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承

そ
の
二

『
善
悪
現
験
報
応
編
』
を
中
心
に

宮

田

尚

一

 
『
電
報
記
」
は
、
そ
れ
自
体
の
も
つ
浸
透
量
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
翠
蔓
と

道
世
と
の
著
作
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
な
影
響
力
の
ひ
ろ
が

り
を
も
ち
え
た
。
と
り
わ
け
、
道
世
の
『
法
施
珠
林
」
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
の

効
果
は
お
お
き
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
1
）

 
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
道
宣
は
、
聖
徳
元
年
（
六
六
四
）
に
あ
い
つ
い
で

世
に
出
し
た
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
『
大
唐
内
典
録
』
『
広
弘
明
集
』
の
三

書
に
、
ま
た
道
世
は
、
総
章
元
年
 
（
六
六
八
）
に
完
成
し
た
『
法
里
国
林
』

に
、
そ
れ
ぞ
れ
『
冥
報
記
」
を
引
用
し
た
。

 
彼
ら
は
、
弘
福
寺
の
智
首
を
師
と
す
る
兄
弟
弟
子
で
あ
る
。
当
代
を
代
表
す

る
ふ
た
り
の
著
述
家
の
あ
い
だ
に
は
、
よ
き
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
の
友
好
関
係
が

あ
っ
た
よ
う
だ
。
道
導
は
「
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
等
に
お
い
て
、
『
型
幅
珠

林
』
の
編
者
と
し
て
の
道
世
の
、
学
殖
や
業
績
を
た
た
え
て
い
る
。

 
こ
の
ば
あ
い
、
記
事
内
容
に
加
え
て
、
 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
等
と
『
法

苑
事
々
』
と
の
、
成
立
時
期
の
前
後
関
係
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
い
ま
い
う
よ
う
に
、
 
『
法
苑
珠
林
」
の
成
立
は
焦
思
元
年
（
六
六
八
）
、
そ

し
て
「
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
等
の
成
立
は
そ
れ
に
先
立
つ
麟
徳
元
年
（
六
六

四
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
等
に
『
法
苑
珠
林
」

が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
道
世
が
『
法
馬
珠
算
」
の
完
成
を

宣
言
し
た
総
章
元
年
の
四
年
以
上
前
に
、
百
巻
に
お
よ
ぶ
現
行
の
形
態
は
す
で

に
整
っ
て
お
り
、
し
か
し
、
い
ま
だ
未
完
成
の
そ
れ
を
、
道
世
が
道
宣
に
提
示

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

 
こ
の
事
実
は
な
に
よ
り
も
、
彼
ら
の
あ
い
だ
に
友
好
と
信
頼
の
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
じ
じ
つ
、
道
世
も
ま
た
、
道
宣
編

む
と
こ
ろ
の
『
唐
高
僧
伝
』
か
ら
八
十
余
話
を
、
 
『
法
苑
珠
林
」
に
引
用
し
て

い
る
。
彼
ら
は
た
が
い
に
、
相
手
の
業
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
だ
。

 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
．
等
の
三
書
が
世
に
出
さ
れ
た
麟
徳
元
年
以
前
に
、

『
法
苑
珠
林
」
も
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
右
の
事
実
は
、
第
二

に
、
こ
れ
ら
四
書
の
編
集
が
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
う
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
も
示
し
て
い
る
。

 
同
じ
志
を
い
だ
く
、
同
門
の
、
友
好
関
係
に
あ
る
道
宣
と
道
世
と
の
こ
と

だ
。
し
か
む
彼
ら
は
、
同
時
進
行
で
大
著
の
編
集
を
す
す
め
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、
た
が
い
に
相
手
の
動
向
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
と
き
に
は
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情
報
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
か
一
方
が
入
手
し
た
資
料

は
、
他
方
へ
も
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
り
う
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
よ
し

ん
ば
そ
の
よ
う
な
協
力
関
係
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
「
捷
報
記
」
に

接
し
え
た
時
期
に
、
さ
ほ
ど
の
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

 
『
法
苑
珠
林
」
に
よ
れ
ば
、
 
『
虚
報
記
」
の
成
立
は
、
馬
面
年
問
（
六
五
〇

一
六
五
五
）
だ
と
い
う
。
道
宣
が
、
 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
等
の
三
書
を
世

に
出
し
、
道
世
の
「
法
苑
珠
林
」
が
全
容
を
固
め
て
い
た
と
い
う
麟
徳
元
年

の
、
そ
れ
は
九
-
一
四
年
前
の
こ
と
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
編
集
に
要
し
た

で
あ
ろ
う
期
間
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
『
冥
報
記
」
を
入
手
し
た
時
期
は

さ
ら
に
近
接
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
完
成
し
て
聞
も
な
く

一
そ
れ
も
お
そ
ら
く
、
数
年
し
か
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
こ
ろ
の
こ
と
だ
と
み

る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
 
『
宋
高
僧
伝
」
巻
四
に
よ
れ
ば
、
道
世
は

『
法
苑
珠
林
」
の
編
集
に
、
十
年
間
心
を
砕
い
た
と
い
う
。
 
『
法
苑
珠
林
』
等

の
編
集
計
画
に
し
た
が
い
、
将
来
に
そ
な
え
て
資
料
収
集
が
す
す
め
ら
れ
る
な

か
で
の
入
手
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
成
立
後
、
ほ
ど
を
へ
ぬ
『
冥
罰
記
」
を
入
手
し
た
道
宣
と
道
世

だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
お
け
る
彼
ら
の
『
冥
報
記
』
の
用
い
方
は
違
っ
て

い
る
。
道
宣
が
削
除
や
添
加
等
の
改
変
を
加
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
道
世
は
、

記
文
を
改
変
す
る
こ
乏
な
く
、
忠
実
に
引
用
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
あ

く
ま
で
も
現
行
の
『
冥
鑑
記
』
と
の
比
較
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
相
違
だ
が
、

両
者
の
『
冥
報
記
』
へ
の
姿
勢
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

笥．，

繿
縺
A
諸
書
に
引
用
さ
れ
る
な
ど
影
響
力
の
強
か
っ
た
唱
法
苑
珠
林
」
が
、
成

立
後
塵
も
な
い
『
冥
笹
杢
」
を
資
料
と
し
て
用
い
、
し
か
も
そ
れ
を
忠
実
に
採
録

し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
『
冥
々
記
」
に
と
っ
て
さ
い
わ
い
で
あ
っ
た
。

 
『
法
雲
珠
林
」
の
、
 
『
諜
報
記
」
に
さ
い
わ
い
し
た
点
は
記
文
の
忠
実
な
採

録
の
み
で
は
な
い
。
 
『
法
喜
珠
林
」
に
は
五
三
話
の
、
 
『
冥
報
記
」
に
も
と
づ

い
た
こ
と
を
注
し
た
は
な
し
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
八

話
は
、
現
行
の
『
冥
報
記
』
に
は
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
記
文
だ
け
で
な
く
、

所
収
話
の
数
の
面
で
も
、
 
『
法
器
二
軸
』
は
現
存
の
『
冥
報
記
」
以
上
に
、

『
冥
書
記
」
の
原
形
態
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。

二

 
『
冥
報
記
』
は
、
 
『
五
爵
珠
林
』
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
流
れ
出
し

て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
大
量
に
、
そ
し
て
、
も
っ
と
も
忠
実
に
受
け
と
め
た
の

は
、
 
『
太
平
広
記
」
だ
っ
た
。

 
『
太
平
広
記
」
に
は
、
 
『
冥
報
記
」
に
も
と
づ
い
た
む
ね
を
注
し
た
も
の
が

一
七
話
あ
る
。
ほ
か
に
、
源
流
を
『
冥
報
記
」
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
 
『
法
言
珠
林
」
を
出
典
だ
と
注
し
て
い
る
の
も
の
が
一
六
話
あ
る
。
こ
れ

ら
の
三
三
話
は
、
き
わ
め
て
同
文
性
が
高
い
。

 
こ
の
事
実
は
、
 
『
法
苑
下
林
』
を
出
典
だ
と
注
し
た
一
六
話
は
も
と
よ
り
、

『
冥
報
記
』
に
も
と
づ
い
た
む
ね
を
注
し
た
一
七
話
も
ま
た
、
 
『
法
苑
下
林
」

を
介
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
解
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

 
じ
じ
つ
、
こ
の
三
三
話
は
す
べ
て
、
 
『
法
苑
珠
林
』
が
『
急
報
記
」
か
ら
引

用
し
た
五
三
話
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
 
『
法
苑
珠
林
」
を
介
在
さ
せ
な

い
で
、
 
『
冥
報
記
」
と
『
太
平
広
記
」
と
が
直
接
し
て
い
る
例
は
な
い
の
だ
。

ま
た
、
 
『
冥
暗
記
」
 
『
法
苑
珠
林
」
 
『
太
平
広
記
」
の
叢
書
で
重
複
す
る
類
話

を
比
較
し
て
異
同
を
検
す
る
に
、
 
『
太
平
広
記
』
の
記
文
は
、
微
細
な
差
異
な

が
ら
、
い
ず
れ
も
『
冥
報
記
」
に
よ
り
も
「
引
続
珠
林
』
に
近
い
と
い
う
結
果
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が
え
ら
れ
、
こ
の
点
も
『
法
認
珠
林
」
の
介
在
を
裏
打
ち
す
る
。

 
な
お
、
右
の
三
三
話
の
ほ
か
に
、
 
『
冥
報
記
」
ま
た
は
「
法
苑
珠
林
』
の
い

ず
れ
か
に
ほ
と
ん
ど
同
文
の
類
字
が
求
め
ら
れ
る
は
な
し
で
あ
っ
て
、
〈
冥
雑

録
〉
 
〈
冥
報
国
〉
 
〈
冥
神
記
〉
等
の
、
，
『
冥
右
記
」
に
類
似
ル
た
出
典
名
の
か

か
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
九
話
あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
冥
芝
之
』
と
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
を
誤
記
し
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
れ
ら
が
も
し
、
 
『
詳
報
記
」
と
あ
る
べ

き
も
の
の
誤
記
だ
と
す
れ
ば
、
 
『
太
平
広
記
」
が
『
法
苑
吉
林
」
を
経
由
し
て

『
冥
報
記
』
を
導
入
し
た
は
な
し
は
、
つ
こ
う
四
二
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
も
っ
と
も
、
 
『
太
平
広
記
」
に
求
め
ら
れ
る
『
冥
報
答
」
の
手
話
が
、
す
べ

て
『
法
苑
多
野
」
を
経
由
し
て
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
 
つ
ぎ
の
四
話

は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
段
に
示
し
た
作
品
に
依
拠
し
た
こ
と
が
注
さ
れ
て
い
る
。
状

況
か
ら
み
て
、
注
記
は
信
ず
べ
き
も
の
と
推
量
さ
れ
る
（
カ
ッ
コ
内
は
乱
序
、

お
よ
び
前
田
家
本
『
冥
報
記
」
の
説
話
番
号
）

 
 
ω
三
号
 
 
（
＝
六
 
下
2
2
）
 
 
地
獄
瓦
町

 
 
㈲
厳
泰
 
 
（
＝
八
 
上
1
1
）
 
 
独
異
志

 
 
㈲
京
兆
獄
卒
（
＝
一
〇
 
下
9
）
 
 
広
古
今
五
行
記

 
 
ω
梁
元
帝
 
 
（
一
三
一
 
下
2
）
 
 
韻
対

 
た
だ
し
、
㈲
を
除
く
三
話
は
、
 
『
尊
報
記
」
あ
る
い
は
『
法
苑
書
林
』
の
当

該
話
と
の
あ
い
だ
に
若
干
の
差
異
が
あ
り
、
右
の
四
二
話
ほ
ど
に
同
文
性
が
強

く
は
な
い
。

 
す
な
わ
ち
、
ω
に
関
し
て
い
え
ば
、
・
『
法
苑
珠
林
」
は
「
冥
強
記
』
か
ら
全

文
を
引
用
し
て
い
る
が
、
 
『
地
獄
苦
記
」
は
前
半
を
し
か
引
か
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
少
な
く
と
も
『
太
平
広
記
』
の
引
用
し
て
い
る
そ
れ
に
は
、
傳
変
課
の
前

半
部
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。

『
冥
報
記
』
の
継
承
 
そ
の
二
 
一
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
を
中
心
に
一

 
ω
は
、
別
稿
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
 
『
冥
註
記
」
所
載
話
の
な
か
で
、
も
っ
と

も
広
範
囲
に
伝
承
さ
れ
、
か
つ
多
様
な
展
開
の
様
相
を
み
せ
て
い
る
注
目
す
べ

き
は
な
し
で
あ
る
。
当
面
の
も
ん
だ
い
に
関
し
て
い
え
ば
、
 
『
冥
報
記
』
に
忠

実
に
し
た
が
っ
た
『
岩
石
珠
林
」
の
流
れ
と
、
『
独
異
志
」
か
ら
『
太
平
広
記
」

へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
後
で
と
り
あ
げ
る
『
善
悪
現
話
語
応
編
」
へ
と
つ
な
が

る
流
れ
と
の
ふ
た
つ
が
あ
り
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
主
人
公
が
〈
厳
恭
〉

〈
厳
泰
〉
と
違
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
違
い
が
、
記
文
の
う
え

に
も
み
と
め
ら
れ
る
。

 
㈲
・
ω
は
『
病
斑
珠
林
」
に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
『
太
平
広

記
」
が
『
卍
繋
珠
林
』
を
と
お
し
て
『
冥
報
記
」
に
接
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
、
 
『
広
古
今
五
行
記
』
や
『
韻
対
』
か
ら
材
を
え
る
ほ
か
な
い
。

 
ω
は
『
冥
報
記
」
と
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、
㈲
は
き
わ
め
て
短
い
は
な
し
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
冥
報
記
』
と
は
記
文
を
異
に
し
て
い
る
。
「
太
平
広
記
」

が
典
拠
に
忠
実
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
 
『
韻
脚
』
の
本
文
は

『
冥
報
記
」
か
ら
離
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
右
の
四
話
の
典
拠
に
つ
い
て
付
言
す
る
。
 
『
太
平
広
記
』
で
、
 
『
独
異
志
」

ま
た
は
『
独
異
記
』
に
よ
っ
た
と
注
さ
れ
て
い
る
の
は
六
五
例
。
 
『
広
古
今
五

行
記
」
は
一
一
九
例
。
ほ
か
に
、
 
『
広
古
今
五
行
記
』
を
さ
す
か
と
み
ら
れ
る

『
五
行
記
」
と
注
さ
れ
て
い
る
も
の
二
四
例
が
あ
る
。
ω
・
㈲
は
、
大
量
に
導

入
さ
れ
た
『
独
異
記
」
及
び
『
広
古
今
五
行
記
』
の
な
か
の
、
そ
れ
ぞ
れ
一
例

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ω
の
『
地
獄
旧
記
」
と
ω
の
『
韻
対
」
と

は
、
い
ず
れ
も
『
太
平
広
記
』
中
に
こ
の
一
例
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
点
が

留
意
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
で
い
ま
一
度
ふ
れ
る
。

 
『
太
平
広
記
」
所
載
の
『
冥
報
記
」
関
係
話
が
、
主
と
し
て
「
法
苑
珠
林
』
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を
経
由
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
法
苑
珠
林
」
が
現
行
の
『
続
報
記
」

に
な
い
は
な
し
を
も
そ
な
え
て
い
る
以
上
、
 
『
太
平
広
記
」
に
も
ま
た
、
当
然

現
行
の
『
応
報
記
』
に
な
い
は
し
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

 
『
二
胡
珠
林
』
が
『
冥
報
記
」
だ
と
注
し
て
い
る
出
典
名
を
、
さ
き
に
ふ
れ

た
よ
う
に
『
法
華
珠
林
」
や
『
冥
雑
録
」
等
と
し
た
り
、
逆
に
、
『
法
難
単
産
」

が
『
冥
報
拾
遺
」
と
し
て
い
る
出
典
名
を
『
虚
報
記
』
と
し
た
り
す
る
な
ど
の

混
乱
が
み
ら
れ
、
『
太
平
広
記
』
の
注
す
る
出
典
名
に
は
か
な
ら
ず
し
も
全
幅

の
信
頼
を
お
く
こ
巴
が
で
き
な
い
け
れ
ど
、
 
『
冥
報
奨
』
の
流
れ
を
た
ど
ろ
う

と
す
る
と
き
貴
重
な
目
じ
る
し
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。

 
と
ま
れ
『
太
平
広
記
』
に
は
、
右
に
述
べ
た
『
冥
慮
記
」
が
ら
み
の
も
の
を

ふ
く
め
て
、
 
「
法
学
珠
林
』
に
依
拠
し
た
む
ね
を
注
し
て
あ
る
は
な
し
が
二

三
話
あ
る
。

三

 
『
冥
報
記
」
 
『
法
耳
珠
林
」
の
成
立
後
お
よ
そ
一
千
年
。
時
間
だ
け
で
な

く
、
空
間
的
に
も
へ
だ
た
っ
た
近
世
の
日
本
に
、
 
『
台
長
記
」
あ
る
い
は
「
法

苑
珠
林
』
は
こ
つ
ぜ
ん
と
根
を
お
ろ
し
た
。
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
 
（
十
巻
）

の
出
現
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
も
ご
く
簡
単
に
ふ
れ
た
こ

と
が
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
所
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
「
善
悪
現
当
饗
応
編
」
の
編
者
は
、
肥
前
の
禅
僧
独
庵
玄
光
（
一
六
三
〇
一

一
六
九
八
）
。
不
立
文
字
の
伝
統
を
打
ち
破
り
、
儒
・
仏
両
面
の
該
博
な
知
識

に
も
と
づ
い
て
、
彼
は
著
作
に
専
念
し
た
。
 
『
独
語
」
の
序
な
ど
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
彼
が
病
弱
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の
よ
う
だ
。
一

六
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
『
自
警
語
』
（
延
宝
五
、
一
六
七
七
）

『
三
三
」
 
（
延
宝
八
、
一
六
八
○
）
 
「
独
語
」
 
（
天
和
三
、
一
六
八
三
）
 
『
独

旧
稿
」
（
貞
享
三
、
 
一
六
八
六
）
 
『
俗
談
」
）
元
禄
三
、
 
一
六
九
〇
）
 
『
漫
没
」

（
元
禄
四
、
一
六
九
〇
）
 
『
般
若
九
青
図
賛
」
 
（
元
禄
五
、
一
六
九
二
）
 
『
弁

々
惑
指
南
」
等
を
あ
い
つ
い
で
刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
は
の
ち
に
、
自
序
を
つ
け

た
著
作
集
『
経
蔵
独
庵
隻
護
法
集
』
 
（
元
禄
十
、
一
六
九
七
）
十
二
巻
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
 
『
晋
山
独
庵
曳
護
法
集
」
は
、
荻
生
但
挾
に
も
影
響
を
与
え
て

 
 
 
 
（
注
2
）

い
る
と
い
う
。

 
な
お
、
 
『
独
語
」
に
そ
え
ら
れ
て
い
る
清
の
野
道
濡
の
序
に
よ
れ
ば
、
 
『
独

語
』
は
商
船
に
載
せ
て
彼
地
に
も
伝
え
ら
れ
、
感
銘
を
あ
た
え
た
よ
う
だ
。

 
さ
て
、
 
「
善
悪
受
験
報
応
編
」
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
刊
。
 
『
経
山

独
庵
隻
護
法
集
」
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
自
己
の
見

解
を
直
接
表
明
し
た
著
作
で
は
な
く
、
諸
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
話
を
編
集

し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
大
谷
大
学
本
、
日
本
大
学
本
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
等
の
貞
享
四
年
版

に
は
序
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
同
一
版
木
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
早
稲
田
大
学
本

に
は
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
序
が
あ
る
。
た
だ
し
早
稲
田
大
監
本
は
五

巻
ま
で
の
合
綴
本
で
、
巻
六
以
下
を
欠
い
て
お
り
、
刊
行
年
次
は
さ
だ
か
で
な

い
。
序
文
の
版
下
は
、
本
文
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。

 
内
容
は
、
書
名
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
善
悪
の
現
報
の
た
し
か
な
る

こ
と
を
、
例
を
あ
げ
て
説
い
た
も
の
。
巻
七
ま
で
の
現
報
悪
報
と
、
巻
八
以
下

の
現
品
悪
報
と
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
さ
ら
に
、
大
逆
・
殺
生
・
楡

盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
飲
酒
・
貧
富
・
瞑
志
・
邪
見
・
不
孝
友
・
不
義
・
積
悪
・

雑
、
お
よ
び
不
殺
生
・
不
楡
盗
・
不
邪
淫
・
不
妄
語
・
不
貧
欲
・
不
曝
志
．
不

邪
見
・
孝
友
・
忠
義
・
慈
悲
・
積
善
・
雑
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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因
果
律
の
あ
き
ら
か
な
る
ゆ
え
を
も
っ
て
、
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
し
め
よ
う

と
い
う
、
序
文
に
示
さ
れ
た
発
想
に
は
近
世
的
な
匂
い
も
感
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
、

作
品
の
発
想
の
自
体
は
『
霊
異
記
』
と
軌
を
同
じ
う
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
書
名
に
も
、
『
霊
異
記
』
を
意
識
し
て
つ
け
ら
れ
た
お
も
む
き
が
あ
る
。

 
報
応
の
明
徴
と
し
て
あ
げ
て
あ
る
計
四
六
五
話
は
、
す
べ
て
中
国
の
例
。
『
般

若
験
記
」
や
『
冥
報
記
」
に
触
発
さ
れ
て
編
集
し
、
こ
と
さ
ら
日
本
の
『
冥
報

記
」
た
ろ
う
と
し
た
『
霊
異
記
」
と
は
、
こ
の
点
は
お
お
き
く
違
っ
て
い
る
。

序
文
に
は
、
群
籍
を
尋
ね
て
明
徴
を
求
め
た
と
あ
る
。
探
索
の
対
象
と
な
っ
た

〈
群
籍
〉
は
、
も
っ
ぱ
ら
漢
籍
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

 
早
稲
田
大
学
本
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
、
序
文
、
総
目
録
の
つ
ぎ
に
「
引
書

作
者
考
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
序
文
の
な
い
刊
本
も
、
総
目
録
の
つ
ぎ
に
「
引

書
作
者
考
」
が
配
さ
れ
て
い
る
点
は
同
様
。

 
「
引
書
作
者
考
」
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
い
ず
れ
も
漢
籍
で
、
八

九
点
。
も
っ
と
も
、
各
話
の
話
末
に
付
さ
れ
て
い
る
出
典
名
を
検
す
る
と
、

「
引
書
作
者
考
」
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
作
品
が
、
六
点
（
『
群
談
採

余
」
 
『
梁
揖
李
瑛
作
法
」
 
『
後
漢
書
」
 
『
張
仏
子
伝
」
 
『
物
異
志
」
 
『
綱
導
通

記
』
）
あ
る
一
方
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
 
「
引
書
作
者
考
」
に
書
名
は
か
か
げ
ら

れ
て
い
な
が
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
五
点
（
『
広
徳

神
異
録
」
 
『
開
天
伝
書
記
」
 
『
異
事
」
 
『
避
退
記
」
『
河
東
記
」
）
あ
る
。
ほ

か
に
、
話
に
出
典
名
の
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
一
話
あ
る
。
「
引
書
作
者
考
」

は
、
あ
く
ま
で
も
「
引
書
作
者
考
」
な
の
で
あ
っ
て
、
引
書
目
録
と
し
て
は
か

な
ら
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
「
引
書
作
者
考
」
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
〈
引
書
〉
の
う
ち
、

引
用
回
数
の
お
お
い
順
に
十
点
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
（
数
字
は
引
用

「
冥
報
記
」
の
継
承
 
そ
の
二
 
一
『
善
悪
現
験
報
三
編
」
を
中
心
に
一

回
数
）
。

 
・
迫
吉
録

 
 
昨
非
庵
下
瓦

 
 
冤
魂
志

 
 
冥
報
記

 
 
朝
野
金
載

 
 
稽
神
録

 
 
冥
詳
記

 
 
警
誠
録

 
 
広
古
今
五
行
記

 
 
広
異
記

 
『
迫
吉
録
」

一
〇
六

四
九

二
六

 
一
九一

五
．

 
一
四

 
一
三一

三

 
＝
一

 
＝
一

 
 
 
 
 
 
と
『
昨
非
庵
日
纂
』
、
わ
け
て
も
「
豊
漁
録
」
は
、
引
用
資
料

の
中
で
群
を
抜
い
て
お
お
い
。
な
お
、
他
は
『
太
平
広
記
』
と
も
重
複
す
る

が
、
こ
の
釣
書
は
「
太
平
広
記
」
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
。

 
『
冥
報
記
』
は
一
九
話
と
、
 
『
迫
吉
録
』
 
「
昨
非
庵
日
鋼
」
卜
書
と
は
格
段

に
少
な
い
な
が
ら
も
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
九
〇
点
の

資
料
の
中
で
は
、
四
位
を
占
め
て
い
る
。
報
応
と
い
う
視
点
で
一
書
を
ま
と
め

よ
う
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
か
け
が
え
の
な
い
資
料
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

 
ほ
か
に
『
捜
神
記
』
や
勤
向
の
『
孝
子
伝
』
な
ど
、
説
話
文
学
に
か
か
わ
り

の
深
い
作
品
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
 
「
太
平
広
記
」
の
名
は
み
え
る
が
、
 
『
法

門
三
二
』
の
名
は
み
え
な
い
。

四

「
引
書
作
者
考
」
を
巻
頭
に
か
か
げ
る
に
際
し
て
、
そ
の
趣
旨
を
、
玄
光
は
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つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

 
 
ノ
 
ロ
ム
ル
 
 
 
 
 

ノ
ト
ナ
テ
テ
 
 
 
 
ニ

此
編
所
レ
輯
善
悪
適
応
適
職
験
。
其
悉
皆
出
二
三
唱
大
儒
之
臣
今
一
。

 
 
 
 
 
タ
ニ
ノ
ル
コ
ト
ヲ
 
ハ
ニ
セ
ン
 
ヲ
 

ニ
テ
ノ
ク

而
初
心
未
レ
詳
二
其
善
一
 
。
或
忽
二
 
其
説
「
。
所
以
造
二
所
レ
引
典

 
 
 
 
 
ヲ
 
 
 
 
 
ク
 
 
 
 
 
 
ニ

籍
作
者
考
一
。
而
掲
二
手
巻
端
一
。

 
名
賢
大
儒
の
編
に
な
る
著
作
か
ら
材
を
え
て
編
纂
し
た
も
の
の
、
原
典
に
あ

た
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
お
ぼ
っ
か
な
さ
が
あ
る
た
め
、
自
分
自
身
へ
の
後

日
へ
の
心
覚
え
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
原
典
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
読
者
の
利

便
を
は
か
っ
て
、
 
「
引
書
作
者
考
」
を
か
か
げ
た
と
い
う
の
だ
。
玄
光
の
、
資

料
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
て
興
味
ぶ
か
い
。

 
し
か
し
、
玄
光
の
姿
勢
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
原
典
か
ら
の
直

接
の
引
用
で
な
い
と
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。

 
所
収
話
の
す
べ
て
を
孫
引
き
だ
と
断
定
す
る
こ
と
は
し
ば
ら
く
留
保
す
る

が
、
こ
と
『
民
報
記
」
が
ら
み
の
も
の
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
た
し
か
に
孫
引

き
だ
っ
た
よ
う
だ
。
 
『
冥
報
記
」
の
引
き
出
し
に
、
あ
ず
か
っ
て
力
の
あ
っ
た

の
は
、
お
そ
ら
く
「
太
平
広
記
」
で
あ
っ
た
。

 
『
善
悪
現
験
報
応
仁
」
に
と
っ
て
『
太
平
広
記
』
は
、
最
大
の
情
報
源
だ
っ

た
よ
う
だ
。
 
「
引
書
作
者
考
」
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
の
う
ち
、
 
『
迫
吉

録
』
『
昨
非
庵
日
纂
』
『
畷
耕
録
』
『
尚
友
録
」
等
の
十
余
点
の
ほ
か
は
、
い

ず
れ
も
『
太
平
広
記
』
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

 
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。

 
『
善
悪
現
世
報
労
編
」
が
『
太
平
広
記
』
に
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
 
「
引
書
作
者
考
」
に
『
太
平
広
記
』
の
書
名
が
み
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
う
か
が
わ
れ
る
。

 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
が
『
太
平
広
記
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
注
し
て
い

る
の
は
、
つ
ぎ
の
九
話
で
あ
る
（
漢
数
字
は
巻
、
洋
数
字
は
話
序
。
 
『
善
悪
現

験
報
三
編
」
に
は
本
来
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
便
宜
上
、
私
に
付
し
た
。
カ
ッ

コ
内
は
『
太
平
広
記
」
の
巻
序
、
お
よ
び
出
典
に
関
す
る
注
記
）

ω
万
国
俊

㈲
祀
万
寿

㈹
陳
潔

ω
程
普

㈲
甲
州
少
将

㈲
下
士
鍮
父

ω
張
和
知

㈲
趙
文
昌

㈲
孫
鐘

九九七六四四四三三28 6 9 15 51 8 4 17 8

（一

�
Z
・

（一

�
Z
・

（
＝
一
六
・

（
＝
一
六
・

（一

O
〇
・

ななななな
ししししし
v v v v v

 
右
九
話
の
類
話
は
、
『
太
平
広
記
」

こ
の
う
ち
、
巻
一
二
六
所
載
の
ω
・
㈲
・
一
3
・
ω
・
α
と
、

㈲
と
の
、
つ
こ
う
六
話
の
類
話
の
話
末
に
は
出
典
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

の
こ
と
は
か
え
っ
て
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
が
『
太
平
広
記
」

る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
こ
れ
ら
六
話
と
て
、
は
な
し
の
時
代
や
『
太
平
広
記
」
の
性
格
か
ら
し
て
新

録
だ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
本
来
付
さ
れ
て
い
た
出
典
名
が
、
何
ら
か
の
事
情
で

欠
脱
し
た
の
だ
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

 
『
太
平
広
記
」
に
は
、
黒
黒
に
あ
る
べ
き
出
典
名
を
欠
い
て
い
る
例
は
、
か

な
り
の
巻
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
。
巻
＝
一
六
、
二
六
五
、
二
七
〇
、
四
〇
六

な
ど
の
よ
う
に
、
巻
規
模
で
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
欠
け
て
い
る
例
も
あ
る
。

（
四
三
四
・
法
苑
珠
林
）

（一

�
Z
・
 
な
し
 
）

（一

Z
二
・
法
苑
辞
林
）

（
三
八
九
・
祥
瑞
記
 
）

 
の
五
巻
に
わ
た
っ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 
一
 
 
 
一
 
 
巻
＝
二
〇
所
載
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
よ
っ
て
い
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た
だ
し
、
巻
二
六
五
に
つ
い
て
い
え
ば
、
出
典
名
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
は

っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
談
鹿
本
の
ば
あ
い
だ
。
孫
勝
本
に
は
当
該
巻
そ
の
も

の
が
欠
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
宋
の
野
阜
等
に
よ
る
馬
出
本
は
、
そ
の
欠
を

談
榿
本
と
元
官
本
と
を
あ
わ
せ
か
か
げ
て
お
ぎ
な
う
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い

る
の
だ
が
、
元
宵
本
に
は
出
典
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
事
実
は
、
 
『
太
平
広
記
」
の
出
典
名
の
注
記
が
完
壁
で
は
な
く
、

刊
本
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
げ
ん
に
孫
玉
本
の

巻
＝
一
六
は
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
善
悪
現
量
報
応
編
』
は
、

孫
潜
本
の
よ
う
な
出
典
名
の
注
記
の
欠
脱
し
た
『
太
平
広
記
』
に
依
拠
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
・

 
依
拠
し
た
『
太
平
広
記
」
の
当
該
話
に
出
典
名
の
記
載
が
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
『
太
平
広
記
」
本
来
の
あ
り
か
た
で
な
い
こ
と
に
多
少
の
疑
問
は
残
っ

た
と
し
て
も
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
は
『
太
平
広
記
」
を
出
典
と
し
て
記
録

に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

 
 
『
善
悪
随
筆
報
応
編
』
が
『
太
平
広
記
」
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と

は
、
ま
た
ほ
か
に
、
『
冥
註
記
」
が
ら
み
の
は
な
し
で
『
霊
苑
珠
林
』
に
よ
ら

な
い
も
の
が
、
 
『
太
平
広
記
」
に
あ
る
と
し
て
さ
き
に
あ
げ
た
四
例
の
う
ち
、

ω
の
傳
変
諌
を
除
く
三
例
に
つ
い
て
も
い
い
う
る
。

 
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
は
こ
れ
ら
を
、
二
2
0
（
京
兆
獄
卒
）
、
五
1
9
（
梁
元

帝
）
、
八
1
5
（
厳
泰
）
の
三
話
に
、
『
太
平
広
記
』
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
収
め
て

い
る
。
八
1
5
の
主
人
公
が
『
冥
報
記
」
以
来
の
〈
厳
器
〉
で
な
く
、
 
〈
厳
泰
〉

と
な
っ
て
い
る
点
も
『
太
平
広
記
』
と
同
じ
い
。
そ
し
て
三
話
ど
も
に
、
出
典

・
に
つ
い
て
は
『
太
平
広
記
』
と
お
な
じ
く
、
 
『
広
古
今
五
行
記
』
 
『
韻
対
』

『
独
異
志
』
と
注
さ
れ
て
い
る
。
．

『
冥
旧
記
」
の
継
承
 
そ
の
二
 
一
『
善
悪
現
験
報
三
編
」
を
中
心
に
i

 
『
善
悪
現
君
恩
応
編
」
に
は
、
二
2
0
と
同
じ
よ
う
に
『
広
古
今
五
行
記
」
に

よ
っ
た
ど
し
て
い
る
は
な
し
が
一
二
話
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
 
「
太
平
広
記
』
が
「
広
古
今
五
行
記
』
に
よ
っ
た
と
注
し
て
い
る
＝
九

話
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
 
『
善
悪
愛
念
報
応
編
』
が
『
独
異
志
」
に
よ

っ
た
と
し
て
い
る
の
は
一
話
。
こ
れ
も
『
太
平
広
記
」
が
『
独
異
志
』
を
引
い

て
い
る
右
の
六
五
話
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

 
『
広
古
今
五
行
記
」
や
『
独
異
志
』
の
ば
あ
い
は
、
 
「
太
平
広
記
」
の
引
用

し
て
い
る
画
数
と
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
の
引
用
し
て
い
る
話
数
の
間
に
、
そ

れ
ぞ
れ
い
ち
じ
る
し
い
差
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
一
一
九
話
劇
一
二

話
、
後
者
は
六
五
話
対
一
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
 
『
善

悪
現
験
報
応
編
』
の
そ
れ
が
『
太
平
広
記
」
の
範
囲
内
に
収
ま
っ
て
い
て
も
、

か
く
べ
つ
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

 
だ
が
、
 
『
韻
対
」
の
ば
あ
い
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
、
事
情
が
違
っ
て
く
る
。

 
『
韻
対
』
は
、
 
『
広
古
今
五
行
記
』
や
『
独
異
志
」
の
ば
あ
い
と
は
ち
が
っ

て
、
 
『
太
平
広
記
」
に
は
も
と
も
と
一
話
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一

話
が
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
 
「
善
悪

現
験
報
応
編
」
に
お
い
て
も
、
 
『
韻
対
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 
『
太
平

広
記
」
と
重
複
す
る
こ
の
一
話
だ
け
な
の
だ
。
こ
の
重
複
現
象
は
、
と
う
て
い

偶
然
の
一
致
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

 
『
太
平
広
記
』
か
ら
『
善
悪
現
験
嘉
応
編
」
へ
の
流
れ
が
あ
っ
た
の
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
、
 
『
善
悪
現
勢
呼
応
編
』
の
引
用
し
て
い
る
『
広
古
今
五
行
記
」
や

『
独
異
志
」
は
、
 
『
太
平
広
記
」
か
ら
は
み
出
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
の
引
用
す

る
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

 
『
広
古
今
五
行
記
」
や
『
独
異
志
』
の
例
は
、
 
『
太
平
広
記
』
と
『
善
悪
現
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験
報
応
編
」
と
の
類
話
現
象
の
な
か
に
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
特
異
な
あ
り
よ
う

を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
ご
く
一
般
的
な
あ
り

よ
う
な
の
だ
。

 
た
と
え
ば
、
 
『
冥
報
記
」
 
『
朝
野
倉
載
」
 
『
警
営
門
」
『
宣
心
志
」
『
冥
報

拾
遺
』
 
『
冥
詳
記
』
『
稽
神
録
」
『
適
応
録
」
な
ど
の
よ
う
に
、
戸
綿
か
ら
男

数
話
と
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
資

料
に
つ
い
て
み
て
も
、
関
係
話
は
す
べ
て
『
太
平
広
記
』
の
引
用
し
て
い
る
範

囲
に
収
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
た
し
か
め
ら
れ
る
。
 
『
韻
対
」
の
ば
あ
い
の
よ
う

に
、
一
対
一
と
い
う
例
は
み
あ
た
ら
な
い
。

 
『
善
悪
旧
領
報
応
編
」
が
「
引
書
作
者
考
」
に
か
か
げ
て
い
る
八
九
点
の
文

献
の
う
ち
の
六
四
点
、
話
数
に
し
て
二
五
八
話
は
、
 
『
太
平
広
記
」
が
引
用
し

て
い
る
も
の
と
重
複
し
て
い
る
。
全
話
数
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
る
。
こ

れ
だ
け
で
も
「
善
悪
現
価
報
応
編
」
の
、
 
『
太
平
広
記
』
へ
の
依
存
の
度
合
い

の
強
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
二
五
八
話
の

う
ち
の
三
四
話
は
一
書
一
話
、
つ
ま
り
、
三
四
点
の
資
料
か
ら
一
話
ず
つ
採
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
的
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
理
論
上
は
と
も
か
く
、

じ
っ
さ
い
も
ん
だ
い
と
し
て
は
、
個
人
の
著
作
で
あ
る
『
善
悪
現
験
白
雪
編
」

が
、
そ
の
よ
う
な
労
お
お
い
方
法
を
と
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
れ
は
ど
う

み
て
も
、
背
後
に
多
数
の
資
料
を
集
大
成
し
た
資
料
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
適
宜

摘
出
し
た
こ
と
に
よ
る
現
象
だ
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

 
な
お
、
 
『
太
平
広
記
」
関
連
話
が
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
強
し
か
な
い
の
は
、
引

用
話
数
で
圧
倒
的
な
差
を
つ
け
て
一
・
二
位
を
し
め
る
『
倉
吉
録
」
 
『
昨
非
庵

日
纂
』
の
両
書
が
、
 
『
太
平
広
記
」
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
落
書
の
話
数
は
計
一
〇
五
話
。
占
有
率
は
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
強
に
な
る
。

五

 
玄
光
は
「
太
平
広
記
」
を
基
軸
と
し
、
そ
れ
を
駆
使
し
て
『
笠
量
心
心
験
報
応

編
」
を
構
築
し
た
。
玄
光
と
『
冥
報
記
」
之
の
出
会
い
も
、
ま
ず
は
そ
の
「
太

平
広
記
」
に
お
い
て
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
た
だ
、
玄
光
に
と
っ
て
『
西
廻
記
」
は
、
遠
い
存
在
だ
っ
た
よ
う
だ
。
げ
ん

に
、
源
流
を
『
全
週
記
』
に
発
す
る
は
な
し
で
あ
り
な
が
ら
、
 
『
広
古
今
五
行

記
』
 
『
独
異
志
」
 
「
韻
対
」
等
を
経
由
し
て
『
太
平
広
記
」
に
流
れ
込
ん
だ
も

の
を
、
疑
問
を
い
だ
く
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
無
批
判
を
受
け
止
め
て
い

る
。
 
『
太
平
広
記
」
を
踏
み
台
と
し
て
『
暴
露
記
」
に
遡
行
す
る
な
ど
、
思
い

も
よ
ら
な
い
方
法
だ
っ
た
よ
う
だ
。

 
と
は
い
え
玄
光
は
、
 
『
太
平
広
記
』
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
『
冥
軍
記
」
を
摂

取
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
 
『
法
術
霜
林
」
か
ら
『
太
平
広

記
」
へ
の
資
料
の
流
れ
、
あ
る
い
は
『
法
苑
珠
林
」
と
『
太
平
広
記
」
と
の
成

立
年
代
の
開
き
等
を
斜
碧
し
、
 
『
法
苑
珠
林
』
の
資
料
的
価
値
が
『
太
平
広

記
」
に
勝
る
と
の
判
断
を
し
た
う
え
で
の
措
置
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
玄
光
は

『
太
平
広
記
」
か
ら
で
は
な
く
、
 
『
法
苑
珠
林
」
か
ら
「
冥
報
記
」
を
取
り
込

ん
で
い
る
。

 
『
善
悪
現
験
冥
応
編
」
が
『
太
平
広
記
」
を
基
軸
に
す
え
て
構
築
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
い
う
と
お
り
だ
し
、
『
法
苑
珠
林
』
の
名
も
「
引
書
作

者
考
」
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
た
し
か
に
「
法
苑
珠
林
」
は
、
か
け
が
え
の

な
い
情
報
源
の
一
つ
と
し
て
、
資
料
群
の
一
角
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

玄
光
が
『
太
平
広
記
」
か
ら
で
は
な
く
、
『
法
白
墨
林
」
か
ち
『
冥
報
記
」
を

取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を
い
う
ま
え
に
、
ま
ず
、
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
か
な
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く
て
は
な
ら
な
い
。

 
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
が
『
法
苑
珠
林
」
を
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と

は
、
 
『
太
平
広
記
」
と
か
か
わ
り
の
な
い
二
つ
の
話
群
が
、
 
『
葎
草
珠
林
」
と

『
善
悪
現
験
報
応
編
」
と
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
本
文
の
類
似
度
が
極
め
て
高

い
う
え
に
、
話
末
に
付
記
さ
れ
て
い
る
出
典
名
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど

の
事
例
か
ら
も
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

 
具
体
的
に
述
べ
よ
う
。

 
『
善
悪
現
験
嬉
野
編
」
の
一
1
・
8
の
両
年
に
は
、
 
『
李
帰
心
録
』
に
も
と

づ
い
て
い
る
旨
の
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
2
2
・
2
3
・
2
6
・
2
7
・
2
9
・

30

E
3
1
・
3
9
の
八
話
は
、
 
『
東
観
漢
記
」
 
「
耳
翼
面
謝
」
、
お
よ
び
宋
躬
．
鄭

績
・
劉
向
の
『
孝
子
伝
」
等
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
話

末
に
示
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
出
典
に
も
と
づ
い
た
は
な
し
は
、
こ
の
十
話
に
か
ぎ
ら
れ
て
い

る
。
出
典
に
関
す
る
注
記
と
い
う
角
度
か
ら
み
た
ば
あ
い
、
こ
の
十
話
は
近
接

し
た
位
置
に
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
連
続
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
 
『
善
悪
現
験
報

応
編
」
に
お
い
て
、
や
や
特
異
な
状
況
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
九
2
9

・
3
1
の
両
面
の
ほ
か
は
、
 
『
太
平
広
記
』
に
類
話
が
求
め
ら
れ
な
い
点
で
も
、

こ
れ
ら
は
共
通
し
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
十
話
の
類
話
は
、
 
『
法
苑
珠
林
」
の
巻
四
九
の
二
箇
所

に
、
や
は
り
、
ほ
ぼ
連
続
し
て
求
め
ら
れ
、
記
文
の
一
致
度
も
極
め
て
高
い
。

話
末
に
付
さ
れ
て
い
る
出
典
名
も
一
致
し
て
い
る
。

 
『
李
帰
心
録
」
『
東
観
漢
記
」
「
祖
台
志
怪
」
、
お
よ
び
宋
躬
・
鄭
組
・
迂

回
の
『
孝
子
伝
』
等
に
も
と
づ
い
た
は
な
し
は
、
 
『
法
苑
珠
林
」
に
も
全
部
で

十
一
話
し
か
な
い
。
そ
の
十
一
話
が
、
 
一
話
を
除
い
て
『
善
悪
角
落
報
応
編
』

『
冥
報
記
」
の
継
承
 
そ
の
ニ
 
一
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
を
中
心
に
一

と
重
な
っ
て
い
る
の
だ
。

 
こ
う
し
た
現
象
は
、
と
う
て
い
偶
然
の
一
致
で
は
生
じ
え
ま
い
。

 
右
十
話
を
、
 
『
法
苑
珠
林
」
の
所
載
予
防
、
記
載
出
典
名
と
あ
わ
せ
て
例
示

す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
。

九九九九九九九九一一39 31 30 29 27 26 23 22 8 1
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右

回
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伝
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孝
子
伝

 
同
右

宋
躬
孝
子
伝

祖
台
志
怪

宋
躬
孝
子
伝

鄭
績
孝
子
伝

〈
国
財
珠
林
巻
序
〉
〈
出
典
注
記
〉

巻
四
九

 
同
右

 
同
右

 
同
右

 
同
右

 
同
輩

 
同
右

 
同
右
、

 
同
右

 
同
右

心
帰
心
録

 
同
右

転
向
孝
子
伝

馬
巨
漢
記

競
馬
孝
子
伝

 
同
病

宋
躬
孝
子
伝

祖
台
志
削

節
躬
孝
子
伝

言
組
孝
子
伝

 
九
2
9
・
3
1
の
両
話
類
話
は
、
 
『
太
平
広
記
」
巻
一
六
二
に
連
続
し
て
収
め
ら

「
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
出
典
名
は
、
 
『
孝
子
伝
」
と
だ
け
し
か
記
さ
れ

て
い
な
い
。
宋
躬
、
劉
向
、
鄭
纈
等
の
『
孝
子
伝
』
の
、
い
ず
れ
を
さ
す
の
か

の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

 
 
『
笠
量
心
現
験
薄
煙
編
」
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
よ
う
に
、
 
『
太
平
広
記
」
，
の
巻

頭
に
も
「
引
用
書
目
」
が
か
か
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
『
孝
子
伝
」
の
名

が
み
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
そ
れ
が
だ
れ
の
編
に
な
る
「
孝
子
伝
」
な
の

か
の
説
明
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
 
『
孝
子
伝
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
が
一
書
し
か
な
い
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
 
『
太
平
広
記
』
に
と
っ
て
『
孝
子
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、

伝
』
と
は
、
三
三
の
そ
れ
を
さ
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
だ
。

 
し
た
が
っ
て
、
九
2
9
・
3
1
の
両
話
が
『
太
平
広
記
』
だ
げ
に
依
拠
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ば
、
話
末
の
出
典
名
の
注
記
は
と
う
ぜ
ん
、
 
〈
孝
子
伝
〉
と
だ
け
記

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
は
書
き
よ
う
も
な
か
っ
た
。

 
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
九
2
9
・
3
1
の
両
拳
で
は
、
『
孝
子
伝
」
に
く
宋
躬
〉

が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仮
り
に
『
太
平
広
記
』
が
絡
ん
で
い
た
と
し

て
も
、
 
〈
引
馬
〉
を
有
す
る
他
の
資
料
も
合
わ
せ
参
照
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

 
ち
な
み
に
、
 
『
法
真
珠
林
」
巻
四
九
に
連
続
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
逆
鱗
に

は
、
『
孝
子
伝
」
に
く
宋
躬
〉
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。
単
独
で
か
、
併
用
で
か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
『
法
苑
楓
林
」
が
起
用
さ
れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

 
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
で
は
、
宋
躬
の
『
孝
子
伝
」
の
ほ
か
に
、
劉
向
と
鄭

組
の
『
孝
子
伝
』
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
『
法
苑
珠
林
」
と
同
じ

よ
う
に
、
書
名
に
編
者
名
を
冠
し
て
区
別
し
て
あ
る
。

 
こ
う
し
た
出
典
名
の
注
記
を
手
掛
か
り
と
す
る
と
き
、
三
更
で
共
通
す
る
は

な
し
に
お
い
て
、
 
『
法
苑
珠
林
」
と
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
と
が
一
致
し
て
い

て
、
 
『
太
平
広
記
』
だ
け
が
違
っ
て
い
る
ば
あ
い
が
九
例
あ
っ
て
、
留
意
せ
ら

れ
る
。
九
話
の
出
典
名
を
示
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
〈
善
悪
現
心
墨
六
典
〉

一
2
 
 
冥
報
記

五
5
1
 
 
冥
報
記

 
4
7
 
 
石
心
記

48
@
 
冥
古
記

〈
太
平
広
記
〉

 
な
し

 
な
し

法
雨
珠
林

紅
綬
珠
林

〈
法
苑
珠
林
〉

冥
童
心

予
報
記

冥
報
記

冥
報
記

      九七六
12 11 10 10 9

手
甲
記

冥
報
昏

冥
報
記

冥
報
昏

冥
報
記

「
善
悪
現
御
報
応
編
』
は
、

法
苑
珠
林

地
聖
王
記

法
苑
営
林

冥
詳
記

冥
詳
記

「
法
楽
引
落
」

冥
報
記

冥
報
記

冥
報
記

冥
年
記

冥
報
記

類
話
の
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
と
き
に
は
、

珠
林
』
に
よ
っ
た
こ
と
の
、
こ
れ
は
痕
跡
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

 
『
善
悪
現
黒
々
応
編
』
に
お
い
て
、
『
法
苑
珠
林
」
と
『
冥
報
記
』
と
が
決

定
的
に
異
な
る
点
は
、
後
者
が
・
も
っ
ぱ
ら
『
太
平
広
記
」
の
枠
の
中
に
お
さ
ま

っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
、
確
実
に
、
枠
の
外
に
一
歩
踏
み
出
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

六

と
『
太
平
広
記
」
と
の
双
方
に

『
太
平
広
記
」
を
捨
て
て
「
法
苑

 
『
太
平
広
記
」
を
最
大
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
な
が
ら
も
、
 
「
冥
魂
送
」
に
関

し
て
は
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
は
『
太
平
広
記
』
を
捨
て
て
『
法
耳
珠
林
』

に
よ
っ
た
。
そ
の
点
は
、
選
書
で
重
複
す
る
は
な
し
の
記
文
を
比
較
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
る
。

 
『
法
苑
珠
林
』
 
「
太
平
広
記
」
 
『
善
悪
現
巡
回
応
編
』
の
吉
書
で
重
複
す
る

は
な
し
に
お
い
て
、
 
『
法
蓮
珠
林
』
と
『
太
平
広
記
』
と
の
記
文
を
つ
き
あ
わ

せ
る
と
、
数
字
単
位
の
文
字
の
有
無
、
あ
る
い
は
文
字
使
い
の
違
い
と
い
っ
た

程
度
の
、
主
と
し
て
表
記
上
の
微
細
な
差
異
が
検
出
さ
れ
る
。
「
そ
こ
で
そ
の
差

異
に
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
の
当
該
部
分
の
表
記
を
つ
き
あ
わ
せ
て
、
そ
れ

が
『
法
苑
珠
林
』
 
『
太
平
広
記
』
の
い
ず
れ
に
近
い
か
を
み
て
い
く
と
、
若
千
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の
例
外
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
圧
倒
的
に
、
 
『
善
悪
髭
面
報
応
編
』
は
『
法
苑

珠
林
』
と
重
な
り
あ
う
と
い
う
結
果
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
『
冥
報
記
』
下
8
〈
翼
州
小
児
〉
の
類
話
で
あ
る
『
法
干
珠
林
」
巻
六
四
、

『
太
平
広
記
』
巻
＝
一
コ
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
五
3
0
を
例
に
あ
げ
て
、
具

体
的
に
み
て
い
こ
う
。
○
印
は
同
一
記
文
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
、
×
印
は
当

該
記
文
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）

1
珠
・
後
朝
 
 
村
人
未
人
置
門
外
有
人
山
門

i
広
・
翌
日
叢
叢
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○

一
珠
・
夏
引
児
出

一-広
・
○
○
○
去

 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

一
壷
・
口
似
暗
声
四
方

一一広
・
×
×
○
泣
○
○

一
珠
・
三
日
食
時

一一
広
・
○
子
○
O

I
珠
・
隣
里
聞
右
心
問
縁
由
露
見
如
前
諸
人
看
其
居
所

一-広
・
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
○
○

一
珠
・
於
是
邑
人
男
女
無
簡
大
小
皆
持
斎
戒
行
死
無
噺

｝1広
・
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

1
珠
・
有
大
徳
僧
道
慧
法
師

一
広
・
○
×
×
○
○
○

一
珠
・
具
最
愛
説
同
書
邑
也

「一広
・
与
小
児
鄭
邑
見
其
事

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

〈
善
〉

 
こ
の
例
は
、
三
書
で
重
複
す
る
も
の
の
な
か
で
は
、
差
異
の
顕
著
な
部
類
に

属
す
る
。
差
異
の
生
因
の
ひ
と
つ
は
、
 
『
太
平
広
記
』
の
作
意
に
由
来
す
る
。

『
冥
報
記
」
の
継
承
 
そ
の
二
 
一
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
を
申
心
に
一

す
な
わ
ち
、
ω
・
㈲
・
㈲
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
『
太
平
広
記
」
は
村
人
た
ち

の
行
動
に
関
す
る
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
同
一
視
点
に
よ
る
改
変
が
複
数
個
所

に
わ
た
っ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
と
う
て
い
偶
発
的
な
現
象
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。 

意
図
的
な
改
変
に
よ
る
差
異
は
、
例
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
み
ら
れ

る
差
異
は
、
ω
の
く
後
朝
〉
と
く
翌
日
侵
旦
〉
、
②
の
く
出
〉
と
く
去
〉
、
㈹

の
く
曇
声
〉
と
く
哺
泣
〉
、
ω
の
く
大
徳
〉
の
有
無
な
ど
の
よ
う
な
、
は
な
し

の
本
質
に
か
か
わ
り
の
な
い
表
記
上
の
差
異
だ
。
自
然
発
生
的
な
差
異
の
範
囲

に
あ
る
と
み
な
し
う
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た
差
誤
は
、
や
や
も
す
れ
ば
見
過
さ

れ
が
ち
だ
。
だ
が
、
当
該
部
分
に
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と

き
、
ご
く
わ
ず
か
な
例
外
が
あ
る
だ
け
で
、
他
は
圧
倒
的
に
『
法
苑
珠
林
』
と

重
な
り
あ
う
と
い
う
結
果
が
え
ら
れ
て
み
れ
ば
、
些
末
な
表
記
上
の
差
異
で
は

あ
っ
て
も
、
見
過
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

 
『
法
苑
珠
林
」
と
『
太
平
広
記
」
と
の
あ
い
だ
の
差
異
の
生
玉
は
、
意
図
的

な
も
の
で
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
ど
う
や
ら
『
太
平
広
記
』
の
側

に
帰
す
る
も
の
の
よ
う
だ
。
 
『
冥
報
記
』
も
ま
た
、
 
『
善
悪
現
三
位
下
編
」
と

同
じ
記
文
を
そ
な
え
て
い
る
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
 
『
法
家
家
家
』
と
『
太
平
広
記
』
と
の
差
異
部
分
に
関

し
て
、
 
『
善
悪
現
験
報
応
編
』
が
も
っ
ぱ
ら
『
法
苑
珠
林
」
に
く
み
す
る
と
い

う
事
実
は
、
 
『
善
悪
現
験
報
三
編
」
の
、
『
太
平
広
記
」
ば
な
れ
を
意
味
す
る
に

ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
法
世
盛
林
』
へ
の
依
存
と
は
、

士
衣
裏
の
関
係
に
あ
る
。
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七

 
『
法
苑
珠
林
」
か
ら
『
太
平
広
記
」
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
『
善
悪
現
至
愚
応

編
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
資
料
の
流
れ
は
、
こ
と
『
冥
報
記
」
に
関
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
例
外
で
、
 
『
太
平
広
記
」
を
経
由
せ
ず
、
 
『
法
難
頂
門
』
か

ら
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
俗

か
ら
聖
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ
た
。

 
む
ろ
ん
し
か
し
、
玄
光
に
そ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

『
善
悪
現
験
報
応
編
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仏
書
ば
か
り
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

 
玄
光
が
『
太
平
広
記
」
を
捨
て
て
『
法
苑
珠
林
」
に
し
た
が
っ
た
の
は
、
お

そ
ら
く
『
法
苑
珠
林
』
と
『
太
平
広
記
』
と
の
資
料
と
し
て
の
信
頼
度
の
差
で

あ
り
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
 
『
法
苑
珠
林
」
の
方
が
『
冥
旧
記
』
に
く
近

い
〉
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

 
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
俗
か
ら
聖
へ
の
回
帰
を
も
た
ら
し
た
か
た
ち
に

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
よ
り
正
確
な
資
料
へ
の
依
存
を
は
か

っ
て
『
法
苑
珠
林
」
に
し
た
が
っ
た
玄
光
の
措
置
は
、
適
切
で
あ
っ
た
。
 
『
冥

下
記
」
へ
の
遡
行
が
か
な
わ
ず
、
か
り
に
『
冥
報
記
」
に
接
し
え
た
と
し
て

も
、
現
行
の
『
冥
報
記
」
は
す
で
に
原
形
態
を
失
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
前
田
家

本
の
よ
う
な
「
冥
報
記
』
で
あ
っ
た
な
ら
、
資
料
と
し
て
の
正
確
さ
は
『
法
苑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

珠
林
』
所
引
の
そ
れ
に
劣
る
。

 
前
田
家
本
系
統
の
『
冥
報
記
」
に
忠
実
に
し
た
が
っ
た
『
今
昔
物
語
集
」
よ

り
も
、
時
代
の
下
が
る
『
善
悪
現
験
報
応
編
」
の
方
が
、
収
録
話
数
は
少
な
い

け
れ
ど
、
『
冥
報
記
」
の
原
形
態
に
近
い
か
た
ち
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
『
冥
報

記
」
か
ら
の
く
遠
さ
〉
が
も
た
ら
し
た
皮
肉
な
結
果
で
あ
っ
た
。

 
か
く
し
て
『
法
苑
珠
林
」
は
、
そ
し
て
『
冥
旧
記
」
は
、
近
世
の
日
本
に
移

植
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注
1
 
『
冥
報
記
』
の
継
承

注
2
 
独
庵
玄
光
と
荻
生
徊
練

注
3
 
今
昔
物
語
集
と
冥
報
記
（
一
）

本
誌
十
五
号
（
昭
五
四
・
一
一
）

高
橋
博
巳
（
文
芸
研
究
 
九
八
巻

昭
五
六
・
九
）

本
誌
九
号
（
昭
四
八
・
一
一
）

／
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