け
る
田
中
の
真
人
広
虫
女
に
も
見
る
こ
と

ができる。３
情
を
失
っ
た
広
虫
女

の
た
め
に
銭
を
集
め
て
い
た
と
も
言
え
、
夫
の
た
め
に
尽
く
す
妻
と
い
う

ことになる。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
広
虫
女
が
あ
く
ど
く
稼
い
だ
財
産
は
広
虫
女
個
人
の

も
の
で
は
な
く
広
虫
女
が
属
す
一
族
に
帰
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
悪

報
が
妻
で
あ
る
広
虫
女
個
人
に
来
る
の
は
、
経
済
活
動
に
お
け
る
富
の
追

求
が
家
や
豪
族
と
い
う
単
位
で
は
な
く
、
個
人
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
霊

異
記
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
広
虫
女
は
地
方

豪
族
で
あ
る
田
中
一
族
の
財
政
担
当
及
び
営
業
を
し
て
い
た
の
だ
。
そ
の

仕
事
ぶ
り
は
か
な
り
有
能
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
自
身
の
身
の
破
滅

を
も
た
ら
す
ほ
ど
に
そ
れ
は
か
な
り
過
剰
で
あ
っ
た
の
だ
。
「
債
を
人
よ

り
渋
り
取
り
て
甘
心
を
為
さ
ず
」
と
あ
る
。
債
務
の
取
り
立
て
に
情
を
差

し
挾
ま
な
か
っ
た
。
馬
を
酷
使
し
て
死
な
せ
た
男
が
馬
に
対
し
て
情
を
抱

か
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
の
富
の
追
求
が
一
族
の

た
め
に
し
ろ
、
情
を
排
除
し
た
広
虫
女
は
自
身
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
物
語
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
女
の
悪
因
が
、
不
公
正
な
売
買
、

不
当
に
高
い
利
息
、
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
女
は
閻
羅
王
の
前
に
召
さ
れ

て
三
つ
の
罪
を
告
げ
ら
れ
る
。
そ
の
三
つ
と
は
、
「
三
宝
の
物
を
多
く
用

ゐ
て
報
い
ず
あ
り
し
罪
」
「
酒
を
売
る
に
多
の
水
を
加
へ
多
く
の
直
を
取

り
し
罪
」
「
斗
の
升
と
斤
と
に
両
種
用
ゐ
て
、
他
に
与
ふ
る
時
に
は
七
目

を
用
ゐ
、
乞
ひ
徴
る
時
は
十
二
目
を
用
ゐ
て
収
む
」
罪
で
あ
る
。
三
宝
の

物
を
用
い
て
報
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
寺
の
財
物
を
私
的
に
流
用

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
報
い
ず
と
あ
る
か
ら
、

寺
か
ら
財
物
も
し
く
は
銭
を
借
り
た
が
返
さ
な
か
っ
た
、
と
解
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
罪
は
い
ず
れ
も
、
物
（
商
品
も
し
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特集・「生活」というまなざし

く
は
貨
幣
）
の
移
動
、
す
な
わ
ち
、
交
換
（
交
易
）
に
よ
っ
て
生
じ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

罪
の
言
及
が
、
酒
に
水
を
加
え
た
り
、
貸
し
借
り
に
お
け
る
秤
が
一
定

し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
交
換
の
現
場
の
か
な
り
細
か
な
と
こ
ろ
に

及
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
貨
幣
経
済
を
維
持
す
る
こ
と
に
全
力

を
あ
げ
る
律
令
国
家
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
フ
ェ
ア
な
や
り
方
は
取
り

締
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
放
置
す
れ
ば
、
貨
幣
を
主
と
し
た
交
換
経

済
の
信
用
が
落
ち
、
律
令
国
家
の
根
幹
を
危
う
く
す
る
か
ら
だ
。
だ
が
、

こ
こ
で
罪
だ
と
言
及
す
る
の
は
、
因
果
応
報
を
説
く
仏
教
の
論
理
で
あ

り
、
こ
の
論
理
は
、
貨
幣
経
済
の
現
場
に
お
け
る
か
な
り
細
か
な
ル
ー
ル

に
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
霊
異
記
の
説
話
に
は
利
息
や
貸
し
借
り
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が

多
い
。
そ
れ
に
し
て
も
何
故
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
に
こ
だ
わ
る
の
か
。

た
ぶ
ん
、
そ
こ
に
、
つ
ま
り
、
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
と
し
て
の
流
通
過

程
に
生
じ
る
人
の
ふ
る
ま
い
に
こ
そ
、
霊
異
記
が
想
定
す
る
人
間
の
弱
さ

（
悪
）
が
あ
ら
わ
れ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
広
虫
女
の
説
話
の
最

後
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

経
に
説
き
た
ま
へ
る
が
如
し
。
「
物
を
償
り
て
償
は
い
と
き
に
は
、

馬
牛
と
作
り
て
償
ふ
云
々
」
と
の
た
ま
へ
り
。
負
へ
る
人
は
奴
の
如

く
、
物
の
主
は
君
の
如
し
。
負
へ
る
人
は
鶇
の
如
く
、
物
の
主
は
膳

の
如
し
。
唯
し
物
を
負
す
と
錐
も
、
非
分
に
徴
れ
ば
、
返
り
て
馬
牛

と
作
り
て
、
更
に
償
ふ
人
に
役
は
る
。
故
に
過
ぎ
て
徴
り
て
迫
む
る

こと莫かれ。

借
金
を
し
て
返
さ
な
け
れ
ば
馬
牛
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
酷
使
さ
れ
る
。

だ
が
、
貸
し
た
側
も
過
剰
に
取
り
立
て
れ
ば
や
は
り
馬
牛
に
生
ま
れ
変
わ

っ
て
酷
使
さ
れ
る
、
と
言
、
フ
の
で
あ
る
。
借
り
た
物
は
返
し
、
貸
し
た
物

は
非
情
に
取
り
立
て
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
が
、
よ
く
考

え
れ
ば
、
こ
の
論
理
自
体
は
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

借
り
た
ら
返
せ
そ
、
う
し
な
い
と
馬
牛
に
な
る
ぞ
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ

で
、
返
せ
な
い
事
情
が
そ
こ
に
は
必
ず
介
在
し
、
そ
こ
を
掛
酌
し
な
い
で

馬
牛
に
な
る
ぞ
、
と
い
う
論
理
は
、
そ
れ
こ
そ
非
情
な
論
理
と
な
ろ
う
。

非
情
に
取
り
立
て
た
ら
馬
牛
に
な
る
ぞ
、
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
こ
ま
で
が

非
情
で
ど
こ
ま
で
が
非
情
で
な
い
の
か
、
そ
こ
に
客
観
的
な
基
準
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
生
活
が
か
か
っ
て
い
れ
ば
、
取
り
立
て
る
側
も
返
せ
な

い
側
も
必
死
だ
。
広
虫
女
の
説
話
の
最
後
の
基
準
を
冷
た
く
あ
て
は
め
れ

ば
、
貸
し
た
側
も
借
り
た
側
も
両
方
馬
牛
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
う
と

い
、
フ
ケ
ー
ス
が
出
て
き
か
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
最
後
の
論
理
は
、
人
・
物
・
貨
幣
が
移
動
す
る
時
代

に
お
け
る
、
生
活
の
個
々
の
場
面
で
の
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
方
を

説
い
て
い
る
の
だ
と
言
、
フ
し
か
な
い
。
貸
し
借
り
が
発
生
す
る
経
済
活
動

を
否
定
は
し
な
い
。
が
、
借
り
る
側
も
貸
す
側
も
人
と
し
て
の
情
を
排
除

し
て
、
広
虫
女
の
よ
う
に
た
だ
物
や
貨
幣
の
移
動
だ
け
に
夢
中
に
な
っ
て

は
い
け
な
い
、
そ
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
う
ま
く
保
っ
て
生
き
ろ
、
そ
の
バ
ラ

ン
ス
を
失
え
ば
人
間
の
悪
が
あ
ら
わ
れ
る
、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
人
間

ら
し
さ
と
い
、
フ
も
の
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

霊
異
記
に
お
け
る
仏
教
は
、
貨
幣
経
済
に
お
け
る
人
・
物
・
貨
幣
の
移

動
を
否
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
そ
の
移
動
に
伴
、
フ
富
の
増
殖
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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４
現
世
利
益
の
発
見

日
本
の
長
者
證
の
物
語
は
多
く
の
場
合
、
共
同
体
の
外
部
に
長
者
の
原

因
を
求
め
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
農
業
生
産
を
主
と
す
る
社

会
で
は
、
農
業
生
産
全
体
に
責
任
を
負
う
支
配
者
を
除
い
て
、
一
部
の
人

間
が
富
を
増
殖
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
外
部
（
神
も
し
く
は
異
人
）

に
そ
の
原
因
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
が
、
あ

る
程
度
貨
幣
経
済
の
浸
透
し
た
社
会
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。
人
・
物
・

貨
幣
が
動
く
社
会
で
は
、
富
の
増
殖
は
偏
在
的
に
起
こ
り
、
当
然
貧
富
の

差
が
起
こ
る
。
霊
異
記
で
は
「
富
め
る
」
と
形
容
さ
れ
る
人
物
の
話
が
七

話
あ
り
、
貧
し
い
と
形
容
さ
れ
る
人
物
の
話
が
八
話
あ
る
。
「
富
め
る
」

者
は
悪
因
を
為
し
て
悪
果
を
受
け
る
と
い
う
展
開
が
多
い
が
、
「
貧
し
い
」

者
は
、
逆
に
仏
の
力
に
よ
っ
て
窮
地
を
脱
す
る
、
と
い
う
話
が
目
立
つ
。

る
。
法
外
な
利
息
は
戒
め
て
い
る
も
の
の
利
息
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
う

ことだ。
利
息
は
、
流
動
的
な
経
済
活
動
を
前
提
と
す
る
。
つ
ま
り
、
経
済
活
動

が
未
来
を
肯
定
的
に
描
く
か
ら
、
利
息
が
発
生
す
る
。
利
息
が
成
立
し
な

い
社
会
は
、
経
済
活
動
を
や
め
た
社
会
で
あ
る
。
旧
ソ
連
が
崩
壊
し
た
の

は
、
金
利
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
く
経
済
学
者
も
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
高
い
利
息
は
、
そ
れ
だ
け
経
済
活
動
が
活
発
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
に
見
合
わ
な
い
高
い
利
息
は
不
当
な
も

の
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
霊
異
記
に
お
け
る
仏
教
は
こ
の
利
息
の
発

生
す
る
経
済
活
動
と
そ
の
経
済
活
動
を
生
き
る
人
間
を
疑
っ
て
は
い
な

い
。
そ
の
意
味
で
霊
異
記
で
は
極
め
て
近
代
的
な
宗
教
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

霊
異
記
に
お
け
る
経
済
活
動
の
描
か
れ
方
を
見
る
限
り
、
「
富
め
る
」

者
は
、
貸
し
借
り
の
際
に
は
か
り
の
重
さ
を
変
え
た
り
、
高
利
貸
し
を
し

た
り
と
、
過
剰
な
ま
で
の
経
済
活
動
と
一
体
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
富
の
蓄
積
の
原
因
は
外
部
に
由
来
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
き

わ
め
て
現
実
的
な
方
法
に
よ
っ
て
い
る
と
認
識
は
さ
れ
て
い
る
。
が
、
外

部
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
話
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
代
表

的
な
の
は
、
「
大
安
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
」
で
あ
る
。
中
巻
二
十
八
話

は
、
き
わ
め
て
貧
し
い
女
が
、
富
を
与
え
て
欲
し
い
と
大
安
寺
の
丈
六
の

仏
に
何
度
も
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
銭
四
貫
が
家
の
前
に
置
い
て
あ
り
見
る

と
「
大
安
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
」
だ
っ
た
の
で
寺
に
返
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
今
度
は
庭
に
置
い
て
あ
る
。
返
す
と
、
今
度
は
家
の
戸
の
敷
居
の
と

こ
ろ
に
置
い
て
あ
る
。
そ
れ
も
返
す
と
、
不
思
議
に
思
っ
た
寺
の
僧
が
そ

の
金
を
女
に
与
え
、
女
は
そ
の
金
に
よ
っ
て
裕
福
に
な
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
（
同
様
の
話
が
中
巻
四
十
二
話
に
も
あ
る
）
。

こ
の
銭
四
貫
は
「
神
か
ら
の
贈
与
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
外
部

に
由
来
す
る
長
者
誼
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
子
細
に
見
て
い
く

と
、
こ
の
貧
し
い
女
は
大
安
寺
の
丈
六
の
仏
に
「
我
、
昔
の
世
に
福
因
を

修
せ
ず
。
現
身
に
貧
窮
の
報
を
受
け
取
る
。
故
に
我
に
宝
を
施
し
、
窮
れ

る
愁
へ
を
免
れ
し
た
ま
へ
」
と
祈
願
し
て
い
る
。
富
を
得
た
い
と
い
う
き

わ
め
て
現
実
的
な
要
求
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
何
故

三
度
も
「
大
修
多
羅
供
の
銭
」
を
返
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
安
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
と
い
う
封
印
が
押
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
ま

ま
自
分
の
も
の
に
し
て
は
盗
ん
だ
こ
と
に
な
る
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
が
、
実
は
、
そ
れ
が
貨
幣
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
も
言
え
る
。
貨
幣

は
、
そ
れ
自
体
に
は
価
値
が
な
い
。
つ
ま
り
、
交
換
し
な
く
て
は
宝
と
は
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な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
貨
幣
は
、
こ
の
女
を
交
換
と
い
う
経
済
活
動
に

巻
き
込
む
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
ん
な
面
倒
な
贈
り
物
は
、
純
粋
な

「
神
か
ら
の
贈
与
」
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な

いか。結
局
、
貨
幣
を
「
神
か
ら
の
贈
与
」
と
し
て
受
け
取
っ
た
女
は
裕
福
に

な
る
。
た
だ
し
、
贈
与
を
受
け
た
か
ら
裕
福
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ

の
銭
四
貫
を
元
手
に
富
を
増
殖
さ
せ
た
か
ら
裕
福
に
な
っ
た
の
だ
。
少
な

く
と
も
、
女
は
、
貨
幣
に
よ
る
交
換
に
失
敗
し
な
か
っ
た
。
ど
う
せ
あ
ぶ

く
銭
だ
か
ら
と
ば
く
ち
で
儲
け
た
金
を
浪
費
し
て
し
ま
う
者
の
よ
う
に
は

な
ら
な
か
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
銭
四
貫
は
大
安
寺
の
仏
か
ら
借
り

た
と
い
う
解
釈
も
な
り
た
と
う
。
実
際
に
大
安
寺
の
修
多
羅
供
の
銭
は
、

大
安
寺
内
に
置
か
れ
た
経
典
の
研
究
や
講
説
を
行
う
組
織
の
基
金
ら
し

く
、
貸
し
付
等
を
行
っ
て
基
金
の
運
営
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
例
と

し
て
、
中
巻
二
十
四
話
に
「
大
安
寺
の
大
修
多
羅
供
の
銭
」
を
借
り
た
男

の
話
が
あ
り
、
下
巻
三
に
は
や
は
り
修
多
羅
供
の
銭
を
返
せ
な
い
僧
が
十

一
面
観
世
音
に
救
わ
れ
る
話
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
巻
二
十
八
話
に
お

け
る
「
大
修
多
羅
供
の
銭
」
は
純
粋
な
「
神
か
ら
の
贈
与
」
な
の
で
は
な

い
。
神
（
仏
）
の
側
も
そ
の
銭
の
増
殖
を
期
待
し
、
そ
の
利
息
を
含
め
て

神
（
仏
）
の
側
に
戻
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
銭
な
の
だ
。

こ
の
女
が
大
安
寺
か
ら
大
修
多
羅
供
の
銭
を
借
り
た
と
し
た
場
合
、
こ

の
話
が
「
神
か
ら
の
贈
与
」
と
し
て
語
ら
れ
る
理
由
は
、
こ
の
女
の
手
に

よ
る
富
の
増
殖
が
人
々
の
予
想
を
超
え
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
誰
も
が

そ
ん
な
に
う
ま
く
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
富
の
獲
得

は
人
々
に
と
っ
て
畏
敬
の
対
象
と
な
る
。
そ
こ
に
、
元
手
に
な
っ
た
金
こ

そ
が
そ
の
成
功
の
秘
密
（
神
の
力
）
だ
と
人
々
は
幻
想
す
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
富
の
増
殖
は
多
く
の
場
合
悪
因
悪
果
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
、
逆
の
場
合
も
あ
る
の
だ
。

上
巻
三
十
一
話
で
語
ら
れ
る
話
も
、
富
の
増
殖
が
悪
因
と
し
て
語
ら
れ

な
い
例
で
あ
る
。
御
手
代
の
東
人
は
吉
野
山
に
こ
も
っ
て
修
行
す
る
。
観

音
の
名
号
を
唱
え
な
が
ら
「
南
天
、
銅
銭
満
願
、
白
米
万
石
、
好
き
女

多
、
徳
施
し
た
ま
へ
」
と
祈
る
の
で
あ
る
。
山
を
下
り
た
東
人
は
、
富
裕

な
家
の
娘
の
病
気
を
治
し
そ
の
娘
の
婿
に
な
る
。
そ
の
娘
が
死
ぬ
と
、
そ

の
姪
と
結
婚
し
そ
の
家
の
富
を
得
る
。
霊
異
記
は
そ
の
富
の
獲
得
を
「
修

行
の
験
力
、
観
音
の
威
徳
な
り
」
と
語
る
が
、
こ
の
話
は
、
結
婚
と
い
う

人
の
移
動
も
し
く
は
交
換
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
逆
の
玉

の
輿
と
い
っ
た
設
定
だ
が
、
結
婚
と
い
う
移
動
を
繰
り
返
す
こ
と
で
富
が

増
殖
し
、
そ
の
き
っ
か
け
は
や
は
り
神
の
側
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
普
通

の
男
が
そ
ん
な
に
う
ま
く
結
婚
に
よ
っ
て
富
を
得
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。

そ
れ
が
出
来
た
と
す
れ
ば
神
の
力
が
働
い
て
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
幻
想

が
や
は
り
こ
の
話
に
は
あ
る
。

こ
れ
ら
の
話
は
、
い
ず
れ
も
現
世
利
益
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
女
は
大

安
寺
の
仏
に
「
宝
を
施
し
」
て
ほ
し
い
と
祈
願
し
、
男
は
吉
野
山
で
観
音

に
金
銭
と
米
と
好
き
女
を
願
う
。
女
が
大
安
寺
に
福
を
願
う
の
は
、
こ
の

世
で
豊
か
に
生
き
た
い
た
め
の
願
い
で
あ
っ
て
、
あ
の
世
で
の
救
済
で
は

な
い
。
男
も
そ
う
だ
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
女
も
男
も
富
を
得
る
。
確
か

に
、
神
（
仏
）
の
力
に
よ
っ
て
富
を
得
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
が
、

女
も
男
も
、
こ
の
流
動
的
な
社
会
を
果
敢
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
だ
。
仏
に
こ
の
世
で
の
富
を
願
う
こ
と
も
、
吉
野
山
で
修
行
す
る
こ

と
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
人
々
が
旺
盛
に
経
済
活
動
を
行
う
よ
う
に
、
こ

の
世
を
旺
盛
に
生
き
る
レ
ベ
ル
と
し
て
あ
る
と
い
》
う
こ
と
だ
。
女
は
大
修
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多
羅
供
の
銭
を
元
手
に
利
益
を
上
げ
て
い
る
し
、
男
は
、
御
利
益
を
願
っ

て
吉
野
山
に
修
行
に
入
っ
た
り
、
病
気
の
娘
を
直
し
、
そ
の
娘
の
情
愛
を

勝
ち
取
る
。
そ
の
生
き
方
に
移
動
す
る
時
代
を
乗
り
切
る
た
く
ま
し
さ
と

い
っ
た
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
、
フ
。

つ
ま
り
、
現
世
利
益
と
は
、
人
や
物
や
お
金
が
行
き
来
す
る
流
動
的
な

社
会
に
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
話
な
の
だ
。
富
の
増
殖
は
本
当
は
こ
の
流

動
性
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
。
だ
が
、
そ
の
当
事
者
に
は
そ
の
富
の
獲
得

を
確
信
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
が
、
交
換
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
市

場
経
済
の
原
則
で
あ
る
。
特
に
、
貨
幣
と
い
う
流
動
性
そ
の
も
の
が
市
場

経
済
を
支
配
す
れ
ば
、
結
果
的
に
富
を
得
た
と
し
て
も
、
富
を
得
る
ま
で

は
誰
も
富
が
得
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
確
信
は
持
て
な
い
。
従
っ
て
、
誰
も

が
不
安
を
抱
え
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
大
修
多
羅
供
の
銭
で
富
を
得
た

女
も
、
結
婚
を
繰
り
返
し
て
富
を
得
た
男
も
本
当
は
相
当
の
不
安
を
抱
え

て
い
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
、
広
虫
女
に
し
て
も
馬
を
殺
し
た
男
に
し
て
も

同
じ
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
神
（
仏
）
の
介
在
す
る
理
由
が
あ
る
。

農
耕
社
会
で
あ
れ
ば
、
福
の
到
来
は
、
種
を
蒔
き
収
穫
す
る
と
い
、
フ
自

然
の
時
間
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
。
貨
幣
経
済
化
し
た
社
会
で
は
、
福
の

到
来
は
、
人
・
物
・
貨
幣
の
交
換
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
自
然
の
時
間
は
介
在
し
な
い
。
つ
ま
り
人
々
の
不
安
は
よ
り
現
在

的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
農
耕
社
会
の
よ
う
に
、
正
月
に
予
祝

儀
礼
を
や
っ
て
そ
の
年
の
不
安
を
鎮
め
て
い
る
暇
は
な
い
。
今
の
こ
の
現

在
を
福
に
変
え
て
し
ま
う
即
効
性
の
祈
り
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。
現
世
利

益
と
は
、
そ
の
よ
う
な
よ
り
流
動
化
し
た
社
会
に
生
き
る
人
々
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
い
く
つ
か
の
例
か
ら
見
え
る
人
間
の
生
き
方
は
、
停
滞

す
る
こ
と
の
な
い
生
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
あ
る
場
合
に
は
そ
の
生
は
過

剰
に
な
り
情
を
失
っ
て
破
滅
し
て
い
く
。
あ
る
場
合
に
は
、
神
（
仏
）
の

御
利
益
で
そ
の
過
剰
さ
は
悪
果
に
結
び
つ
か
な
い
富
の
増
殖
と
な
る
。

以
上
の
よ
、
フ
な
生
き
方
か
ら
神
（
仏
）
の
介
在
や
倫
理
的
な
解
釈
を
消

し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
す

る
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
移
動
に
遅
れ
ま
い
と
す
る
、
別
な
言
い
方
を
す

れ
ば
こ
の
不
安
定
な
世
の
中
を
と
に
か
く
生
き
抜
こ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ーである軍フ。

多
田
一
臣
は
、
霊
異
記
で
描
か
れ
た
人
々
の
不
安
を
「
国
家
と
村
落
の

（３）

は
ざ
ま
に
投
げ
出
さ
れ
た
人
々
の
不
安
」
と
説
明
す
る
。
そ
の
不
安
を
仏

教
が
す
く
い
取
っ
た
の
だ
と
言
う
。
確
か
に
律
令
国
家
の
成
立
に
よ
っ

て
、
共
同
体
に
お
け
る
個
は
直
接
国
家
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
、
律
令
国
家
が
推
し
進
め
た
貨
幣
に
よ
る
市
場
経

済
の
た
だ
中
に
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
ろ
う
。
村
落
か
ら
あ

ふ
れ
た
人
々
を
吸
収
し
職
を
与
え
る
ほ
ど
に
都
市
が
発
達
し
て
い
な
か
っ

た
八
世
紀
の
社
会
で
は
、
人
々
は
、
そ
れ
こ
そ
村
と
都
市
の
間
に
投
げ
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
不
安
に
対
応
し
た
の

は
仏
教
だ
け
で
は
な
い
。
平
城
京
跡
か
ら
は
、
木
製
の
人
形
、
刀
形
、
馬

形
、
烏
形
、
土
製
の
馬
形
、
土
器
の
外
面
に
人
面
を
描
い
た
も
の
等
、
呪

術
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
道
具
が
多
数
が
出
土
し
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
律
令
制
と
と
も
に
中
国
・
朝
鮮
か
ら
渡
来
し
た
呪
法
と
関
連
し
、
「
都

城
や
地
方
の
官
衛
が
造
営
さ
れ
、
そ
こ
に
多
く
の
人
々
が
村
か
ら
集
め
ら

５
停
滞
す
る
こ
と
の
な
い
生
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特集・「生活」というまなざし

れ
、
あ
ら
た
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
場
所
に
こ
れ
ら
の
新
し
い
呪
術

（４）

は
使
わ
れ
は
じ
め
た
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
呪
術

は
主
に
シ
ミ
や
ケ
ガ
レ
の
祓
い
の
儀
礼
に
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

当
然
、
そ
の
シ
ミ
や
ケ
ガ
レ
と
は
、
人
・
物
・
貨
幣
の
流
動
す
る
社
会
に

お
い
て
増
殖
す
る
富
の
対
極
に
あ
る
身
の
不
幸
で
あ
り
、
そ
の
不
幸
も
ま

た
そ
の
流
動
す
る
社
会
の
中
で
増
殖
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら

こ
そ
、
呪
術
も
隆
盛
を
極
め
た
と
い
、
う
こ
と
だ
。

三
浦
佑
之
は
霊
異
記
の
い
く
つ
か
の
話
を
分
析
し
八
世
紀
に
な
っ
て
家

（５）

族
と
い
う
問
題
が
顕
在
化
し
て
く
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
班
田
制

で
否
応
な
し
に
個
が
顕
在
化
し
、
そ
の
個
の
間
で
親
子
と
い
う
関
係
で
あ

っ
て
も
貸
し
借
り
が
発
生
す
る
よ
う
な
社
会
状
況
で
、
親
子
と
は
何
か
と

い
っ
た
問
題
が
浮
上
し
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
人
と
人
の
関
係
も
ま

た
停
滞
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

八
世
紀
に
お
け
る
律
令
の
制
定
、
貨
幣
に
よ
る
市
場
経
済
へ
の
移
行

は
、
対
中
国
と
の
関
係
に
促
さ
れ
た
上
か
ら
の
改
革
の
性
格
が
強
く
、
ま

ず
社
会
の
市
場
化
が
先
行
し
て
律
令
や
貨
幣
経
済
を
促
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
変
革
は
、
人
々
の
生
活
を
か
な
り
混
乱
さ
せ
た

に
違
い
な
い
。
だ
が
、
霊
異
記
の
話
を
読
む
限
り
で
は
、
人
々
は
国
家
と

村
落
の
狭
間
で
、
あ
る
い
は
村
落
と
都
市
の
間
で
た
く
ま
し
く
生
き
て
い

た
。
そ
の
生
き
方
の
多
く
は
悪
因
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ

の
悪
因
は
、
流
動
化
す
る
不
安
定
な
時
代
を
生
き
る
一
つ
の
積
極
性
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
仏
教
は
そ
の
積
極
性
を
肯
定
し
な
が
ら
も
抑

制
し
、
神
（
仏
）
を
頼
ら
な
い
活
動
は
、
こ
の
世
を
生
き
る
微
妙
な
バ
ラ

ン
ス
を
失
う
こ
と
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

上
巻
十
三
話
に
、
貧
し
い
女
が
清
浄
な
生
活
を
営
み
仙
人
の
霊
草
を
食

べ
空
へ
飛
ん
で
い
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
話
が
興
味
深
い
の
は
、

神
（
仏
）
に
富
が
欲
し
い
と
願
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
徹
底

し
て
生
活
を
律
す
る
。
七
人
の
子
ど
も
が
い
る
が
、
「
常
に
家
に
往
り
て

は
、
家
を
浄
む
る
を
心
と
す
。
菜
を
採
み
調
へ
盛
り
て
子
を
唱
ひ
、
端
座

し
て
咲
を
含
み
馴
れ
言
ひ
、
敬
ひ
を
到
し
て
食
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
慎
ま
し
い
抑
制
の
き
い
た
生
き
方
が
、
結
果
と
し
て
仙
人
に
な
る
と
い

う
、
仏
教
的
訓
話
と
は
違
う
話
な
の
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
女

は
人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
流
動
す
る
生
き
方
に
抗
し
た
と
き
の
あ
る
理
想
型
が
こ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
そ
の
生
活
に
お
い
て
自
ら
を

律
す
る
生
き
方
で
あ
る
。
こ
の
女
の
律
し
方
は
並
み
で
は
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
は
仙
人
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
の
だ

が
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
積
極
的
に
自
ら
を
律
し
な
け
れ
ば
こ
の

経
済
の
論
理
に
翻
弄
さ
れ
た
社
会
に
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

とでもある。

本
来
、
こ
の
女
の
よ
う
な
生
き
方
を
支
え
る
の
は
仏
教
で
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
霊
異
記
の
描
く
仏
教
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
女
と
は
対
極
に
あ
る

人
・
物
・
貨
幣
の
移
動
の
た
だ
中
を
生
き
る
人
々
の
生
き
方
を
支
え
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
だ
け
、
現
世
の
現
在
を
生
き
る
人
々
が
抱
え
込
ん
だ
問
題

は
圧
倒
的
だ
っ
た
、
と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
、
フ
か
。

注
（
１
）
引
用
は
多
田
一
臣
校
注
『
日
本
霊
異
記
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一

九
九
七
年
）
に
よ
っ
た
。

（
２
）
栄
原
永
遠
男
『
奈
良
時
代
流
通
経
済
史
の
研
究
」
（
塙
書
房
一
九

九
二
年
）
参
照
。
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日本霊異記が描く経済と人間

（
４
）
体
系
日
本
史
叢
書
『
生
活
史
Ｉ
』
（
山
川
出
版
社
一
九
九
五
年
）

（
５
）
三
浦
佑
之
『
万
葉
ぴ
と
の
「
家
族
」
誌
』
（
講
談
社
一
九
九
六
年
）

（
３
）
多
田
一
臣
校
注
『
日
本
霊
異
記
下
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
一
九
九

七年）解説。
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