
『
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓

宮

田

尚
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「
今
昔
物
語
集
」
は
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
部
よ
り
な
っ
て
お
り
、
天

竺
、
震
旦
の
両
部
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
○
話
を
越
え
る
は
な
し
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

 
そ
れ
に
対
し
て
百
済
、
新
羅
、
高
麗
の
三
国
に
は
、
独
立
し
た
部
立
が
あ
た

え
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
関
係
話
も
ご
く
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
 
「
百
済

河
」
 
「
高
麗
端
ノ
畳
」
な
ど
の
語
を
有
す
る
も
の
や
、
国
名
が
出
て
い
る
だ
け
・

の
も
の
ま
で
す
べ
て
ふ
く
め
て
も
、
わ
ず
か
三
十
話
。
三
韓
に
連
な
る
人
物
が

主
人
公
、
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
か
た
ち
で
は
な
し
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の

は
と
な
る
と
、
お
お
く
見
積
も
っ
て
も
六
話
な
い
し
七
話
程
度
を
か
ぞ
え
る
に

す
ぎ
な
い
。

 
こ
の
片
寄
り
、
と
り
わ
け
三
韓
の
比
重
の
軽
さ
は
、
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
 
『
今

昔
物
語
集
』
の
成
立
に
い
た
る
時
代
状
況
、
お
よ
び
、
そ
の
な
か
で
醸
成
さ
れ

て
い
っ
た
編
者
の
自
国
意
識
、
さ
ら
に
は
編
集
に
際
し
て
の
資
料
上
の
制
約
等

幽
が
、
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
ち
が
た
く
か
ら
ま
り
あ
い
な
が
ら
作
用
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
も
の
の
よ
う
だ
。

r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

本
題
に
入
る
ま
え
に
、
三
韓
関
係
話
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
三
十
話
の
国
別
内
訳
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
〈
百
済
〉

 
 
十
一
1
・
1
6
・
2
2
、
十
二
3
、
十
四
3
2
、
十
六
2
（

 
 
3
0
、
二
四
5

 
〈
新
羅
〉

 
 
六
3
0
・
3
6
、
十
一
1
・
4
・
1
5
、
十
四
4
5
、
十
六
1
9
、

十
七
1
8
、
十
九

 
 
（
計
九
話
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
九
3
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
計
八
話
）

 
 
．
〈
高
麗
〉

 
 
 
十
且
、
十
一
1
・
6
、
十
二
9
・
1
0
・
2
2
、
十
四
2
8
、
十
六
1
、
十
七

 
 
 
3
3
、
十
九
3
1
、
二
二
7
、
二
四
3
1
、
三
一
2
・
2
1
・
3
0
（
計
一
，
五
話
）

 
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
新
羅
の
六
3
0
．
3
6
お
よ
び
高
麗
の
十
1
1
の
．

ほ
か
は
、
本
朝
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
話
数
が
少
な
い
こ
と
に
加
え
、
大
部

分
が
本
朝
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
三
韓
関
係
話
の
留
意
す
べ
き
傾
向

だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
な
お
、
六
3
0
と
十
1
1
と
は
、
旅
の
目
的
地
と
し
て
国
名
が
提
示
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。

（73）

『
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓



 
三
韓
関
係
話
の
延
べ
数
が
三
二
話
に
な
る
の
は
、
十
一
1
が
百
済
、
新
羅
、

高
麗
の
三
か
国
と
重
複
す
る
こ
と
に
よ
る
。

 
十
一
1
は
本
朝
部
の
冒
頭
に
位
置
し
、
仏
教
の
日
本
へ
の
初
伝
を
は
じ
め
と

す
る
伝
来
と
定
着
の
し
だ
い
と
、
聖
徳
太
子
を
軸
に
し
て
ま
と
め
た
は
な
し

だ
。
こ
こ
に
三
韓
が
競
合
す
る
こ
と
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
各
国
は
い
ず
れ
も
、
仏
教
の
伝
来
と
定
着
と
に
か
か
わ
る
は

な
し
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

 
た
と
え
ば
百
済
は
、
九
話
の
う
ち
十
一
1
・
2
2
、
十
二
3
、
十
四
3
2
、
十
九
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ﾌ
五
話
が
そ
う
だ
。
こ
れ
ら
は
、
直
接
、
仏
教
の
伝
来
と
定
着
と
に
か
か
わ

っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
十
二
3
、
十
四
3
2
、
十
九
3
0
の
三
話
は
、
主
人
公
な
い

し
そ
れ
に
準
ず
る
か
た
ち
で
、
渡
来
の
百
済
人
が
は
な
し
の
な
か
の
主
要
な
位

置
を
し
め
て
い
る
。

 
か
か
わ
り
か
た
が
間
接
的
な
ば
あ
い
も
あ
る
。
十
一
6
、
十
六
2
の
華
言
が

そ
う
だ
。
前
者
は
、
百
済
河
の
ほ
と
り
に
移
築
し
て
百
済
寺
と
改
称
し
た
寺

が
、
数
次
の
変
転
の
後
に
大
安
寺
と
な
っ
た
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
後
者

は
、
百
済
の
滅
亡
に
際
し
て
派
遣
さ
れ
た
日
本
人
が
、
無
事
に
生
還
で
き
た
こ

と
を
よ
ろ
こ
ん
だ
ば
か
り
か
、
子
孫
々
に
至
る
ま
で
ひ
た
す
ら
観
音
に
帰
依
し

た
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
百
済
の
か
か
わ
り
か
た
は
ゆ
る
や
か
だ
が
、
こ

れ
ら
も
、
伝
来
定
着
史
の
一
端
を
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
ほ
か
に
、
備
護
国
の
老
僧
の
俗
姓
が
百
済
の
氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
だ

け
の
一
七
1
8
や
、
絵
師
の
名
を
百
済
川
成
だ
と
す
る
二
四
5
の
よ
う
に
、
は
な

し
の
主
題
と
か
か
わ
り
あ
わ
な
い
〈
百
済
〉
も
一
部
に
あ
る
が
、
総
じ
て
百
済

関
係
話
は
、
仏
教
の
伝
来
と
定
着
と
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と

し
て
い
る
。

 
新
羅
も
、
霊
験
の
あ
か
し
と
し
て
の
六
3
6
や
、
伝
来
・
定
着
に
関
す
る
は
な

し
と
し
て
の
十
一
1
・
4
・
1
5
な
ど
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
う
ち
六
3
6
、
十

一
1
5
の
両
話
は
、
新
羅
人
が
は
な
し
の
な
か
で
主
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。

ま
た
、
唐
へ
留
学
中
の
日
本
僧
が
新
羅
を
訪
聞
し
た
と
す
る
記
事
を
ふ
く
む
十

一
4
の
よ
う
な
、
新
羅
人
の
直
接
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
伝
法
・
定
着
長
も
あ

る
な
ど
、
百
済
の
ば
あ
い
に
通
じ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
新
羅
関
係
話
の
な
か
に
は
、
日
本
と
新
羅

と
の
拮
抗
を
内
容
と
す
る
十
四
4
5
や
、
日
本
の
観
音
の
霊
験
で
新
羅
后
の
苦
難

が
救
わ
れ
た
と
す
る
十
六
1
9
な
ど
の
よ
う
な
、
日
本
の
側
か
ら
は
た
ら
き
か
け

る
例
も
み
ら
れ
る
。
新
羅
関
係
話
を
特
徴
づ
け
る
こ
れ
ら
は
、
あ
き
ら
か
に
伝

法
・
定
着
の
枠
を
越
え
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
こ
に
は
、
新
羅
を
越
え
た

い
と
願
う
日
本
、
あ
る
い
は
、
越
え
た
と
主
張
す
る
日
本
が
語
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
、
高
揚
し
た
気
負
い
が
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
数
は
少
な

い
け
れ
ど
、
こ
う
し
た
は
な
し
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
留
意
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。 

仏
教
と
は
無
縁
だ
が
、
商
売
の
た
め
に
新
羅
へ
渡
っ
た
と
す
る
二
九
3
1
も
、
．
」

新
羅
と
の
関
係
が
、
も
は
や
待
つ
だ
け
、
受
け
入
れ
る
だ
け
の
状
況
で
は
な

い
、
と
の
認
識
を
反
映
し
た
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。

 
十
一
1
、
十
九
3
1
と
、
高
麗
人
に
よ
る
仏
教
の
伝
来
・
定
着
に
か
か
わ
る
は

な
し
を
有
す
る
高
麗
の
ば
あ
い
も
、
そ
の
う
ち
の
十
九
3
1
は
高
麗
か
ら
の
渡
来

僧
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
乱
に
遭
遇
し
た
た
め
に
唐
に
逃
れ
、
結

果
的
に
は
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
日
本
か
ら
の
留
学

僧
を
主
人
公
に
し
た
十
六
1
も
、
高
麗
関
係
話
の
な
か
の
伝
法
諌
の
ひ
と
つ
に

数
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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、



 
高
麗
は
し
か
し
、
主
題
と
か
ら
ま
な
い
か
た
ち
で
登
場
す
る
こ
と
が
お
お

く
、
個
々
の
は
な
し
へ
の
参
加
の
度
合
い
と
い
う
点
に
な
る
と
、
百
済
、
新
羅

の
両
国
に
比
し
て
、
い
ち
じ
る
し
く
低
い
。
 
 
 
・

 
た
と
え
ば
十
二
9
・
1
0
・
2
2
、
三
一
2
で
は
、
法
会
等
の
舞
人
あ
る
い
は
楽

、
人
と
し
て
高
麗
人
が
登
場
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
十
七
3
3
、
二
二
7
、
二

四
3
1
、
三
一
3
0
で
は
、
調
度
と
し
て
の
高
麗
端
の
畳
が
、
ま
た
十
1
1
、
十
一

6
、
三
一
2
1
な
ど
で
は
、
旅
の
目
的
地
、
あ
る
い
は
遠
隔
地
の
比
喩
と
し
て
高

麗
の
名
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
は
な
し
の
周
縁
部

分
に
、
高
麗
の
、
そ
れ
も
非
本
質
的
な
部
分
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
、
と
い
っ

た
構
図
な
の
だ
。
高
麗
の
語
を
有
す
る
は
な
し
が
お
お
い
わ
り
に
は
、
さ
し
て

み
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
こ
れ
が
、
高
麗
関
係
話
の
特
色
と
い
え
ば
い
え
よ
う

か
。

 
な
お
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
で
い
う
〈
高
麗
〉
と
は
、
お
お
む
ね
高
句
麗
の
こ

と
だ
と
理
解
し
て
よ
さ
そ
う
だ
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
成
立
は
、
王
建
に
よ
る

高
麗
の
建
国
（
九
一
八
）
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
た
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
高
麗
時
代

な
の
だ
が
、
そ
の
高
麗
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

 
六
六
八
年
、
新
羅
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
高
句
麗
を
日
本
で
〈
高
麗
〉
と
呼

ん
だ
こ
と
は
、
高
麗
，
建
国
以
前
に
成
立
し
た
文
献
、
た
と
え
ば
『
日
本
書
紀
」

『
懐
風
藻
」
 
『
霊
異
記
」
等
に
、
そ
の
用
例
が
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら

か
だ
。

 
ま
た
、
高
麗
建
国
の
四
十
余
年
前
の
成
立
で
あ
る
『
日
本
国
見
薄
書
目
録
』

 
（
土
地
家
）
に
も
、
「
高
麗
国
記
」
と
の
書
名
が
み
え
る
。
同
書
が
今
日
に
伝

え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
記
事
に
誤
脱
が
な
い
と

す
れ
ば
、
高
句
麗
を
〈
高
麗
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
日
本
だ
け
に
み
ら
れ
る
現
象

『
今
昔
物
語
集
」
の
三
韓

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
で
は
く
高
句
麗
〉
よ
り
も
、
 
〈
高
麗
〉
の
方
が
な

じ
み
の
あ
る
呼
称
だ
っ
た
よ
う
だ
。

 
「
今
昔
物
語
集
」
に
も
ど
っ
て
、
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。

 
十
六
1
は
、
日
本
か
ら
の
留
学
僧
を
主
人
公
と
す
る
は
な
し
で
あ
り
、
十
九
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ﾍ
、
功
徳
を
ほ
ど
こ
し
た
渡
来
僧
を
主
人
公
と
す
る
は
な
し
で
あ
る
。
両
話

は
と
も
に
、
主
人
公
の
留
学
先
き
、
あ
る
い
は
母
国
に
つ
い
て
〈
高
麗
〉
と
し

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
〈
高
麗
〉
は
、
昔
話
の
出
典
で
あ
る
『
霊
異
記
』
．
の
上

7
、
お
よ
び
上
1
2
の
当
該
部
分
に
、
す
で
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
も
く
高

麗
〉
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
 
『
霊
異
記
」
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
論
者
に

よ
っ
て
な
お
多
少
見
解
の
ゆ
れ
が
あ
る
が
、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
か
ら
ほ

ど
経
ぬ
時
期
で
あ
っ
た
と
す
る
点
で
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、
当
面
の
も
ん
だ

い
に
関
し
て
い
え
ば
、
大
勢
に
影
響
な
い
。

 
十
二
2
2
、
二
二
7
、
三
一
2
1
の
三
話
は
、
高
麗
建
国
後
の
出
来
事
を
と
り
あ

げ
た
は
な
し
だ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
も
高
麗
だ
と
根
怪
し
て

よ
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 
「
唐
高
麗
ノ
楽
人
」
と
い
っ
た
表
現

は
、
現
実
の
歴
史
の
展
開
と
か
か
わ
り
な
く
、
一
種
の
「
慣
用
句
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
十
二
2
2
は
寛
仁
四
年
（
一
〇

二
〇
）
の
出
来
事
で
あ
り
、
唐
の
．
滅
亡
か
ら
百
年
の
余
を
経
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
唐
高
麗
」
と
し
て
い
る
。
 
〈
宋
高
麗
〉
と
は
し
て
い
な
い
。

 
同
じ
よ
う
な
例
は
、
十
二
9
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
貞
観
二
年

（
八
六
〇
）
の
出
来
事
で
あ
り
、
高
麗
の
建
国
に
先
立
つ
こ
と
五
十
余
年
。
だ

が
、
こ
こ
で
は
「
唐
高
麗
／
舞
人
楽
人
」
と
し
て
い
る
。
 
〈
唐
新
羅
〉
で
は
な

い
の
だ
。
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華
麗
な
法
会
を
彩
る
舞
人
・
楽
人
と
い
え
ば
、
時
代
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り

な
く
＜
唐
高
麗
〉
が
想
起
さ
れ
、
み
や
び
や
か
な
る
畳
と
い
え
ば
〈
高
麗
端
〉

が
冠
せ
ら
れ
る
。
歴
史
認
識
の
欠
如
に
は
違
い
な
い
が
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
社

会
の
現
実
で
あ
っ
た
し
、
 
「
今
昔
物
語
集
」
に
と
っ
て
の
《
常
識
》
で
も
あ
っ

た
の
だ
。

 
本
文
中
に
は
正
確
に
〈
唐
〉
と
記
し
て
い
な
が
ら
、
標
題
で
は
く
宋
〉
と
誤

っ
て
し
ま
っ
た
十
一
9
・
1
0
。
 
〈
唐
〉
と
す
べ
き
本
文
中
の
表
記
を
〈
宋
〉
と

し
た
十
一
1
2
。
逆
に
、
 
〈
宋
人
〉
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
〈
唐
人
〉
と
し
た
二

四
2
2
な
ど
、
国
名
の
呼
称
の
混
乱
の
例
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
は
少
な
く
な

い
。

二

、

・
さ
て
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
三
韓
の
部
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
．
三
韓
に
関
す

る
所
収
話
数
も
ご
く
少
な
い
理
由
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
手
掛
か
り
の
ひ

と
つ
と
な
る
の
は
、
『
霊
異
記
』
以
下
の
資
料
群
の
あ
り
よ
う
だ
。

 
こ
と
あ
た
ら
し
く
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
の
有
力

な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
「
霊
異
記
」
は
、
序
に
よ
れ
ば
、
中
国
の
『
冥
報

記
』
や
『
般
若
験
記
」
に
触
発
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
に
比
肩
し
う
る
よ
う
な
、
い

わ
ば
〈
日
本
の
冥
報
記
〉
を
編
も
う
と
し
た
の
で
あ
っ
・
た
。

 
序
文
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
が
百
済
か
ら
将
来
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
承
知
し
て
い
る
。
唐
が
、
も
っ
て
範
と
す
べ
き
著
作
を
も

っ
た
先
進
国
で
あ
る
こ
と
も
、
十
分
知
っ
て
い
る
。
知
っ
早
う
え
で
そ
れ
に
追

い
つ
き
、
追
い
越
そ
う
と
『
霊
異
記
」
は
し
て
い
る
の
だ
。

 
 
何
ぞ
、
唯
し
他
国
の
伝
録
を
の
み
慎
み
で
、
自
土
の
奇
事
を
信
じ
恐
り
ざ

 
 
ら
む
や
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
の
釈
文
に
よ
る
）

 
と
の
発
言
を
支
え
て
い
る
の
は
、
強
い
自
国
意
識
だ
。
追
い
つ
き
、
追
い
越

さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
使
命
感
と
気
負
い
、
そ
し
て
所
期
の
目
的
を
達
成
し
え

た
こ
と
へ
の
い
さ
さ
か
の
自
信
と
満
足
感
。
そ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
思
い
が
、

こ
の
発
言
の
背
後
に
は
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
 
『
霊
異
記
」
が
書
名
に
〈
日
本
〉
を
冠
し
た
こ
と
も
、
自
国
意
識
の
あ
ら
わ

 
（
注
1
）

れ
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
 
『
日
本
書
紀
」
あ
た
り
に
端
を
発
す
る
ら
し
い
、
書
名
に
〈
日
本
〉
あ
る
い

は
〈
本
朝
〉
を
冠
す
る
方
法
は
、
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
歴
史
、
仏
教
説

話
、
さ
ら
に
は
漢
詩
文
な
ど
の
分
野
に
一
定
の
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な

り
、
定
着
す
る
。
十
四
、
五
、
六
世
紀
に
は
い
っ
た
ん
下
火
に
な
る
が
、
十
七

世
紀
に
な
る
と
一
転
し
て
、
急
激
に
増
加
す
る
。
こ
の
推
移
は
ど
う
や
ら
、
自

国
意
識
の
う
ね
り
と
呼
応
す
る
も
の
の
よ
う
だ
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
 
『
霊
異
記
」
が
、
 
〈
日
本
冥
報
記
〉
で
も
〈
本
朝
般
若

験
記
〉
で
も
な
く
、
 
「
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
を
名
称
と
し
た
の
は
、
ひ

と
つ
に
は
く
冥
報
〉
や
く
般
若
〉
の
枠
を
越
え
た
作
品
だ
と
の
認
識
に
も
と
つ

く
も
の
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
に
は
、
 
「
冥
報
記
」
や
『
般
若
験
記
」
の
ほ
か

に
、
・
そ
れ
ら
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
強
い
刺
激
を
、
中
国
の
『
霊
異
記
』
か
ら

受
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

 
 
『
日
本
国
見
学
書
目
録
」
に
み
え
る
『
霊
異
記
』
の
将
来
さ
れ
た
の
が
、
い

、
つ
の
こ
と
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
散
士
し
て
い
る
た
め
、
景
戒
が

そ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
ご

と
は
わ
か
ら
な
い
。
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し
か
し
、
書
名
の
類
似
性
か
ら
み
て
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
つ
け
た

も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
影
響
が
、
か
り
に
作
品
の
内
部
に
ま
で
お
よ
ん

で
い
な
い
と
し
て
も
、
命
名
に
際
し
て
景
戒
は
、
回
国
渡
来
の
「
霊
異
記
』
を

-
念
頭
に
お
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
こ
れ
は
ま
さ

し
く
＜
日
本
〉
の
「
霊
異
記
』
な
の
だ
と
、
彼
は
宣
言
し
て
い
る
の
だ
。
書
名

に
冠
し
た
〈
日
本
〉
ば
、
単
に
、
彼
我
の
『
霊
異
記
」
の
区
別
の
た
め
の
符
号

で
は
あ
る
ま
い
。

 
 
『
霊
異
記
」
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
に
向
け
ら
れ
で
い
る
。
く
り
か
え

す
こ
と
に
な
る
が
、
編
集
の
動
機
が
そ
も
そ
も
中
国
の
著
作
に
触
発
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
し
、
・
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
醸
成
さ
れ
た
強
い
自
国
意

識
も
、
と
う
ぜ
ん
中
国
を
基
点
と
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
発
想
の
基
盤
を
中
国
の
著
作
に
お
く
、
こ
う
し
た
『
霊
異
記
』
．
の
方
法
は
、

強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
自
国
意
識
に
若
干
強
弱
の
差
は
あ
る
も
の
の
、

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
 
『
本
朝
法
華
伝
記
」
 
『
本
朝
神
仙
伝
』
等
の
後
代
の
作

品
に
、
こ
の
方
法
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。

 
た
と
え
ば
『
日
本
往
生
極
楽
記
」
ば
、
唐
の
『
浄
土
論
」
 
『
京
詞
伝
」
に
啓

発
さ
れ
て
、
日
本
の
異
相
往
生
者
の
伝
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
慶
保
胤
が
、

「
国
史
及
諸
人
別
伝
等
」
か
ら
材
を
集
め
た
編
ん
だ
も
の
だ
。
 
『
日
本
往
生
極

楽
記
』
は
、
唐
の
著
作
に
欠
落
し
て
い
る
日
本
に
関
す
る
部
分
を
補
完
し
よ
う

乏
し
て
い
る
。

 
『
本
朝
法
華
験
記
』
は
、
伝
燈
に
よ
っ
て
書
名
に
若
干
の
ゆ
れ
が
あ
る
け
れ

ど
、
こ
れ
も
序
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
唐
の
義
寂
の
撰
に
な
る
『
験
記
事

「
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓

す
な
わ
ち
『
法
華
験
記
』
を
一
見
に
お
よ
ん
だ
鎮
源
が
、
日
本
に
同
趣
向
の
著

作
の
な
い
こ
と
に
一
念
発
起
し
て
編
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

 
上
十
、
下
九
六
・
一
〇
五
・
一
〇
六
・
一
〇
八
の
四
話
に
は
、
話
末
に
「
出

雲
異
記
」
「
見
霊
異
記
」
等
の
注
記
が
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ど
う

や
ら
こ
れ
ら
は
『
霊
異
記
」
か
ら
の
直
接
を
も
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

『
三
宝
絵
」
を
経
由
し
て
の
も
の
の
よ
う
だ
。
だ
が
、
影
響
は
か
り
に
間
接
的

な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
唐
の
著
作
に
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
日
本

の
作
品
を
編
も
う
と
し
た
『
本
朝
法
華
験
記
」
の
姿
勢
は
、
や
は
り
『
霊
異

記
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
『
本
朝
神
仙
伝
」
の
発
想
の
基
盤
も
、
中
国
の
著
作
に
お
か
れ
て
い
る
。
．
こ

れ
が
『
日
本
国
見
在
書
目
録
」
 
（
雑
伝
家
）
に
み
え
る
蚕
繭
撰
の
『
神
仙
伝
」

に
触
発
さ
れ
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
ど
は
、
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

（
注
3
）

だ
。
 
『
本
朝
神
仙
伝
」
に
は
、
 
『
霊
異
記
』
 
『
日
本
往
生
極
楽
訂
職
 
『
本
朝
法

華
伝
記
』
な
ど
の
よ
う
に
序
文
は
伝
え
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
意
図
す
る

と
こ
ろ
は
本
文
か
ら
あ
き
ら
か
だ
。

・
さ
て
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
は
、
 
『
霊
異
記
」
は
も
と
よ
り
、
 
『
日
本
往
生
極

楽
記
」
も
『
本
朝
法
華
験
記
」
も
、
本
朝
仏
法
部
の
主
要
な
資
料
と
し
て
用
い

て
い
る
。
資
料
と
し
て
用
い
る
に
際
し
て
『
今
昔
物
語
集
」
は
、
こ
れ
ら
の
作

品
を
個
々
の
は
な
し
に
解
体
し
た
う
え
で
、
み
ず
か
ら
の
論
理
に
よ
っ
て
再
構

築
し
た
。

 
も
ん
だ
い
は
こ
の
と
き
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
目
が
ど
こ
に
向
け
ら
れ
て
い

た
か
と
い
う
点
だ
が
、
巻
六
、
巻
七
の
資
料
と
し
て
用
い
た
『
三
宝
感
応
要
略

録
」
か
ら
、
そ
の
組
織
法
や
標
題
の
形
式
等
を
導
入
し
た
『
今
昔
物
語
集
」
の

こ
と
だ
、
資
料
と
し
て
用
い
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
と
し
て
の
あ
り

（77）



よ
う
に
無
関
心
で
あ
っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
『
霊
異
記
』
等
に
は
、

『
三
宝
感
応
要
略
録
」
と
は
違
っ
て
、
編
集
の
動
機
や
経
緯
に
ふ
れ
た
序
文
が

付
さ
れ
て
い
る
。
関
心
は
集
合
の
様
態
だ
け
で
な
く
、
集
合
へ
の
契
機
に
も
及

ん
で
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
中
国
の
著
作
に
触
発
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
『
霊
異
記
」
等
の
自
国
意
識
か
ら
目
を
そ
ら
す

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
至
難
の
わ
ざ

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
る
。

 
要
す
る
に
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
も
ま
た
、
四
国
の
著
作
に
触
発
さ
れ
て
成
立

し
た
『
霊
異
記
」
以
下
の
作
品
の
流
れ
の
中
に
、
身
を
お
い
て
い
る
の
だ
。
顔

は
三
国
に
向
い
て
い
る
。四

 
『
霊
異
記
」
に
そ
の
成
立
を
う
な
が
し
た
も
の
と
し
て
『
冥
想
記
』
や
『
般

若
験
記
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
 
『
日
本
往
来
極
楽
記
」
に
『
浄
土
論
」
や
『
適

応
伝
」
が
、
ま
た
『
本
朝
法
華
験
記
」
に
『
験
記
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
 
『
今

昔
物
語
集
」
に
は
「
三
宝
感
応
要
略
録
』
や
『
罪
報
記
」
が
あ
っ
た
。
と
り
わ

け
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
は
、
素
材
源
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
『
今
昔
物
語
集
」

の
成
立
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
 
「
三
宝
感
応
要
略
録
」
な
く
し

て
『
今
昔
物
語
集
」
が
成
立
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

 
し
か
し
、
『
霊
異
記
』
等
の
先
行
著
作
に
対
す
る
対
し
か
た
と
『
今
昔
物
語
・

集
」
の
そ
れ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。

 
す
な
わ
ち
、
 
『
霊
異
記
」
，
等
は
中
国
の
先
行
著
作
を
、
日
本
の
立
場
か
ら
補

完
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
右
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
自
国
意
識
の

発
現
の
一
方
法
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
自
国
意
識
に
支

え
ら
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
み
ず
か
ら
が
書
名
に
冠
し
た
〈
日
本
〉
か
ら
の

が
れ
ら
れ
な
い
わ
け
で
、
宿
命
と
も
い
え
る
ほ
ど
に
補
完
の
役
割
は
つ
い
て
ま

わ
る
こ
と
に
な
る
。

 
た
と
え
先
行
著
作
に
対
抗
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
も
と
も
と

発
想
の
基
盤
を
同
じ
う
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
は
と
う
て

い
不
可
能
な
の
だ
。
内
容
の
出
来
不
出
来
は
と
も
あ
れ
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も

同
一
次
元
で
の
営
み
で
し
か
な
い
。

'
そ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
」
は
、
啓
発
さ
れ
た
『
三
宝
感
応
要
略
録
」

等
を
、
み
ず
か
ら
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
。
先
達
と
し
て
の
『
霊
異
記
」
等
さ

え
も
、
吸
収
し
て
し
ま
っ
た
。

 
補
完
か
ら
吸
収
へ
。
 
『
霊
異
記
』
等
に
お
け
る
先
行
著
作
と
の
関
係
と
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
そ
れ
と
は
、
お
お
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
先
行
著
作

に
対
す
る
力
関
係
が
違
っ
て
い
る
の
だ
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
と
っ
て
『
三
宝

感
応
要
略
録
』
等
は
、
け
っ
し
て
対
応
す
る
関
係
に
は
な
い
。

 
な
お
、
こ
こ
で
対
応
と
い
う
の
は
組
織
の
う
え
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
組
織

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

で
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
き
っ
ち
り
と
対
応
し
て
い
る
。
も
ん

だ
い
は
そ
の
対
応
の
趣
旨
な
の
だ
が
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
は
『
三
宝
感
応
要
略

録
」
の
組
織
法
を
導
入
し
、
そ
れ
を
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
の
た
め
に
で
は
な

く
、
み
ず
か
ら
の
た
め
に
活
用
し
て
い
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
包
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
等

の
先
行
著
作
を
越
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
に
際
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
あ
た
え
は
し
た
け
れ
ど
、
ひ
と
た
び
構
想
が
具
体
化
し
た

と
き
に
は
、
も
は
や
努
力
目
標
と
し
て
の
位
置
に
さ
え
と
ど
め
ら
れ
て
は
い
な

い
の
だ
。

（78）

、



 
『
霊
異
記
』
等
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら
れ
る
こ
う
し

た
差
異
の
、
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
。
ご
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
自

国
意
識
と
三
国
意
識
と
の
差
で
あ
ろ
う
。
三
国
意
識
と
は
こ
の
ば
あ
い
、
日
本

を
天
竺
、
震
旦
の
両
国
と
対
応
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
意

味
す
る
。

 
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
霊
異
記
」
等
は
、
自
国
意
識
に
終
始
し
、
追
随
を
む
ね

と
し
て
い
る
み
そ
れ
に
対
し
て
『
今
昔
物
語
集
」
は
、
自
国
意
識
の
流
れ
の
中

に
身
を
置
い
て
そ
れ
を
継
承
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
展
開
さ
せ
、
天

竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
極
構
造
に
よ
っ
て
仏
法
史
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
。

 
 
。
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
、
三
国
二
極
給
ヘ
ル
仏
也
（
十
一
1
5
）

 
 
。
観
音
ノ
霊
験
ノ
不
思
議
ナ
ル
事
、
天
竺
・
震
旦
ヨ
リ
空
華
テ
、
我
が
国

 
 
 
二
月
マ
デ
、
干
鳥
不
始
．
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
（
一
六
3
）

 
 
・
亀
ノ
、
人
ノ
恩
ヲ
報
ズ
ル
事
忌
二
不
始
ズ
、
天
竺
・
震
旦
ヨ
リ
始
メ
テ

 
 
 
此
ノ
朝
マ
デ
此
ナ
ム
有
ケ
ル
（
一
九
3
0
）

 
・
『
今
昔
物
語
集
』
が
、
．
日
本
を
天
竺
、
震
旦
と
対
比
さ
せ
て
平
列
的
に
表
現

し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
例
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
用
例

は
少
な
く
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
発
言
は
、
天
竺
、
震
旦
、
本
朝
の
三
部
構

成
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
思
想
の
基
底
を
な
す
も
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
が
「
三
宝
感
応
要
略
録
』
等
を
吸
収
し
て
傘
下
に
お
さ

め
、
天
竺
、
震
旦
と
本
朝
と
を
平
列
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
三

国
意
識
に
は
、
と
り
わ
け
震
旦
に
対
し
て
、
も
は
や
追
随
す
る
段
階
で
は
な
い

と
の
認
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う
。

「
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓

 
自
国
意
識
を
強
化
し
た
か
た
ち
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
三
国
意
識
に
、
影
響

を
お
よ
ぼ
し
た
文
献
資
料
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
あ
っ
だ
と
す
れ
ば
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
ほ
か

な
い
。

 
た
だ
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
が
接
し
た
こ
と
の
た
し
か
な
資
料
の
な
か
で
い
え

．
ば
、
 
『
三
宝
絵
』
に
は
す
で
に
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
天
竺
、
震
旦
に
対
す

、
る
日
本
の
優
越
性
を
指
摘
す
る
発
言
が
み
ら
れ
る
。
中
巻
の
序
が
そ
れ
だ
。

 
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
仏
教
が
震
旦
を
経
由
し
て
、
百
済
か
ら
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
の
伝
来
史
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ま
ず
天
竺
と
震
旦
と
で

の
仏
教
の
衰
退
を
説
い
て
い
る
。
天
竺
に
つ
い
て
は
、
鶏
足
山
、
孤
独
苑
、
摩

迦
陀
国
の
菩
提
樹
院
な
ど
の
仏
跡
の
荒
廃
を
例
に
あ
げ
て
「
天
竺
を
思
ひ
や
る

に
観
音
の
像
入
り
や
は
て
た
ま
ひ
ぬ
ら
む
」
と
い
い
、
ま
た
震
旦
に
つ
い
て

は
、
後
周
、
会
昌
の
二
度
に
わ
た
る
仏
教
の
弾
圧
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
、

 
「
大
唐
を
推
し
は
か
る
に
法
門
の
跡
少
な
く
や
な
り
む
ら
む
」
と
い
う
。
表
面

的
に
は
推
定
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
天
竺
、
震
旦
に
お
け
る
仏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

教
衰
退
論
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
 
こ
う
し
て
天
竺
、
震
旦
で
の
仏
教
を
衰
退
し
て
い
る
と
と
ら
え
た
う
え
で
、

 
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
日
本
で
の
仏
教
の
隆
盛
論
を
展
開
し
て
い
る
。

 
 
仏
法
東
に
流
れ
て
盛
り
に
わ
が
国
に
と
ど
ま
り
、
．
跡
を
垂
れ
た
る
聖
、
む

 
 
 
か
し
多
く
あ
ら
わ
れ
、
道
を
弘
め
た
ま
ふ
君
、
今
に
相
継
ぎ
た
ま
へ
り
。

 
 
 
十
方
界
に
会
ひ
が
た
く
無
量
効
に
も
聞
き
が
た
き
大
乗
経
典
を
、
こ
こ
に

 
 
 
し
て
多
く
聞
き
見
る
こ
と
、
と
れ
お
ぼ
ろ
げ
の
縁
に
あ
ら
ず
。

 
 
「
三
宝
絵
』
の
序
に
と
っ
て
、
天
竺
、
震
旦
に
お
け
る
仏
教
衰
退
論
と
日
本

で
の
仏
教
の
隆
盛
論
と
は
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
 
〈
む
か
し
の
聖
〉
 
〈
今
の
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君
〉
に
支
え
ら
れ
て
日
本
で
の
仏
教
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
と
い
う
の
は
、

相
対
評
価
な
の
だ
。

 
天
竺
、
震
旦
で
の
仏
教
を
、
衰
退
し
て
い
る
と
推
定
す
る
こ
と
の
根
拠
が
歴

「
史
的
に
み
て
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
推
定
の
結
果
が
当
を
え
た

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
ん
だ
い
な
の
で
は
な

い
。
先
進
国
と
し
て
の
天
竺
、
震
旦
の
仏
教
が
衰
退
し
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
日

本
で
は
隆
盛
を
ほ
こ
つ
・
て
い
る
と
い
う
論
の
す
す
め
か
た
1
別
の
い
い
か
た

を
す
れ
ば
、
認
識
そ
の
も
の
が
も
ん
だ
い
な
の
だ
。

・
五

 
『
三
宝
絵
』
の
成
立
に
先
立
つ
こ
と
お
よ
そ
九
十
年
の
寛
平
六
年
（
八
九

四
）
、
・
遣
唐
使
の
発
電
が
と
ど
め
ら
れ
た
。
在
唐
の
留
学
懐
中
灌
の
報
告
に
も

と
づ
い
て
、
こ
の
と
き
菅
原
道
真
の
し
た
た
め
た
遣
唐
使
停
止
の
奏
状
に
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
6
）

「
大
唐
凋
弊
」
の
語
が
み
え
る
。

 
こ
れ
は
む
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
も
当
時
の
政
治
、
お
よ
び
社
会
情
勢
一
般
に
つ

い
て
の
評
価
だ
み
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
絶
対
的
で
さ
え
あ
っ
た

唐
の
影
響
力
に
水
を
差
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
指
摘
の
も
つ
意
味
は

重
い
。

 
世
が
変
わ
っ
て
宋
に
な
っ
て
か
ら
も
、
宋
と
の
あ
い
だ
に
は
、
公
私
に
わ
た

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
が
あ
っ
た
。
衡
然
、
当
直
、
成
尋
ら
が
留
学
し
て
い
る

の
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
し
、
宋
か
ら
日
本
へ
の
接
近
を
は
か
る
試
み
も
何
度
か
あ

っ
た
。
だ
が
、
つ
い
に
〈
遣
宋
使
〉
は
復
活
し
な
か
っ
た
。

 
か
つ
て
の
よ
う
に
追
随
す
る
の
で
は
な
く
、
距
離
を
お
い
て
接
す
る
べ
き
だ

と
の
認
識
が
一
定
の
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の
こ
れ
は
反
映
な
の
だ
ろ
う
。

 
む
ろ
ん
、
宋
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
な
お
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う

立
場
に
た
っ
て
い
た
人
び
と
も
、
一
方
に
は
あ
っ
た
。
さ
し
ず
め
寂
照
や
成
尋

ら
は
そ
う
だ
。
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら

は
宋
に
留
学
し
た
の
だ
。

 
と
こ
ろ
が
、
留
学
中
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
る
は
な
し
に
な
る
と
、
う
っ
て

か
わ
っ
て
日
本
優
越
論
で
色
着
け
さ
れ
て
い
ち
。
た
と
え
ば
寂
照
の
ば
あ
い
は
．

こ
う
だ
。

 
国
王
か
ら
、
鉢
を
飛
ば
し
て
僧
供
を
受
け
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
き
の
こ

と
で
あ
る
。
い
ま
だ
飛
鉢
の
法
を
修
め
て
い
な
か
っ
た
寂
照
は
、
途
方
に
く
れ

て
日
本
の
三
宝
に
祈
念
し
た
。
す
る
と
彼
の
鉢
は
、
み
ご
と
に
飛
ん
だ
。
飛
ん

だ
ば
か
り
で
な
く
、
先
に
飛
ば
し
た
宋
の
僧
た
ち
の
鉢
よ
り
も
早
く
僧
供
を
受

け
て
帰
っ
て
き
た
。
国
王
は
り
っ
ぱ
に
対
処
し
え
た
借
財
の
実
力
を
認
め
、
以

後
、
彼
を
あ
が
め
尊
ぶ
と
と
も
に
、
深
く
帰
依
し
た
と
い
う
ゆ

 
寂
照
に
従
っ
て
入
宋
し
た
弟
子
念
救
が
、
帰
国
後
に
語
っ
た
も
の
だ
と
の
注

記
を
添
え
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
」
 
一
九
2
「
参
河
守
大
江
定
基
出
家
語
」

は
、
さ
ら
に
五
台
山
で
の
、
瘡
を
病
む
女
を
め
ぐ
る
宋
の
僧
と
寂
照
と
の
対
応

の
違
い
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
と
う
ぜ
ん
の
こ

と
な
が
ら
、
寂
照
の
判
断
の
方
が
、
よ
り
適
正
だ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

 
な
お
、
飛
動
の
一
件
は
『
続
本
朝
往
生
伝
」
に
も
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
記
事
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
末
尾
に
は
、

 
 
異
国
の
人
、
悉
く
に
感
涙
を
垂
れ
て
、
皆
曰
く
、
日
本
国
は
人
を
知
ら

 
 
ず
、
齎
然
を
し
て
渡
海
せ
し
め
し
は
、
人
な
き
を
表
す
に
似
た
り
。
寂
照

 
 
を
し
て
宋
に
入
ら
し
め
た
る
は
、
人
を
惜
し
ま
ざ
る
に
似
た
り
、
・
云
々
と

 
 
い
へ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
日
本
思
想
体
系
の
釈
文
に
よ
る
）
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と
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
ば
あ
い
に
通
じ
る
、
宋
の
人
び
と
の
反
応
が
そ
え
ら

れ
て
い
る
。

 
『
続
本
朝
往
生
伝
」
の
こ
の
発
言
は
、
作
者
大
江
匡
房
が
、
寂
照
の
従
兄
弟

の
曽
孫
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
身
び
い
き
の
讃
美
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
額
面

通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
ひ
か
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

 
そ
れ
に
し
て
も
、
唐
や
宋
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
し
た
と
い
う
認
識
が
あ

り
、
そ
う
し
た
認
識
に
支
え
ら
れ
た
は
な
し
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
こ
う
し
た
認
識
は
客
観
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
劣
等
感
の
裏
返
し

に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も
ん
だ
い
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
支

え
ら
れ
た
は
な
し
を
生
み
出
す
土
壌
が
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事

実
な
の
だ
。

六

 
唐
、
宋
に
対
し
て
ら
れ
る
の
と
同
様
な
状
況
は
、
新
羅
、
高
麗
に
対
し
て
も

み
と
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
高
麗
返
牒
と
称
さ
れ
る
一
件
が
そ
う
だ
。

 
承
暦
四
年
（
一
〇
八
O
V
、
医
師
の
派
遣
を
求
め
る
牒
状
が
高
麗
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
。
こ
れ
へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
が
あ
り
、
二
度
の
陣
定
で

も
結
論
は
持
ち
越
さ
れ
た
。
決
着
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
関
白
師
実
の
決
断
に
よ

っ
て
つ
け
ら
れ
た
。
 
「
帥
記
』
お
よ
び
『
水
左
記
」
に
よ
れ
ば
、
師
実
の
夢
に

故
塁
通
が
あ
ら
わ
れ
て
、
派
遣
の
無
用
を
説
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
と
ま
れ
、

高
麗
か
ら
の
要
請
を
日
本
は
拒
否
し
た
。

 
要
請
拒
否
の
返
牒
は
、
命
じ
ら
れ
て
大
江
匡
房
が
筆
を
取
っ
た
。
し
か
し
、

む
ろ
ん
そ
の
理
由
を
、
夢
想
に
よ
る
と
書
く
は
ず
も
な
い
。
返
牒
に
は
、
牒
状

『
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓

の
文
言
の
故
事
に
も
と
る
不
適
切
な
る
こ
と
と
、
格
別
の
使
者
を
た
て
る
こ
と

も
せ
ず
、
往
反
の
商
人
に
牒
状
を
託
し
た
こ
と
の
不
都
合
な
る
こ
と
と
を
、
拒

否
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
要
請
に
正
面
か
ら
応
え
ず
、
形
式
の
不
備
を

も
ん
だ
い
に
し
て
溝
い
わ
ば
玄
関
払
い
を
し
た
わ
け
だ
。

 
拒
否
の
真
意
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
は
、
い
ま
ひ
と
つ
不
透
明
だ
。
し
か
し
、

先
例
を
持
ち
出
し
て
要
請
を
拒
否
す
る
と
い
う
論
理
構
造
は
、
厚
み
か
ら
の
発

想
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
高
麗
ば
な
れ
と
い
う
よ
り
も
、
高
麗
へ
の
優
越
意
識

が
、
暗
黙
の
了
解
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
高
麗
へ
の
優
越
意
識
は
、
し
か
も
、
派
遣
否
定
論
者
の
側
だ
け
に
あ
っ
だ
の

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
．
『
帥
記
」
の
筆
者
源
経
信
は
、
国
際
関
係
へ
の
配
慮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
医
者
派
遣
を
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の

r
高
麗
認
識
も
ま
た
、

 
 
抑
高
麗
之
於
本
朝
也
、
歴
代
之
間
久
結
盟
約
、
申
古
以
来
朝
貢
錐
絶
、
猶

 
 
無
回
心
'

 
潔
い
う
も
の
だ
っ
た
。
友
好
関
係
を
維
持
す
べ
き
だ
と
の
主
張
も
、
対
等
の

関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
細
み
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
・

 
十
六
1
9
「
新
羅
后
国
王
答
得
長
谷
観
音
助
語
」
は
、
こ
の
よ
う
な
高
麗
返
牒

に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
優
越
意
識
の
風
土
の
な
か
で
生
ま
れ
、
そ
し
て
育

っ
て
い
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

 
・
み
ず
か
ら
の
犯
し
た
罪
を
国
王
か
ら
責
め
ら
れ
て
い
る
后
が
、
は
る
か
な
る

日
本
の
長
谷
観
音
に
祈
念
し
て
苦
を
ま
ぬ
が
れ
る
と
い
う
設
定
は
、
長
谷
観
音

の
霊
験
の
あ
ら
た
か
な
こ
と
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
じ
じ
つ
、
こ
の

は
な
し
は
、
霊
験
課
と
し
て
伝
播
し
た
わ
け
だ
が
、
霊
験
が
遠
く
外
国
に
ま
で

お
よ
ん
だ
と
い
ヶ
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
お
よ
ん
だ
先
が
先
進
国
で
あ
っ
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た
点
が
、
こ
の
は
な
し
の
眼
目
な
の
だ
。
距
離
だ
け
が
も
ん
だ
い
な
の
な
ら
、

〈
遠
国
〉
や
く
異
国
〉
で
も
よ
い
だ
ろ
う
し
、
具
体
性
が
ほ
し
い
の
な
ら
〈
胡

国
〉
と
か
く
琉
球
国
〉
と
か
い
う
方
法
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
こ
の
は
な
し
で
め
ざ
し
て
い
る
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
。

 
ち
な
み
に
、
、
十
六
1
9
の
檀
弓
を
収
め
て
い
る
『
長
谷
験
記
』
に
は
、
、
「
吉
備

大
臣
於
大
唐
野
馬
台
帰
朝
語
」
 
（
上
1
）
な
ど
、
外
国
に
霊
験
の
お
よ
ん
だ
と

す
る
は
な
し
が
五
話
あ
惹
。
十
六
1
9
の
類
話
が
新
羅
で
あ
る
ほ
か
は
、
対
象
国

は
梁
と
唐
。
梁
や
唐
や
新
羅
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
は
な
し
は
享
受
者
に
対

し
て
衝
撃
力
と
説
得
力
と
を
持
ち
う
る
の
だ
。

 
『
東
寺
王
代
記
」
に
よ
れ
ば
、
高
麗
返
牒
の
二
十
五
年
後
の
長
治
二
年
（
一

一
σ
五
）
、
愚
行
法
親
王
の
命
を
受
け
た
太
宰
帥
藤
原
季
仲
は
、
高
麗
か
ら

『
釈
諭
通
穴
部
」
四
巻
と
、
 
『
釈
論
賛
玄
能
」
五
巻
と
を
高
麗
か
ら
将
来
し
て

い
る
。
た
て
ま
え
と
し
て
の
優
越
論
と
は
別
に
、
高
麗
は
日
本
へ
の
仏
教
の
供

給
基
地
と
し
て
、
な
お
機
能
し
て
い
た
。
し
て
み
れ
ば
『
今
昔
物
語
集
」
は
、

た
て
ま
え
の
世
界
に
立
脚
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
か
。

七

 
申
国
に
対
す
る
優
越
意
識
は
、
中
国
に
関
す
る
は
な
し
の
排
除
を
意
味
し
な

い
。
同
様
に
、
三
韓
に
対
す
る
優
越
意
識
も
、
三
韓
に
関
す
る
は
な
し
の
排
除

を
意
味
し
な
い
。

 
排
除
ど
こ
ろ
か
、
三
韓
に
関
す
る
は
な
し
に
つ
い
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
可
能

な
限
り
収
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
霊
異
記
』
所

収
の
三
韓
関
係
話
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
に
は
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
し
、

『
三
宝
感
応
要
略
録
」
の
三
韓
関
係
話
も
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

 
た
し
か
に
、
話
数
は
少
な
い
。
す
べ
て
と
は
い
え
、
前
者
は
十
話
、
後
者
に

い
た
っ
て
は
わ
ず
か
二
話
し
か
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
幽
囚
は
少
な
く
と
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
韓
関
係
話
の
す
べ
て
が
「
今
昔
物
語
集
」
に

採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
も
つ
意
味
は
重
い
。

 
三
韓
関
係
話
は
、
三
韓
関
係
話
の
ゆ
え
を
も
っ
て
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
の

だ
。
組
織
原
則
の
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
た
噛
『
今
昔
物
語
集
』
だ
か
ら
、
あ
く
ま

で
も
そ
の
組
織
原
則
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
は

、
必
要
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
あ
っ
た
ば
あ
い
に
は
採
録
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
、
こ
う
し
た
事
実
は
示
唆
し
て
い
る
は
ず
だ
。

 
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
韓
関
係
話
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

 
『
今
昔
物
語
集
」
の
編
者
の
手
の
届
く
範
囲
に
、
独
立
し
た
部
位
を
構
成
し
う

る
ほ
ど
の
量
の
三
韓
関
係
話
が
、
届
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
 
 
 
 
 
 
 
＼

 
自
国
意
識
と
、
そ
れ
の
延
長
と
し
て
の
三
韓
意
識
に
よ
っ
て
、
震
旦
部
の
一

部
に
組
み
込
ま
れ
た
可
能
性
は
、
む
ろ
ん
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
．

う
け
れ
ど
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
編
者
の
ふ
れ
え
た
三
韓
関
係
話
が
き
わ
め
て

限
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
を
、
い
ま
は
重
視
し
て
お
き
た
い
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
編
者
の
も
と
に
三
韓
関
係
話
が
届
い
て
い
な
い
理
由
と

し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
ふ
た
つ
考
え
ら
れ
よ
う
。
ひ
と
つ
は
、
三
韓
の
側
に
、

 
『
今
昔
物
語
集
」
が
用
い
る
に
だ
る
と
判
断
し
た
資
料
が
な
か
っ
た
ば
あ
い

だ
。
現
在
確
認
出
来
な
い
か
ら
当
時
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
、
そ

の
逆
も
い
え
な
い
わ
け
で
、
こ
の
点
は
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
い
ま

ひ
と
つ
は
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
側
の
資
料
収
集
能
力
の
限
界
だ
。
 
『
今
昔
物

語
集
」
は
、
あ
の
『
法
斜
面
林
」
や
、
梁
、
唐
の
両
『
高
僧
伝
」
で
さ
え
も
、
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（
注
8
）

資
料
群
の
な
か
に
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
将
来
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
、
 
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
等
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
内
容
的
に
も
、
じ

ゅ
う
ぶ
ん
資
料
と
し
て
用
い
る
に
た
る
も
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
資
料
と
し

て
用
い
て
は
い
な
い
。
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
資
料
収
集
体
勢
や
能
力
は
、
け
っ

し
て
万
全
で
は
な
か
っ
た
。
資
料
の
収
集
範
囲
は
意
外
な
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る

一
方
、
思
い
も
よ
ら
な
い
開
塞
状
況
を
み
せ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
韓

の
側
に
し
か
る
べ
き
資
料
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
「
今

昔
物
語
集
」
の
編
者
の
視
界
に
は
い
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
。

究
 
昭
5
1
・
1
1
）

注注
21

注旧注
543

注注
76

注
8

片
寄
正
義
 
『
今
昔
物
語
集
の
研
究
」
下
（
芸
林
舎
 
昭
4
9
年
刊
）

佐
々
木
一
雄
 
「
法
華
験
歌
成
立
考
（
そ
の
一
）
」
 
（
日
吉
論
文
集

昭
3
5
年
）

川
口
久
雄
 
 
『
古
本
説
話
集
」
神
仙
伝
解
説
ほ
か
・

国
東
文
麿
 
 
『
今
昔
物
語
集
成
立
考
」
（
早
大
出
版
部
 
昭
3
7
年
刊
）

前
田
雅
之
 
「
今
昔
物
語
本
朝
仏
法
伝
来
史
の
歴
史
叙
述
」
 
（
国
文

学
研
究
 
昭
5
9
・
3
）

中
井
克
己
 
 
「
「
三
宝
絵
」
の
時
代
」
（
『
中
世
説
話
と
そ
の
周
辺
」

国
東
文
麿
編
、
明
治
書
院
 
昭
6
2
年
刊
）

『
菅
家
文
草
」

小
峯
和
明
 
「
大
江
匡
房
の
高
麗
返
牒
」
 
（
三
世
文
学
研
究
 
昭

 
 
）

前
田
雅
之
 
「
『
今
昔
物
語
集
」
の
く
国
家
〉
像
（
『
申
世
説
話
と

そ
の
周
辺
」
）

拙
稿
 
 
 
「
今
昔
物
語
集
と
法
三
珠
林
・
再
説
」
 
（
日
本
文
学
研

（83）

「
今
昔
物
語
集
』
の
三
韓


