
仏舎利を握った娘

本
論
は
「
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
三
十
一
縁
に
関
す
る
考
察
で
あ
る
。

こ
の
説
話
は
、
遠
江
国
磐
田
郡
に
住
む
丹
生
直
弟
上
が
、
仏
塔
の
建
立
を

発
願
す
る
が
、
実
現
出
来
ず
に
年
を
過
ご
す
う
ち
に
、
弟
上
七
十
歳
・
妻

六
十
二
歳
の
時
に
、
左
手
を
握
っ
た
ま
ま
の
女
子
が
生
ま
れ
、
後
に
そ
の

女
子
が
奇
瑞
を
も
た
ら
す
と
い
う
内
容
で
、
比
較
的
短
い
説
話
の
中
に
、

異
常
出
生
や
仏
舎
利
の
感
得
、
ま
た
、
寺
の
縁
起
な
ど
、
様
々
な
注
目
す

べ
き
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
文
を
引
用
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

仏
舎
利
を
握
っ
た
娘

ぐ
わ
ん
お
こ

む
す
め

塔
を
建
て
む
と
し
て
願
を
発
し
し
時
に
生
め
る
女
子
、
舎
利

に
ぎ

え
に

を
捲
り
て
産
る
る
縁

に
ふ
あ
た
ひ
お
と
か
み
と
ほ
た
ふ
み
い
は
た
こ
ほ
り

丹
生
の
直
弟
上
は
、
遠
江
の
国
磐
田
の
郡
の
人
な
り
き
。
弟
上
、ひさ

塔
を
作
ら
む
と
し
て
願
を
発
し
、
い
ま
だ
そ
の
塔
を
造
ら
ず
し
て
滝

へ

か
へ
り

こ
こ
ろ

し
き
年
を
歴
た
り
。
な
ほ
し
願
を
果
さ
む
と
膳
み
て
、
つ
ね
に
懐

いた

を秒む。

め

聖
武
天
皇
の
御
世
に
、
弟
上
年
七
十
歳
、
妻
年
六
十
二
歳
に
し

は

ら

む

す

め

、
つ
土
《

て
、
懐
妊
み
て
女
を
生
む
。
左
の
方
の
手
を
捲
り
て
産
生
る
。
父

｜
、
は
じ
め
に

ｌ
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
三
十
一
縁
に
つ
い
て
Ｉ当

該
説
話
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
は
少
な
く
、
主
要
な

も
の
と
し
て
は
、
守
屋
俊
彦
氏
が
、
当
該
説
話
と
竹
取
説
話
の
類
似
点
を

指
摘
し
、
当
該
説
話
を
竹
取
説
話
が
仏
教
的
ベ
ー
ル
を
被
っ
た
話
と
し
た

い
や
ま
し

母
怪
し
ぴ
て
、
捲
れ
る
手
を
開
く
に
、
弥
増
に
固
く
捲
り
て
、
な
ほ

の

う
れ

お
う
な

し
野
く
ず
。
父
母
愁
へ
て
い
は
く
、
「
堰
、
時
に
あ
ら
ず
し
て
産
み
、

こ
ん
そ
な

い
ん
え
ん

子
の
根
具
は
ら
ず
。
こ
れ
大
き
な
る
恥
と
す
。
因
縁
を
も
て
の
ゆ
ゑ

そ
れ

に
、
汝
、
わ
が
子
に
生
る
」
と
い
ふ
。
す
な
は
ち
嫌
み
棄
て
ず
し
て
、

う

つ

く

は

ぐ

く

や
や
ひ
と
と
な

か
ほ
き
ら
ぎ
ら

慈
し
ぴ
哺
育
み
つ
。
漸
く
長
大
る
に
随
ひ
て
、
面
容
端
正
し
。

年
七
歳
に
至
り
、
手
を
開
き
て
母
に
示
し
て
い
は
く
、
「
こ
の
物

て
の
ひ
ら
み

ふ
た
つ
び

を
見
よ
」
と
い
ふ
。
よ
り
て
掌
を
贈
れ
ば
、
舎
利
二
粒
あ
り
。

よ

る

こ

あ

や

も
ろ
ひ
と

歓
喜
ぴ
異
奇
し
ぴ
て
、
諸
人
に
告
げ
知
ら
す
。
諸
人
も
ま
た
喜
び
、

つ

か

さ

つ

た

こ

ほ

り

き

み

国
の
司
に
展
転
ふ
。
郡
の
卿
も
こ
と
ご
と
く
に
喜
び
、
知
識
を

ひ

き

ゐ

な

な

こ

し

お

引
率
て
、
七
重
の
塔
を
建
て
、
そ
の
舎
利
を
安
き
ま
つ
り
、
供
養
し

こ
ほ
り

こ
ん
り
ふ

を
は
り
ぬ
。
今
に
磐
田
の
郡
の
部
内
に
建
立
せ
る
磐
田
の
寺
の
塔

こ
れ
な
り
。
塔
を
立
て
し
後
に
、
そ
の
子
た
ち
ま
ち
に
死
に
き
。

あ
き闇

ら
か
に
知
る
、
「
願
ひ
て
得
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
願
ひ
て
果

さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
い
へ
る
は
、
そ
れ
こ
れ
を
い
ふ
な
り
。

青
柳
ま
や
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（１）

研
究
が
あ
る
。
守
屋
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
突
然
授
か
っ
た
女
子
が
老

夫
婦
に
幸
福
を
も
た
ら
す
点
や
、
女
子
が
人
間
の
男
性
と
婚
姻
し
な
い
点

な
ど
、
当
該
説
話
と
竹
取
説
話
の
類
似
点
は
複
数
存
在
す
る
。

ま
た
、
守
屋
氏
は
竹
取
説
話
の
発
生
地
を
、
富
士
山
を
中
心
と
し
た
地

域
と
し
、
駿
河
か
ら
当
該
説
話
の
舞
台
で
あ
る
隣
国
の
遠
江
へ
の
、
竹
取

説
話
の
流
伝
の
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
説
話
の
流
通
経
路
の

考
察
は
、
古
代
に
お
け
る
説
話
の
発
生
や
そ
の
伝
播
の
方
法
、
類
似
説
話

の
存
在
理
由
な
ど
を
探
る
上
で
、
大
変
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
当
該
説
話
は
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
一
つ
の
説
話
と
し
て
語
ら

れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
説
話
の
中
か
ら
、
個
別
の
要
素
を
取
り
出
し
て
解

娘
体
還
元
的
に
考
察
す
る
方
法
に
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

蚊このようなことから、本論では中巻第三十一縁を一つの説話

艫として捉え、説話をその文脈から解釈していくことで、『古事記』

鯏や「風土記』といった他の上代文献との相違点を指摘し、当該

仏
説
話
が
「
日
本
霊
異
記
』
に
語
ら
れ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

中
巻
第
三
十
一
縁
は
、
遠
江
国
磐
田
郡
に
住
む
丹
生
直
弟
上
が
、
仏
塔

の
建
立
を
発
願
し
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
語
ら
れ
る
。
丹
生
直
は
『
新
撰

姓
氏
録
』
に
は
記
載
が
見
え
な
い
も
の
の
、
『
倭
名
類
聚
抄
」
に
遠
江
国

磐
田
郡
壬
生
（
爾
布
）
の
地
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
地
名
の
転
訓
し
た

（２）

も
の
、
或
い
は
地
名
に
関
連
し
て
出
来
た
氏
と
さ
れ
る
。
弟
上
は
土
地
の

名
を
氏
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
地
で
一
定
の
力
を
持
つ
豪
族
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

一一、女子の出生

当
該
説
話
の
他
に
も
、
肉
塊
を
産
ん
だ
豊
服
広
公
の
妻
（
下
巻
第
十
九

縁
）
や
、
石
を
産
ん
だ
県
氏
の
女
（
下
巻
第
三
十
一
縁
）
な
ど
、
『
日
本

霊
異
記
』
の
異
常
出
生
證
に
は
、
在
地
の
豪
族
の
家
に
生
じ
た
出
来
事
と

し
て
語
ら
れ
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る
。
こ
れ
は
本
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
豪

族
が
有
し
て
い
た
、
独
自
の
始
祖
伝
承
と
し
て
の
異
常
出
生
讃
が
、
仏
教

の
流
入
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
変
質
さ
せ
ら
れ
、
新
た
に
仏
教
説
話
へ
と

改
変
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

弟
上
の
居
地
で
あ
る
遠
江
国
磐
田
郡
は
、
現
在
の
静
岡
県
磐
田
市
に
当

た
り
、
後
に
建
立
さ
れ
る
磐
田
寺
の
名
も
同
地
の
地
名
に
由
来
す
る
。
弟

上
が
仏
塔
の
建
立
を
発
願
し
た
理
由
や
、
建
立
が
長
年
滞
っ
て
い
た
理
由

かへり

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
な
ほ
し
願
を
果
さ
む
と
蜷
み
て
、
つ

こ
こ
ろ
い
た

ね
に
懐
を
韓
む
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
弟
上
は
仏
法
に
対
す
る
深
い
信

仰
心
を
持
つ
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

聖
武
天
皇
の
御
世
、
弟
上
が
七
十
歳
、
妻
が
六
十
二
歳
の
時
に
、
妻
が

懐
妊
し
、
女
子
が
生
ま
れ
た
。
後
に
こ
の
女
子
は
弟
上
夫
婦
に
仏
舎
利
を

も
た
ら
す
が
、
仏
舎
利
の
感
得
と
い
う
奇
瑞
が
、
聖
武
天
皇
の
御
世
の
出

来
事
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
巻
や
中
巻
の
序
文
等
に
記
さ
れ

る
よ
う
に
、
「
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
、
聖
武
天
皇
が
仏
教
を
篤
信
し

た
聖
帝
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
舎
利

の
感
得
と
い
う
仏
教
的
奇
瑞
は
、
聖
武
天
皇
朝
と
い
う
聖
代
に
こ
そ
相
応

し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

弟
上
夫
婦
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
「
戸
令
」
第
六
条
に
、

そ

な

む

ち

や

う

せ

ら

う

其
れ
男
は
、
廿
一
を
丁
と
為
よ
・
六
十
一
を
老
と
為
よ
・
六
十
六

き

を
耆
と
為
よ
・

と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
弟
上
は
耆
の
年
齢
に
区
分
さ
れ
る
。
丁
・
老
・
耆
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仏舎利を握った娘

（３）

の
別
は
、
兵
役
・
課
役
の
負
担
に
関
す
る
年
齢
区
分
で
あ
り
、
本
来
、
弟

上
の
妻
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、
六
十
二
と
い
う
妻
の
年
齢
は
、
男
性

で
あ
れ
ば
老
に
区
分
さ
れ
る
。
弟
上
夫
婦
は
何
れ
も
老
耆
の
年
齢
に
達
し

て
お
り
、
明
ら
か
に
出
産
能
力
の
失
わ
れ
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。

ま
た
、
「
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
、
夫
婦
両
方
の
年
齢
が
記
さ
れ
た

例は稀とされる胸、当該説話で夫婦二人の年齢が明記されるの

は
、
老
齢
に
達
し
た
年
齢
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
出
産
の
不
可
能
性
を
強

調
し
、
女
子
の
出
生
の
異
常
さ
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
具
体
的
な
年
齢

を
記
述
す
る
こ
と
で
、
説
話
の
聞
き
手
に
具
体
例
を
示
し
、
説
話
に
真
実

性
を
付
与
す
る
意
味
を
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
制
の
成

立
に
よ
っ
て
、
個
人
を
年
齢
で
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
詳
細

な
年
齢
を
記
録
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
当
該
説
話
は
仏
舎
利
を
も
た
ら
す
神
聖
な
女
子
の
出
生
を
語
る

が
、
『
古
事
記
』
の
三
輪
山
説
話
や
『
山
城
国
風
土
記
」
逸
文
の
可
茂
社

条
が
、
神
と
未
婚
の
乙
女
の
婚
姻
に
よ
る
神
聖
な
神
の
子
の
出
生
を
語
る

の
に
対
し
、
当
該
説
話
で
は
人
間
の
老
夫
婦
の
間
に
神
聖
な
子
供
が
出
生

す
る
点
が
異
な
る
。
弟
上
の
妻
は
出
生
能
力
を
失
っ
た
老
女
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
存
在
に
よ
る
出
生
も
神
話
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
要
素

である。
や
や
年
齢
が
異
な
る
も
の
の
、
『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
条
の
赤
猪
子
説

話
で
は
、
雄
略
天
皇
が
、
自
分
と
の
約
束
を
守
り
、
男
に
嫁
が
ず
に
八
十

年
を
過
ご
し
た
引
田
部
赤
猪
子
を
不
燗
に
感
じ
、
婚
姻
を
望
む
も
の
の
、

赤
猪
子
が
大
変
年
老
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
出
来
ず
悲

し
ん
だ
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
赤
猪
子
説
話
の
、

う

ち

あ

お
も

そ

き

は

あ
ひ

心
の
裏
に
婚
は
む
と
欲
へ
ど
も
、
其
の
亟
め
て
老
い
て
、
婚
を
成
す

こ
と
得
ぬ
こ
と
を
悼
み
て
（
下
略
）

と
い
う
記
述
は
、
老
女
と
交
わ
り
を
成
す
こ
と
の
不
可
能
性
を
表
し
て
い

る
。
老
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
女
子
を
儲
け
た
弟
上
夫
婦
は
、
『
古
事
記
」

と
は
異
な
る
世
界
観
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
。

当
該
説
話
に
描
か
れ
る
よ
う
に
、
出
生
能
力
を
持
た
な
い
老
夫
婦
が
、

通
常
と
は
異
な
る
仕
方
で
子
供
を
授
か
る
話
は
、
民
話
の
桃
太
郎
や
瓜
子

姫
に
も
見
ら
れ
る
。
申
し
子
護
と
呼
ば
れ
る
こ
の
話
型
は
、
富
を
も
た
ら

（５）

す
主
人
公
を
申
し
子
と
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
申
し
子
讃
の
本
筋

か
ら
す
れ
ば
、
本
来
、
生
ま
れ
た
女
子
は
成
長
し
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
当
該
説
話
で
は
こ
う
し
た
展
開
に
な
っ
て
い
な
い
点
が
注
意
さ
れ

（６）る
。
景
戒
の
説
話
解
釈
の
部
分
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
舎
利
の
感
得

と
い
う
奇
瑞
は
、
あ
く
ま
で
も
弟
上
の
信
仰
心
の
結
果
と
さ
れ
る
。
女
子

は
説
話
の
主
人
公
で
は
な
く
、
仏
舎
利
を
発
現
し
、
塔
を
完
成
さ
せ
る
た

め
の
装
置
と
し
て
説
話
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

女
子
は
左
手
を
握
り
、
し
か
も
そ
の
手
を
固
く
握
り
し
め
て
開
か
な
い

（７）
の
で
、
両
親
は
老
齢
の
出
産
を
起
因
と
す
る
身
体
的
欠
陥
と
し
て
嘆
き
、

自
ら
の
過
去
の
悪
因
を
恥
じ
た
。
仏
教
の
論
理
で
は
、
親
子
の
関
係
は
過

去
の
因
縁
の
結
果
に
よ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
親
の
恥
は
自
ら
の
過

（８）

去
の
悪
因
が
衆
目
に
晒
さ
れ
た
こ
と
に
理
由
す
る
と
さ
れ
る
。
当
該
説
話

で
は
、
女
子
の
身
体
的
欠
陥
が
悪
因
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
が
後
に
明
ら

か
と
な
る
が
、
子
が
親
の
過
去
の
悪
因
を
晒
す
存
在
と
さ
れ
る
点
は
、
当

該
説
話
の
直
前
に
置
か
れ
た
中
巻
第
三
十
縁
と
共
通
し
て
い
る
。

仏
教
思
想
の
流
入
に
よ
り
、
親
子
の
関
係
は
そ
れ
ま
で
の
共
同
体
の
始

祖
か
ら
連
綿
と
繋
が
る
縦
の
血
縁
紐
帯
の
流
れ
の
中
か
ら
切
り
出
さ
れ
、
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仏舎利を握った娘

女
子
は
七
歳
に
な
っ
た
時
、
握
っ
て
い
た
左
手
を
開
い
て
母
に
示
し
、

掌
中
の
物
を
見
る
よ
う
に
告
げ
た
。
異
常
出
生
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
子
供

の
言
葉
を
、
母
親
が
聞
き
取
る
話
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
那
賀
郡
茨
城

里
条
の
哺
臥
山
説
話
に
も
見
ら
れ
る
。
哺
臥
山
説
話
は
、
ヌ
カ
ビ
メ
と
い

う
女
性
の
許
に
正
体
不
明
の
男
が
通
い
、
ヌ
カ
ビ
メ
が
妊
娠
し
小
さ
な
蛇

を
生
ん
だ
の
で
、
蛇
を
祭
壇
に
安
置
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
蛇
が
異
常
成
長

を
し
た
と
い
う
三
輪
山
型
の
神
婚
説
話
で
あ
る
。

ヌ
カ
ビ
メ
は
兄
ヌ
カ
ビ
コ
と
共
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
説
話
の
中
で
、

生
ま
れ
た
蛇
と
会
話
を
す
る
の
は
母
ヌ
カ
ビ
メ
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
こ

個
人
の
過
去
の
行
い
の
結
果
へ
と
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
因
果
応
報
の

原
理
は
、
人
々
に
個
人
の
存
在
を
強
く
自
覚
さ
せ
、
そ
こ
に
生
じ
る
不
安

を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
、
仏
教
へ
の
ひ
た
す
ら
な
信
仰
が
求
め
ら
れ
た
。

『
日
本
霊
異
記
』
に
載
録
さ
れ
る
よ
う
な
仏
教
説
話
は
、
そ
の
救
済
の
実

例
を
民
衆
に
示
す
例
証
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

成
長
し
た
女
子
の
容
姿
に
見
え
る
「
面
容
端
正
し
」
の
記
述
は
、
女
子

が
通
常
の
人
間
で
は
な
く
、
神
の
属
性
を
持
つ
こ
と
を
示
す
表
現
と
さ
れ

（９）る
。
容
姿
の
讃
美
は
、
「
古
事
記
』
の
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
神
話
や
、

セ
ヤ
ダ
タ
ラ
ヒ
メ
の
婚
姻
説
話
等
に
も
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
が
、
因
果

応
報
の
原
理
は
、
血
の
連
続
性
を
保
証
す
る
始
祖
神
話
と
は
異
な
る
要
素

を
持
っ
て
お
り
、
当
該
説
話
に
見
え
る
女
子
の
美
麗
さ
は
、
神
婚
に
よ
る

共
同
体
の
始
祖
伝
承
な
ど
に
は
繋
が
っ
て
い
な
い
。
当
該
説
話
は
、
女
子

に
神
の
属
性
を
付
与
し
な
が
ら
、
神
話
的
世
界
を
志
向
し
て
は
い
な
い
の

である。三
、
仏
舎
利
の
出
現

の
こ
と
は
、
神
の
言
葉
を
伝
え
る
ヌ
カ
ビ
メ
の
巫
女
的
性
格
を
表
す
と
共

に
、
子
供
と
母
親
の
親
子
と
し
て
の
強
固
な
繋
が
り
、
或
い
は
、
子
供
に

対
し
て
母
親
が
、
霊
的
な
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

女
子
が
手
を
開
い
た
七
歳
と
い
う
年
齢
は
、
「
七
歳
ま
で
は
神
の
子
」

（旧）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
子
供
の
成
長
段
階
の
一
つ
の
節
目
で
あ
っ
た
。
七

歳
の
女
子
は
、
未
だ
人
間
の
世
界
の
存
在
で
は
な
く
、
神
の
世
界
に
属
す

る
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ヌ
カ
ビ
メ
や
弟
上
の
妻
の
話
は
、
母
親
が

神
の
世
界
に
属
す
る
子
供
の
言
葉
を
聞
き
、
人
間
の
世
界
へ
と
繋
げ
る
力

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

開
か
れ
た
女
子
の
掌
に
は
、
仏
舎
利
が
二
粒
あ
っ
た
。
仏
舎
利
の
出
現

記
事
は
、
日
本
で
は
早
く
「
日
本
書
紀
』
に
見
え
、
敏
達
天
皇
十
三
年
是

歳
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

’１初め、舷より作れり０
０

仏
法
の

う
ま
こ
ひ
と

に

馬
子
独
り
仏
法
に
依
り
て
三
尼
を
崇
敬
す
。
乃
ち
三
尼
を
以
ち
て
、

ひ

た

の

あ

た

ひ

た

ち

と

さ

づ

い

へ

氷
田
直
と
達
等
と
に
付
け
て
、
衣
食
を
供
へ
し
む
。
仏
殿
を
宅
の

ひ
む
が
し
の
か
た
つ
く

東
方
に
経
営
り
、
弥
勒
の
石
像
を
安
置
し
ま
つ
る
。
三
尼
を

く

つ

じ

ゃ

う

だ

い

ゑ

せ

つ

ざ

い

さ

い

じ

き

屈
請
し
、
大
会
の
設
斎
す
。
此
の
時
に
、
達
等
、
仏
舎
利
を
斎
食

の
上
に
得
た
り
。
舎
利
を
以
ち
て
馬
子
宿
禰
に
献
る
。
馬
子
宿
禰
、

こ
こ
ろ
み

く

ろ

が

ね

あ

て

つ

ち

試
に
舎
利
を
以
ち
て
、
鉄
の
質
の
中
に
置
き
て
、
鉄
の
鎚
を

こ
と
ご
と
く
く
だ
け
や
ぶ
し
か

振
ひ
て
打
つ
。
其
の
質
と
鎚
と
、
悉
に
催
壊
れ
ぬ
。
而
れ
ど

く
だ
き
や
ぶ

ま
た

な
げ
い

も
舎
利
は
推
穀
る
べ
か
ら
ず
。
又
、
舎
利
を
水
に
投
る
。
舎
利
、

ね
が
ひ
ま
に
ま
う
き
し
づ
卜
昨
い
Ｉ
１
-
は
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

心
の
所
願
の
随
に
、
水
に
浮
沈
む
。
是
に
由
り
て
、
馬
子
宿
禰
．

；
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仏舎利を握った娘

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
仏
法
の
初
め
、
鼓
よ
り

作
れ
り
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
舎
利
の
発
見
及
び
そ
の
霊
威
の
発
現

が
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
起
こ
り
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
馬
子
・
氷
田
．

達
等
は
、
仏
舎
利
の
霊
験
を
実
際
に
体
験
し
た
こ
と
で
、
仏
法
を
信
じ
修

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奇
跡
が
眼
前
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
信
仰
の

発
生
に
繋
が
る
こ
と
を
「
日
本
書
紀
」
の
記
事
は
示
し
て
い
る
。

仏
舎
利
が
鉄
鎚
で
打
っ
て
も
砕
け
な
い
点
や
、
水
に
浮
沈
す
る
点
は
「
法

苑珠林』や『高僧伝』といった漢籍の影響とされる伽、仏舎利

の
起
こ
し
た
神
秘
的
な
出
来
事
が
、
仏
教
信
仰
の
発
端
に
繋
が
る
点
は
、

仏
舎
利
に
対
す
る
信
仰
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
。

他
に
、
『
続
日
本
紀
」
天
平
神
護
二
年
十
月
二
十
日
条
に
は
、
隅
寺
の

毘
沙
門
天
像
か
ら
仏
舎
利
が
出
現
し
た
記
事
が
見
え
、
こ
の
奇
瑞
に
よ
っ

て
、
称
徳
天
皇
の
太
政
大
臣
禅
師
で
あ
っ
た
道
鏡
は
、
法
王
の
位
を
授
け

ら
れ
て
い
る
。
後
に
こ
の
仏
舎
利
発
見
は
、
道
鏡
の
弟
子
に
よ
る
握
造
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
道
鏡
が
こ
の
よ
う
に
仏
舎
利
感
得
を

偽
っ
た
の
も
、
仏
舎
利
に
対
す
る
信
仰
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ

（肥）フ（》０

つ
た

な
お
、
当
該
説
話
で
は
、
「
国
の
司
に
展
転
ふ
。
郡
の
卿
も
こ
と
ご
と

く
に
喜
び
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
女
子
に
よ
る
仏
舎
利
の
感
得
が
、
丹

生
氏
と
い
う
一
氏
族
の
範
晴
を
越
え
、
遠
江
と
い
う
国
全
体
の
吉
事
と
さ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
仏
舎
利
に
対
す
る
信
仰
の
大
き

さ
を
表
す
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
の
信
仰
と
い
う
も
の
が
、
氏
族
や
村
落

と
い
っ
た
共
同
体
の
固
有
性
を
超
越
す
る
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
も
表

す
と
考
え
ら
れ
る
。

此
に
あ
る
べ
か
ら
ず
」

と
告
げ
る
場
面
が
あ
る
・
ヌ
カ
ビ
メ
は
一
族
の
財
力
不
足
を
理
由
に
、
祀
っ

て
い
る
蛇
に
家
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
哺
臥
山
説

話
の
記
事
は
、
一
族
が
独
自
に
祀
る
神
に
対
す
る
費
用
の
負
担
は
、
そ
の

神
を
祀
る
血
族
内
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
当
該
説
話
で
は
、
仏
舎
利
の
出
現
に
歓
喜
し
た
人
々
が
、
寄
進
す
る

信
者
を
誘
い
集
め
て
講
を
組
織
し
、
七
重
の
塔
を
建
立
す
る
に
至
る
と
い

う
違
い
が
見
ら
れ
る
。
塔
の
建
立
費
用
は
、
仏
教
を
信
仰
す
る
不
特
定
多

数
の
人
々
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
。

律
令
国
家
の
成
立
は
、
固
有
の
信
仰
を
持
つ
血
縁
に
よ
る
共
同
体
を
解

体
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
に
対
す
る
信
仰
が
、
こ
の
解
体
さ
れ
た

共
同
体
に
な
り
替
わ
る
新
た
な
社
会
集
団
の
出
現
を
促
し
た
こ
と
が
、
当

該
説
話
の
記
事
か
ら
読
み
取
れ
る
。

律
令
国
家
の
成
立
は
、
血
縁
や
地
縁
に
よ
る
古
い
共
同
体
を
解
体
し
、

固
有
の
信
仰
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
へ
と
変
質
さ
せ
る
が
、
そ
う
し
た
排

除
す
べ
き
古
い
信
仰
に
な
り
替
わ
る
律
令
国
家
の
普
遍
的
信
仰
と
し
て
、

（旧）

人
々
に
は
仏
教
を
信
仰
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
当
該
説
話
に
見
え
る

「
国
の
司
」
「
郡
の
卿
」
は
、
何
れ
も
国
や
郡
の
役
人
で
あ
り
、
こ
う
し
た

人
々
が
塔
の
建
立
事
業
に
関
与
す
る
こ
と
も
、
地
縁
と
は
異
な
る
仏
教
と

国
家
と
の
繋
が
り
を
示
し
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
「
常
陸
国
風
土
記
』
の
哺
臥
山
説
話
で
は
、
母
の
ヌ
カ
ビ

メ
が
異
常
な
成
長
を
続
け
る
我
が
子
の
蛇
に
対
し
、

い
ま
し
う
つ
は
も
の
は
か

「汝が器宇を量るに、自づから神の子と知りぬ。称洲除勵

みこ
い

ま

ゆ

。
父
の
在
せ
る
に
従
く
く
し
。
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仏舎利を握った娘

仏
舎
利
は
建
立
さ
れ
た
塔
に
安
置
さ
れ
、
完
成
の
供
養
が
営
ま
れ
た
。

こ
の
塔
は
磐
田
郡
内
に
建
つ
磐
田
寺
の
塔
と
さ
れ
る
が
、
現
在
地
は
未
詳

（脚）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
磐
田
寺
の
塔
の
建
立
の
縁
起
讃
で
あ
り
、
「
今
に
」

と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
こ
の
話
が
載
録
さ
れ
た
当
時
、

磐
田
寺
の
塔
は
実
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
生
殖
年
齢
を
超
え
た
老

齢
で
の
出
産
、
ま
た
、
女
子
に
よ
る
仏
舎
利
の
感
得
と
い
う
非
現
実
的
な

出
来
事
は
、
実
在
す
る
仏
塔
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
真
実
性
を
付
与

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

磐田寺は丹生氏の氏寺であった可能性が高いとされる伽、丹

（旧）

生
氏
は
郡
司
相
当
の
家
柄
で
あ
り
、
こ
の
土
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
元
々
は
仏
教
で
は
な
く
、
丹
生
氏
独
自
の
神
を
祀
っ

て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
天
部
衆
の
例
に
見
え
る
よ
う
に
、
仏
教
は

在
来
の
神
へ
の
信
仰
を
、
本
地
垂
迩
に
よ
っ
て
そ
の
内
部
に
取
り
込
み
、

仏
教
側
の
存
在
へ
と
作
り
替
え
る
が
、
こ
こ
で
寺
の
名
前
に
磐
田
と
い
う

郡
名
が
付
け
ら
れ
た
の
は
、
仏
舎
利
に
対
す
る
信
仰
が
、
丹
生
氏
と
い
う

一
氏
族
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
広
く
地
域
に
開
か
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
条
の
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
に
見
え
る
よ

う
に
、
日
本
古
代
に
は
、
祀
ら
れ
る
神
と
血
縁
関
係
に
あ
る
商
孫
の
み
が
、

（Ⅳ）

真
に
司
祭
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
仏
教
に
対
す
る
信
仰
は
血
縁
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
誰

の
も
の
で
も
な
い
、
こ
の
土
地
の
仏
教
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
寺
と
い
う

意
味
が
、
磐
田
寺
の
名
前
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
女
子
の
死

景
戒
は
説
話
解
釈
の
部
分
に
お
い
て
、
「
願
ひ
て
得
ず
と
い
ふ
こ
と
な

く
、
願
ひ
て
果
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
と
記
し
、
仏
舎
利
の
感
得
と
塔

の
建
立
を
、
弟
上
の
願
い
の
結
果
と
す
る
。
当
該
説
話
は
、
仏
意
を
主
体

と
せ
ず
、
善
を
修
め
よ
う
と
す
る
人
間
の
意
欲
を
主
体
と
し
て
述
べ
ら
れ

（釦）

て
い
る
。
奇
跡
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
弟
上
と
い
う
一
個
人

の
仏
へ
の
信
仰
心
の
強
さ
で
あ
っ
た
。

「
願
ひ
て
得
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
願
ひ
て
果
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」

の
表
現
は
、
出
典
が
不
明
で
あ
る
が
、
類
似
の
表
現
を
用
い
た
結
語
が
、

中
巻
第
二
十
一
縁
・
下
巻
第
十
一
縁
・
下
巻
第
十
七
縁
・
下
巻
第
二
十
一

（副）

縁
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
語
を
用
い
る
こ
と
が
、
唱
導
の

場
に
お
け
る
語
り
の
型
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

女
子
は
塔
が
建
立
さ
れ
た
後
、
時
を
置
か
ず
亡
く
な
っ
た
。
女
子
の
死

因
や
死
の
状
態
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
説
話
の
関
心
が
女
子
の
死
の
詳

細
を
語
る
こ
と
に
は
無
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
仏
舎
利
の
感
得
と
い
う
奇
跡
を
起
こ
し
た
存
在
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
当
該
説
話
は
女
子
の
名
前
を
記
さ
な
い
。
名
前
は
そ
の
個
人
を

他
か
ら
区
別
し
、
明
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
霊
魂
を
宿
し
、
呪
力
を
有

（旧）

す
る
特
別
な
言
葉
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
当
該
説
話
が
女
子
の
名

を
語
ら
な
い
の
は
、
女
子
を
人
間
世
界
の
存
在
と
し
て
定
位
す
る
必
要
が

無
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
女
子
は
仏
塔
を
建
て
る
た
め
に
遣
わ
さ

（旧）

れ
た
化
身
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
神
仏
の
世
界
の
存
在
で
あ
っ
た
。
七
歳

で
亡
く
な
っ
た
女
子
は
、
神
の
世
界
と
人
間
世
界
の
境
界
を
超
え
る
こ
と

な
く
、
神
の
ま
ま
神
の
世
界
に
帰
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

五
、
説
話
解
釈
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こ
の
う
ち
、
下
巻
第
十
一
縁
は
、
盲
目
の
女
が
薬
師
如
来
の
木
造
に
帰
依

し
、
仏
像
か
ら
得
た
霊
薬
に
よ
っ
て
眼
を
開
く
話
で
、
同
じ
く
下
巻
第

二
十
一
縁
も
、
盲
人
が
仏
法
へ
の
帰
依
に
よ
っ
て
眼
を
開
く
話
と
な
っ
て

いる。『
日
本
霊
異
記
』
は
、
病
や
身
体
的
な
欠
損
を
前
世
の
悪
業
の
結
果
と

説
く
が
、
こ
う
し
た
身
体
的
な
欠
損
は
、
悪
因
を
受
け
た
者
が
、
仏
に
ひ

た
す
ら
帰
依
す
る
こ
と
で
救
済
さ
れ
る
。
救
済
は
一
人
ひ
と
り
の
心
の
有

り
様
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
仏
教
で
は
共
同
体
的
な
意
識
で
は

な
く
、
個
人
の
持
つ
信
仰
心
や
心
の
善
悪
が
重
要
視
さ
れ
た
。

当
該
説
話
に
お
い
て
も
、
仏
舎
利
感
得
の
奇
跡
は
、
弟
上
の
ひ
た
す
ら

な
信
仰
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
仏
へ
の
信
仰
心
の
深
さ
こ
そ
が
奇

跡
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
社
会
階
層
や
血
筋
な
ど
は
関
与

し
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
個
人
の
行
い
の
結
果
と
し
て
、
個
人
が
善
報

を
得
る
の
で
あ
る
。

『
日
本
霊
異
記
」
は
私
度
僧
の
唱
導
の
種
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い

とされる塊、私度僧が唱導の対象としたのは、多くが一般の庶

民
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
当
該
説
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

仏
へ
の
信
仰
心
に
よ
っ
て
生
じ
た
奇
跡
の
話
を
、
唱
導
の
場
で
例
証
と
し

て
用
い
る
こ
と
は
、
聴
衆
で
あ
る
人
々
に
、
身
分
秩
序
に
囚
わ
れ
な
い
仏

の
平
等
性
を
喚
起
さ
せ
、
仏
教
へ
の
信
仰
を
勧
め
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
奇
跡
を
も
た
ら
す
女
子
の
出
生
が
、
共
同
体
に
対
す
る
丹
生
氏

の
優
位
性
な
ど
で
は
な
く
、
弟
上
個
人
の
信
仰
心
の
深
さ
を
示
す
証
拠
と

な
る
点
は
、
当
該
説
話
と
神
話
的
世
界
と
の
違
い
を
表
す
。
異
常
出
生
や

美
麗
な
容
姿
な
ど
、
弟
上
夫
婦
の
生
ん
だ
女
子
は
、
神
の
子
の
属
性
を
有

以
上
、
中
巻
第
三
十
一
縁
を
詳
し
く
見
て
き
た
。
当
該
説
話
は
、
異
常

出
生
の
話
型
を
利
用
し
な
が
ら
、
女
子
自
体
の
活
躍
を
描
く
こ
と
は
せ
ず
、

女
子
は
あ
く
ま
で
も
仏
舎
利
の
感
得
を
い
う
奇
跡
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の

装
置
と
し
て
説
話
に
登
場
し
て
い
た
。

当
該
説
話
が
志
向
す
る
の
は
、
神
の
子
と
し
て
の
女
子
の
血
筋
を
繋
ぎ
、

丹
生
氏
の
血
の
優
越
性
を
説
く
こ
と
で
は
な
く
、
説
話
解
釈
の
部
分
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
弟
上
と
い
う
一
個
人
の
信
仰
の
強
さ
を
描
き
、
信
仰
の

力
を
説
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
該
説
話
は
、
異
常
出
生
讃
や
申
し
子
認
と

言
っ
た
古
い
在
地
的
な
信
仰
を
内
部
に
取
り
込
み
、
改
変
す
る
こ
と
で
、

新
し
く
仏
教
説
話
を
創
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
説
話
で
は
、
弟
上
夫
婦
が
女
子
の
身
体
の
異
常
性
を
、
自

ら
の
過
去
の
悪
因
を
衆
目
に
露
呈
す
る
恥
と
し
て
恐
れ
て
い
た
。
親
が
子

を
恐
れ
る
話
は
、
『
古
事
記
』
景
行
天
皇
条
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
説
話
や
、
『
播

磨
国
風
土
記
』
錺
磨
郡
伊
和
里
条
の
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ホ
ア
カ
リ
の
神
話
等

に
も
見
ら
れ
る
が
、
「
古
事
記
』
や
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
描
か
れ
た
親

の
恐
れ
は
、
純
粋
に
子
の
暴
力
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
因
は
親

の
側
に
は
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
因
果
応
報
の
結
果
と
し
て
の
親
子
関

し
て
い
る
・
三
輪
山
説
話
や
上
巻
第
二
縁
の
狐
妻
説
話
に
見
え
る
よ
う
に
、

（記）

神
や
異
類
と
の
血
縁
関
係
は
、
そ
の
家
系
を
聖
別
し
、
共
同
体
に
お
け
る

一
族
の
優
越
性
を
示
す
こ
と
に
繋
が
る
。
し
か
し
、
当
該
説
話
に
お
け
る

女
子
の
役
目
は
、
丹
生
氏
の
血
統
を
保
証
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
弟
上
の

信
仰
心
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
こ
こ
で
も
、
共
同
体
で
は
な
く
個
人

の
心
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

六
、
ま
と
め
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係
と
い
う
、
従
来
に
は
な
い
親
と
子
の
在
り
方
を
仏
教
は
生
み
出
し
て
い

る。律
令
国
家
の
成
立
は
、
社
会
階
層
を
分
化
し
、
血
縁
・
地
縁
に
よ
る
古

い
共
同
体
を
解
体
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
磐
田
寺
の
堂
塔
建
立
が
、
信

者
の
講
に
よ
る
寄
進
の
結
果
と
し
て
実
現
し
た
よ
う
に
、
仏
教
は
解
体
さ

れ
た
共
同
体
に
な
り
替
わ
る
新
た
な
社
会
集
団
を
出
現
さ
せ
る
力
を
有
し

ていた。
仏
教
は
、
共
同
体
と
の
繋
が
り
が
希
薄
化
し
、
孤
立
し
た
人
々
を
、
従

来
の
共
同
体
と
は
異
な
る
、
仏
へ
の
信
仰
と
い
う
形
で
結
束
し
、
再
び
集

団
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
た
な
社
会
秩
序
を
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
守
屋
俊
彦
「
日
本
霊
異
記
小
考
二
ｌ
中
巻
第
三
十
一
縁
ｌ
」
（
「
神

道
学
」
六
十
二
号
、
神
道
学
会
、
一
九
六
九
年
）
。
後
、
守
屋
俊
彦
『
日

本
霊
異
記
の
研
究
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
四
年
）
収
録
。

（
２
）
松
浦
貞
俊
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
』
（
大
東
文
化
大
学

研
究
所
、
一
九
七
三
年
）
、
二
六
九
頁
。
な
お
、
駿
河
国
で
は
な
い

も
の
の
、
天
平
三
年
の
「
越
前
国
正
税
帳
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
編

年
之
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
四
三
二
頁
に
は
「
主

、

、

、

帳
元
位
丹
生
直
伊
可
豆
智
」
の
名
前
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
丹
生
直

が
実
在
の
氏
姓
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

（
３
）
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
、
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
）
、
五
五
一
頁
。

（
４
）
小
泉
道
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
日
本
霊
異
記
』
（
新
潮
社
、

一
九
八
四
年
）
、
一
八
一
頁
注
十
三
。

（
５
）
福
田
ア
ジ
オ
他
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
」
下
（
吉
川
弘
文
館
、

二
○
○
○
年
）
。
「
申
し
子
」
の
項
。
項
目
執
筆
は
山
田
厳
子
氏
。

（
６
）
多
田
一
臣
『
日
本
霊
異
記
』
中
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
）
、

二五○頁。

（
７
）
永
藤
靖
氏
は
「
聖
な
る
病
あ
る
い
は
女
性
の
身
体
に
つ
い
て
’
百

本
霊
異
記
」
下
巻
・
第
一
九
縁
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
文
学
」
第
八
巻

第
四
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
一
三
九
頁
に
お
い
て
、
当
該

説
話
と
下
巻
第
十
九
縁
に
登
場
す
る
女
子
に
つ
い
て
、

い
ず
れ
に
し
ろ
神
意
を
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
子
供
は
、
こ

こ
で
は
不
具
と
い
う
病
を
持
つ
こ
と
で
聖
別
さ
れ
て
い
る
。
他

の
者
と
は
異
な
る
、
そ
う
い
う
聖
な
る
徴
、
「
聖
痕
（
ス
テ
ィ

グ
マ
）
が
身
体
の
一
部
に
あ
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
多
田
氏
注
（
６
）
同
書
二
四
七
頁
。

（
９
）
多
田
氏
注
（
６
）
同
書
二
四
七
頁
。

（
蛆
）
多
田
氏
注
（
６
）
同
書
二
五
○
頁
。
な
お
、
『
日
本
霊
異
記
』
上

巻
第
十
八
縁
に
は
、
八
歳
以
前
に
一
文
字
を
除
き
「
法
華
経
」
を
暗

調
す
る
こ
と
が
出
来
た
男
児
が
登
場
し
、
下
巻
第
十
九
縁
に
は
七
歳

以
前
に
『
法
華
経
』
や
八
十
巻
本
『
華
厳
経
』
を
転
読
し
た
女
子
が

登
場
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
岸
田
知
子
「
日
中
文
献
に
見
え
る
佛
舍
利
の
奇
瑞
」
（
大
谷
大
學

文
藝
學
會
「
文
謹
論
叢
」
第
六
十
八
号
、
二
○
○
七
年
）
、
八
十
三
頁
。

（
吃
）
松
浦
氏
注
（
２
）
同
書
二
七
一
頁
。

（
Ｂ
）
多
田
一
臣
「
仏
教
説
話
の
誕
生
」
（
『
古
代
文
学
の
世
界
像
」
所
収
、

岩
波
書
店
、
二
○
一
三
年
）
、
三
二
六
～
三
二
九
頁
。

（
Ｍ
）
小
泉
氏
注
（
４
）
同
書
一
八
二
頁
注
七
。
な
お
同
書
に
よ
れ
ば
、

国
司
が
塔
の
建
立
に
参
加
し
た
経
緯
も
あ
り
、
遠
江
国
の
国
分
寺
の

建
立
に
際
し
て
、
磐
田
寺
が
格
上
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
と
す
る
。

（
喝
）
多
田
氏
注
（
６
）
同
書
二
四
九
頁
。
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注記．『
日
本
霊
異
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
小
泉
道
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集

成
『
日
本
霊
異
記
」
（
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
）
を
用
い
た
。

．
『
日
本
書
紀
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
、
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
②
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）
を
用

である。

（
羽
）
多
田
一
臣

四
十
一
頁
。

（
岨
）
永
藤
氏
注
（
７
）

（
別
）
松
浦
氏
注
（
２
）

（
別
）
多
田
氏
注
（
６
）

（
躯
）
中
田
祝
夫
校
注
・

（
小
学
館
、
一
九
帝

四
一
○
頁
で
は
言

に
説
明
し
て
い
る
。

（
賂
）
小
泉
氏
注
（
４
）
同
書
一
八
二
頁
注
七
。

（
Ⅳ
）
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
監
修
『
日
本
神
話
事
典
』
（
大
和
書
房
、

一
九
九
七
年
）
、
「
加
茂
説
話
」
の
項
。
項
目
執
筆
は
溝
口
睦
子
氏
。

（
肥
）
多
田
一
臣
編
『
万
葉
語
誌
』
（
筑
摩
書
房
、
二
○
一
四
年
）
、
「
名
」

の
項
目
。
項
目
執
筆
は
中
嶋
真
也
氏
。

．
『
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
、

いた。
『
霊
異
記
』
に
は
種
々
の
性
格
が
あ
る
が
、
お
お
ま
か
に
い
え
ば
、

こ
れ
は
私
度
僧
に
よ
る
、
私
度
僧
の
た
め
の
、
私
度
僧
の
文
学

と
規
定
で
き
る
面
が
強
い
。
私
度
僧
の
作
っ
た
、
私
度
僧
階
級

を
中
心
と
す
る
人
々
に
読
ま
れ
る
べ
き
文
学
作
品
と
い
う
わ
け

（２）同書二七一頁。

（
６
）
同
書
二
四
七
～
二
四
八
頁
。

校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
霊
異
記
」

一
九
九
五
年
）
、
四
一
○
～
四
一
一
頁
。
な
お
、
同
書

は
『
日
本
霊
異
記
」
の
性
格
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う

『
日
本
霊
異
記
』
上
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
）
、

同
書
一
三
九
頁
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
を

用いた。

「
律
令
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
井
上
光
貞
ほ
か
校
注
、
日
本
思
想
大
系
『
律

令
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
用
い
た
。

-１２３-


