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日
本
霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
縁
に
就
て

千子

島

日
本
霊
異
記
の
撰
者
景
戒
は
私
度
僧
で
あ
っ
た
。
私
度
僧
と
は
、
当
時
の
風
習
と
し
て
、
官
の
許
し
を
得
ず
し
て
仏
道
に
入
り
、
僧
の
形
を
と
り
な
が
ら
、-1-

一
方
で
は
俗
家
に
居
て
妻
子
を
養
っ
て
い
る
僧
形
在
家
の
者
の
謂
で
あ
る
。
私
度
僧
志
願
の
理
由
を
井
上
薫
氏
は
「
課
役
を
免
れ
る
た
め
官
許
を
得
な
い
で
僧

（
註l
u

こ
の
こ
ろ

尼
と
な
る
」
こ
と
と
説
明
し
て
い
る
。
「
頃
者
、
百
姓
は
法
律
に
希
き
連
ひ
て
、
去
に
其
の
伯
に
任
せ
、
髪
を
前
刀
り
、
髭
を
売
り
、
報
く
道
服
を
著
く
」
「
率
土

の
百
姓
、
四
方
に
浮
浪
れ
て
課
役
を
規
避
り
、
遂
に
王
臣
に
任
へ
、
或
は
資
人
を
望
み
、
或
は
得
度
を
求
む
」
（
続
日
本
紀
巻
七
）
と
い
う
正
史
の
記
述
は
、

（
誌2
）

生
活
の
苦
し
さ
を
私
度
僧
の
中
に
逃
れ
去
ろ
う
と
す
る
当
時
の
一
般
的
傾
向
を
説
明
す
る
時
、
多
く
歴
史
家
の
引
用
す
る
箇
所
で
あ
る
。
更
に
、
霊
異
記
に
も

う
か
れ
び
と
い
た
（
註

3

）

居
住
地
を
出
て
優
婆
塞
と
な
り
課
税
を
離
れ
た
私
度
僧
が
浮
浪
人
の
長
に
よ
っ
て
「
汝
、
浮
浪
人
、
何
ぞ
調
を
輸
さ
ざ
る
」
と
噴
め
縛
り
打
た
れ
雑
謡
に
駈
り

使
わ
れ
た
（
下
日
）
、
或
は
一
人
の
私
度
僧
が
歴
門
乞
食
し
た
（
下
日
）
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
正
史
に
み
え
る
状
態
を
如
実
に
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
霊
異
記
の
撰
者
景
戒
が
、
か
よ
う
な
正
式
に
手
続
を
ふ
ま
な
い
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
彼
が
生
活
の
苦
し
さ
を
私
度
僧
の
中
に
逃

避
し
よ
う
と
す
る
こ
の
一
般
的
風
潮
に
倣
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
景
戒
が
官
許
の
僧
に
比
べ
、
ど
の
程
度
の
仏
教
知
識

を
も
っ
て
い
た
か
は
、
こ
の
点
で
一
応
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
優
婆
塞
貢
進
解
は
、
山
中
時
正
式
に
仏
道
に
入
る
こ
と
を
志
望
し
た
者
が
、
浄
業
期
間
に
如

何
な
る
経
典
を
師
主
の
指
南
を
受
け
つ
つ
読
請
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
霊
異
記
に
は
約
二
十
種
ほ
ど
の
経
論
か
ら
の
引
用
が
み
え

、



る
。
ま
た
多
く
の
経
典
の
題
号
が
本
文
に
散
見
す
る
。
こ
の
か
な
り
多
方
面
に
亙
っ
て
い
る
経
典
を
貢
進
解
に
み
え
る
そ
れ
と
比
べ
て
み
る
時
、
両
者
の
大
部

（
註4
）

分
は
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
度
僧
景
戒
の
仏
教
知
識
が
、
当
時
の
所
謂
名
僧
知
識
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
達
の
そ
れ
に
は
及
ば
ず
と
も
、
官
僧
に
比
べ
れ

ば
そ
れ
と
同
程
度
の
学
識
で
あ
っ
た
と
想
像
出
来
る
。
す
る
と
、
景
戒
度
縁
の
事
由
は
か
な
り
明
瞭
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
の
場
合
、
生
活
の
苦
し
さ
か
ら
の
逃

避
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
は
よ
ほ
ど
精
神
的
な
而
を
も
っ
て
い
た
、
更
に
正
確
に
い
う
な
ら
自
己
の
生
活
の
苦
し
さ
を
精
神
的
な
面
に
よ
る
救
い
（
入

信
）
に
求
め
て
い
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
霊
異
記
三
巻
の
う
ち
、
景
戒
が
自
己
の
伝
記
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
下
巻
第
三
十
八
縁
で
あ
る
。
こ
の
下
巻
第
三
十
八
縁
の
中
で
、

私
の
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
第
三
十
八
縁
が
内
容
の
上
か
ら
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
前
半
分
に
は
奈
良
時
代
末

期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
至
る
社
会
的
事
件
が
述
べ
ら
れ
、
後
半
に
景
戒
自
身
の
身
辺
に
起
っ
た
事
件
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
こ

の
前
半
分
に
述
べ
ら
れ
た
社
会
的
事
件
は
、
彼
自
身
の
生
涯
に
年
代
の
上
で
極
め
て
近
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
彼
は
自
己
の
境
遇
と
時
代
的
に

重
複
す
る
こ
の
社
会
的
事
件
を
同
様
の
意
識
で
取
扱
う
こ
と
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
を
社
会
的
な
も
の
と
の
関
聯
に
お
い
て
の
み
捉
え

る
よ
り
外
に
な
か
っ
た
霊
異
記
の
撰
者
景
戒
の
姿
は
、
先
に
述
べ
た
私
度
僧
と
し
て
の
彼
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
時
、
そ
れ
は
か
な
り
興
味
深
いr存
在
で
あ
る

よ
う
に
私
に
は
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

-2-

と
こ
ろ
で
、
下
巻
第
三
十
八
縁
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
前
半
の
部
分
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
は
大
納
言
藤
原
仲
麻
呂
を
御
前
に
召
し
て
‘

自
分
の
死
後
日
本
の
国
の
政
治
は
孝
謙
天
皇
と
道
祖
王
の
二
人
が
協
力
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
勅
し
、
そ
の
実
現
を
仲
麻
目
に
誓
約
さ
せ
る
の
で
あ
る

ρ

天
皇
の
死
後
、
仲
麻
目
は
そ
の
勅
の
如
く
孝
謙
天
皇
を
天
皇
の
位
に
、
道
祖
王
を
皇
太
子
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
孝
謙
天
皇
の
御
世
、
皇
太
子
で
あ
る
道
祖

王
及
び
彼
の
兄
弟
で
あ
る
塩
焼
王
ま
た
黄
文
王
な
ど
が
獄
死
す
る
。
孝
謙
天
皇
の
次
に
天
皇
の
位
に
つ
い
た
の
は
淳
仁
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
淳
仁
天
皇
が
、
譲

位
さ
れ
た
孝
謙
天
皇
に
憎
ま
れ
て
天
皇
の
位
を
退
け
ら
れ
、
淡
路
島
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
最
後
に
は
藤
原
仲
麻
呂
及
び
そ
の
一
族
が
殺
害
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
次
に
天
皇
の
位
は
孝
謙
天
皇
が
重
砕
し
て
称
徳
天
皇
と
な
る
。
そ
の
天
平
神
護
元
年
、
い
わ
ゆ
る
道
鏡
法
師
が
称
徳
天
皇
と
同
じ
枕
に
交
通

し
て
天
下
の
政
治
を
掌
握
し
、
更
に
道
鏡
は
法
皇
の
位
に
ま
で
出
世
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
神
護
景
雲
四
年
光
仁
天
皇
が
即
位
す
る
。
天
応
元
年
桓
武
天
皇
が



即
位
す
る
。
更
に
そ
の
天
皇
及
び
早
良
皇
太
子
の
長
岡
の
官
へ
の
遷
都
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
桓
武
天
皇
の
長
岡
遷
都
に
力
の
あ
っ
た
藤
原
種
継
が
毘

じ
長
岡
の
宮
に
お
い
て
賊
の
為
に
射
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
が
第
三
十
八
縁
前
半
に
記
述
さ
れ
た
社
会
的
事
件
の
全
貌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
霊
異
記

の
伝
え
る
社
会
的
事
件
は
、
正
史
の
伝
え
る
事
実
と
そ
の
大
部
分
が
一
致
す
る
。
そ
し
て
こ
の
下
巻
第
三
十
八
縁
前
半
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
奈
良
時
代
末

期
よ
り
平
安
時
代
初
期
に
至
る
社
会
事
象
の
不
安
定
、
そ
れ
が
特
に
横
死
人
列
伝
の
如
き
体
裁
で
書
か
れ
て
い
る
や
に
思
わ
れ
る
ふ
し
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
第
三
十
八
縁
後
半
の
部
分
で
あ
る
。
延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
は
自
己
の
境
遇
に
も
と
づ
く
深
い
宗
教
心
を
起
し
て
、
そ
の
夜
重
大
な
意
味
を
有
す

わ
た
ら
な
カ
ら

る
夢
を
見
る
。
つ
ま
り
そ
の
時
の
自
己
の
境
過
を
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
あ
あ
世
し
き
か
な
、
差
し
き
か
な
、
世
に
生
れ
て
命
活
ひ
、
身
を
存
ふ

あ
い
ま
う
ご
ふ
や

る
こ
と
便
無
し

G

等
流
果
に
引
か
る
る
が
故
に
、
愛
網
の
業
を
結
び
、
煩
悩
に
纏
は
れ
て
、
生
死
を
継
ぎ
、
八
方
に
馳
せ
て
、
生
け
る
身
を
恒
く
。
俗
家
に
居

て
、
妻
子
を
蓄
へ
、
養
ふ
物
無
く
、
菜
食
無
く
、
塩
無
く
、
衣
無
く
、
薪
無
し
。
万
の
物
毎
に
無
く
し
て
、
思
ひ
愁
へ
て
、
我
が
心
安
か
ら
ず
。
日
一
も
ま
た
飢

ぎ
ゃ
う
と
ひ
い
や

ゑ
寒
え
、
夜
も
ま
た
飢
ゑ
寒
ゆ
」
と
。
更
に
引
続
い
て
「
我
、
先
の
世
に
布
施
の
行
を
修
せ
ず
。
部
な
る
か
な
我
が
心
、
微
し
き
か
な
我
が
行
」
と
。
そ
し
て

こ
の
夜
彼
は
重
大
な
意
味
を
有
す
る
夢
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
夢
の
内
容
は
、
彼
の
前
に
一
人
の
乞
食
僧
が
あ
ら
わ
れ
彼
の
今
迄
の
生
活
に
お
け
る
修
行
の

至
ら
な
さ
を
反
省
さ
せ
、
更
に
一
巻
の
経
典
を
彼
に
与
え
て
去
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
乞
食
僧
の
与
え
た
経
典
は
、
人
を
教
え
導
く
に
良
い
書
、
諸
教
要
集
」

と
い
う
仏
教
教
典
で
あ
っ
た
。
景
戒
は
こ
の
夢
に
対
す
る
夢
解
（
夢
判
断
）
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
夢
が
何
か
貴
い
お
示
し
（
聖
示
）
で
は
な
か
ろ
う- 3 ー

か
と
予
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
半
年
後
再
び
彼
は
夢
を
見
る
。
そ
の
夢
の
内
容
は
、
彼
が
自
分
自
身
死
後
火
葬
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
「
景
戒
が

こ
こ
ろ

身
死
す
る
時
、
薪
を
積
み
て
死
せ
る
身
を
焼
く
。
こ
こ
に
景
戒
が
魂
神
の
主
、
身
を
焼
く
辺
に
て
見
れ
ば
、
意
の
如
く
焼
け
ざ
る
な
り
。
す
な
は
ち
み
づ
か
ら

む
ち
つ
〈
し
き

結
を
取
り
、
焼
か
る
る
己
が
身
を
策
も
て
裳
き
、
挽
に
串
し
返
し
焼
き
、
云
々
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
更
に
今
度
の
夢
に
対
し
「
夢
の
答
い
ま
だ
来
ら
ず
。

お
も

た
だ
惟
ふ
に
は
、
若
し
長
命
を
得
む
か
、
若
し
官
位
を
得
む
か
」
と
夢
解
を
行
っ
て
い
る
。
然
る
に
延
暦
十
四
年
十
二
月
三
十
日
、
彼
は
伝
灯
住
位
と
い
う
僧

位
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
伝
記
の
最
後
の
部
分
は
次
の
如
き
不
吉
な
内
容
を
僅
か
数
行
の
う
ち
に
述
べ
て
終
る
の
で
あ
る
。
延
暦
十
六
年
「
十
二
月

か
の
え
た
つ

十
七
日
を
も
て
、
景
戒
が
男
死
す
」
更
に
「
十
九
年
庚
辰
の
正
月
十
二
日
、
景
戒
が
馬
死
す
」
更
に
「
同
じ
月
二
十
五
日
に
馬
死
す
」
。

以
上
が
、
下
巻
第
三
十
八
縁
の
内
容
の
要
約
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
前
半
に
社
会
事
象
の
不
安
定
と
い
う
こ
と
を
、
後
半
に
個
人
生
活
に
お
け
る
不

J幸
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
つ
の
異
っ
た
記
述
は
、
見
方
に
よ
っ
丈
機
械
的
表
面
的
な
並
べ
方
の
よ
う
に



/ 

¥ 

も
思
わ
れ
る
が
、
結
局
こ
の
二
つ
を
通
じ
て
仏
教
説
話
集
と
し
て
の
日
本
霊
異
記
の
性
格
か
ら
仏
教
修
善
の
必
然
性
と
い
う
景
戒
の
考
え
方
が
読
み
と
れ
る
の

あ
ち
は

で
あ
る
。
そ
れ
が
第
三
十
八
縁
最
後
の
次
の
よ
う
な
一
一
言
葉
「
こ
こ
を
も
て
当
に
知
る
べ
し
。
災
の
相
ま
づ
兼
ね
て
表
れ
て
、
後
に
そ
の
実
の
災
が
る
こ
と
を
。

げ
に
を
に
た
づ
て
ん
だ
い
ち
さ
庁

然
る
に
景
戒
、
い
ま
だ
軒
醸
黄
帝
の
陰
陽
の
術
を
推
ね
ず
、
い
ま
だ
天
台
智
者
の
甚
深
の
解
を
得
ざ
る
が
故
に
、
災
を
免
る
る
由
を
知
ら
ず
し
て
、
そ
の
災
を

受
け
、
災
を
除
く
術
を
推
ね
ず
し
て
、
滅
び
愁
ふ
る
こ
と
を
蒙
る
。
勤
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
恐
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
彼
自
身
の
仏
教
修
善
を
促
す
口
吻

と
な
っ
て
表
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
社
会
的
不
安
と
個
人
的
不
幸
と
い
う
こ
の
其
っ
た
二
つ
の
事
象
の
列
挙
に
対
し
て
、
以
土
の
如
き
仏
教
流
の
因
果
関

z
h
l
l
卜
こ

I
1
1
l
r
，
hア
p
t

一
つ
の
仮
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
景
戒
に
つ
い
て
与
え
て
み
る
。
彼
が
私
度
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
「
俗
家
に
居
て
、
妻
子
を
蓄
」
え
と
い
う
の
は
、
こ
の
生
活
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
当
時
の
彼
は
極
端
に
貧
乏
で
あ
っ
た
。
「
養
ふ
物
無
く
、
菜
食
無
く
、
塩
無
く
、
衣
無
く
、
薪
無
し
。
万
の
物
毎
に
無
く
し
て
、
思
ひ
愁
へ
て
、
我
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が
心
安
か
ら
ず
。
仕
も
ま
た
飢
ゑ
寒
え
、
夜
も
ま
た
飢
ゑ
寒
ゆ
」
と
一
一
一
一
日
い
、
こ
の
不
安
な
生
活
に
対
す
る
反
省
が
「
あ
あ
耽
し
き
か
な
、
差
し
き
か
な
、
世
に

生
ま
れ
て
命
活
ひ
、
身
を
存
ふ
る
こ
と
便
無
し
。
等
流
果
に
引
か
る
る
が
故
に
、
愛
網
の
業
を
結
び
、
煩
悩
に
纏
は
れ
て
、
生
死
を
継
ぎ
、
八
万
に
馳
せ
て
、

生
け
る
身
を
恒
く
。
（
中
略
）
我
、
先
の
世
に
布
施
の
行
を
修
せ
ず
。
部
な
る
か
な
戎
が
心
、
微
し
き
か
な
我
が
行
」
と
い
う
自
覚
に
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
が
自
己
の
極
端
な
生
活
の
苦
し
さ
を
精
神
的
な
而
に
よ
る
救
い
の
中
に
求
め
た
の
は
、
実
に
こ
の
深
い
反
省
の
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次

に
述
べ
ら
れ
た
夢
と
夢
解
の
事
実
は
、
こ
の
時
に
お
け
る
彼
自
身
の
粘
神
状
態
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
彼
に
生
き
る
道
を
指
示
し
た
一
巻
の
経
典
、
諸

教
要
集
は
乞
食
の
僧
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
夢
を
聖
示
と
解
し
、
更
に
乞
食
の
僧
を
観
音
の
生
れ
変
り
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
夢
の

あ
き
ら
か
し
ゃ
う
じ
へ
ん
げ

答
い
ま
だ
詳
元
な
ら
ず
。
た
だ
疑
は
く
は
、
型
一
不
な
ら
む
。
沙
弥
は
観
音
の
変
化
な
ら
む
。
何
を
も
て
の
故
に
と
な
ら
ば
、
い
ま
だ
具
戒
を
受
け
ざ
る
を
、
斜

し
か
し
ゃ
う
か
く
う
じ
ぞ
う
ね
う
や
く
い
ん
ゐ
ふ
も
ん

け
て
沙
弥
と
す
。
観
音
も
ま
た
爾
り
。
正
覚
を
成
せ
ど
も
、
有
情
を
鏡
益
せ
む
が
故
に
、
閃
位
に
居
り
。
乞
食
す
と
は
普
門
の
コ
一
十
三
身
を
示
す
な
り
」
と
彼

は
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
夢
と
夢
解
が
述
べ
ら
れ
た
筒
所
は
、
彼
の
自
叙
伝
の
う
ち
の
約
半
分
以
上
の
分
量
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
部

分
が
、
か
く
の
如
き
長
文
で
あ
る
理
由
は
、
霊
異
記
中
こ
の
箇
所
が
最
も
多
く
し
か
も
具
体
的
に
仏
教
教
理
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
為
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次



の
事
実
を
帰
納
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
筒
所
に
お
い
て
、
彼
は
私
度
僧
と
し
て
の
自
己
の
立
場
を
純
粋
な
仏
教
教
理
の
上
か
ら
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、

し
か
も
そ
の
意
識
が
夢
の
中
に
表
わ
れ
、
そ
の
夢
を
聖
示
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
の
理
想
が
こ
の
夢
の
教
理
の
中
に
実
現
し
た
と
信
じ
て
い
る

ふ
し
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
夢
と
夢
解
と
は
私
度
僧
と
し
て
生
き
て
い
た
当
時
の
景
戒
自
身
に
お
け
る
深
い
あ
こ
が
れ
を
物
語
っ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
引
続
い
て
述
べ
ら
れ
る
再
度
の
夢
は
極
度
に
暗
示
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
如
く
彼
が
自
分
自
身
死
後
火
葬
さ
れ
る
と
い

う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
彼
は
こ
の
夢
に
対
し
「
夢
の
答
い
ま
だ
来
ら
ず
。
た
だ
惟
ふ
に
は
、
若
し
長
命
を
得
む
か
、
若
し
官
位
を
得
む
か
」
と
夢
解

み
う

い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
僧
侶
の
死
後
火
葬
の
例
は
道
照
に
み
る
。
続
日
本
紀
文
武
天
皇
四
年
三
月
の
条
に
次
の
記
述
が
あ
る
。
「
道
照
和
尚
、
物
化
せ
ぬ
。
（
中

略
）
弟
子
等
、
遺
教
を
奉
け
て
、
栗
原
に
火
葬
す
。
天
下
の
火
葬
、
此
よ
り
し
て
始
れ
り
」
と
。
道
照
に
つ
い
て
は
霊
異
記
に
も
上
巻
第
二
十
二
縁
、
二
十
八

縁
の
両
縁
に
亙
っ
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
最
上
級
の
賛
美
を
捧
げ
た
も
の
で
、
特
に
第
二
十
二
縁
の
終
に
は
「
賛
に
日
は
く
、
船
の
氏
徳

あ
き
ら
か

を
明
に
し
、
遠
く
法
蔵
を
求
む
。
こ
れ
聖
に
し
て
凡
に
あ
ら
ず
。
終
に
没
し
て
光
を
放
つ
」
と
書
い
て
聖
僧
道
照
に
対
す
る
手
ぱ
な
し
の
賛
美
を
彼
は
告
白

し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
「
長
命
を
得
む
か
、
若
し
官
位
を
得
む
か
」
と
い
う
夢
解
に
よ
っ
て
、
彼
が
長
い
間
抱
き
つ
事
つ
け
て
き
た
自
己
の
姿
を
か
な
り
明
瞭

に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
初
め
の
夢
に
お
い
て
、
官
許
を
得
な
い
自
己
の
私
度
僧
と
し
て
の
理
想
を
十
分
な
戒
を
受
け
ず
未
完
成
の
地
位
に
あ
る
観
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し
て
い
る
。
こ
の
点
、
景
戒
が
僧
侶
と
し
て
死
後
火
葬
の
夢
を
み
た
こ
と
は
、
自
己
の
か
く
あ
る
べ
き
と
信
じ
て
い
た
姿
が
夢
の
中
に
実
現
し
た
こ
と
を
意
味

音
の
姿
の
中
に
画
い
て
そ
の
夢
を
聖
一
不
と
解
釈
し
た
彼
は
、
再
度
の
夢
に
お
い
て
は
、
自
己
の
姿
を
道
照
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
人
物
の
中
に
画
き
、
更
に

そ
の
夢
に
対
し
夢
の
答
の
来
る
べ
き
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
夢
1

理
想
！
と
そ
の
実
現
こ
そ
官
許
の
僧
に
し
て
長
命
を
得
る
こ
と

に
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
延
暦
十
四
年
十
二
月
三
十
日
、
彼
が
伝
灯
住
位
の
僧
位
を
得
て
官
僧
と
な
っ
た
時
、
私
度
僧
と
し

て
出
発
し
た
彼
の
夢
は
実
現
し
た
と
み
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
下
巻
第
三
十
八
縁
の
記
述
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
以
上
の
部
分
だ
け
で
は

な
い
。
前
半
に
長
々
と
彼
が
生
き
て
い
た
時
代
の
不
安
を
、
更
に
彼
の
伝
記
の
最
後
の
部
分
に
は
不
吉
な
数
行
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
不
吉
な
数
行
こ
そ
彼
の

そ
れ
以
前
の
個
人
生
活
を
社
会
的
な
面
に
ま
で
拡
大
し
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

再
度
こ
の
部
分
を
霊
異
記
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
「
景
戒
が
男
死
す
」
「
景
戒
が
馬
死
す
」
「
馬
死
す
」
と
重
な
る
凶
事
が
彼
を
襲
っ
て
い
る
わ
け
で
、
自
ら
の

従
来
過
ご
し
て
き
た
生
活
が
官
僧
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
凶
事
の
連
続
に
よ
っ
て
も
ろ
く
も
そ
れ
は
崩
れ
去
っ
て
し
ま



予
ょ
う
で
あ
る
む
こ
の
時
、
彼
の
眼
の
前
に
自
分
の
背
負
っ
て
い
た
運
命
が
突
然
表
札
、
自
己
の
姿
が
実
際
は
こ
う
で
あ
ゥ
た
と
彼
は
気
付
く
よ
う
に
思
わ
払

る
。
こ
の
前
半
生
と
後
半
生
に
お
け
る
彼
自
身
の
か
く
あ
る
筈
と
信
じ
て
い
た
自
己
の
姿
と
、
実
際
に
そ
う
で
あ
る
姿
と
の
落
差
の
大
き
さ
が
、
下
巻
第
三
十

八
縁
に
お
け
る
個
人
の
不
安
と
社
会
の
不
安
と
い
う
こ
つ
の
異
な
っ
た
記
述
を
結
び
つ
け
る
景
戒
の
考
え
方
を
支
え
る
支
点
と
な
り
、
更
に
そ
の
記
述
を
真
実

味
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
ゴ
一
十
八
縁
前
半
の
部
分
を
考
え
て
み
る
。
そ
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
は
景
戒
の
生
涯
と
重
複
す
る
「
時
代
の
不
安
」
で
あ
っ
た
。
再
度
そ
の
内

容
を
こ
こ
に
要
約
す
れ
ば
、
聖
武
天
皇
と
藤
原
仲
麻
日
と
の
誓
約
、
孝
謙
天
皇
と
道
担
王
に
よ
る
政
治
、
道
祖
王
・
黄
文
王
の
獄
死
、
淳
仁
天
皇
の
淡
路
島
配

流
、
藤
原
仲
麻
呂
の
殺
死
、
道
鏡
の
掌
政
、
光
仁
・
桓
武
天
皇
の
即
位
、
桓
武
天
皇
・
早
良
皇
太
子
の
長
岡
宮
遷
都
、
藤
原
種
継
の
射
死
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
内
容
の
要
約
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
頻
発
し
た
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政

変
の
事
実
で
あ
る
。
更
に
霊
異
記
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
幾
多
の
皇
族
と
貴
族
の
横
死
（
恨
み
を
呑
ん
で
こ
の
世
を
去
る
）
と
い
う
点
に
注
意
が
は
ら
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
霊
異
記
に
登
場
す
る
人
物
を
、
正
史
の
記
述
す
る
そ
れ
ら
の
人
物
の
生
涯
と
比
較
す
る
時
、一層
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。
例
え
ば
皇
位
継
承
に
関
す
る
聖
武
天
皇
と
仲
麻
呂
の
誓
約
は
正
史
の
記
述
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
霊
異
記
に
お
い
て
、
ま
ず
こ
の
誓
約
が

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
霊
異
記
の
記
述
が
こ
の
皇
位
継
承
と
い
う
皇
族
と
貴
族
の
運
命
を
左
右
す
る
事
件
に
深
く
関
心
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。
次
に
孝
謙
天
皇
の
即
位
と
道
祖
王
の
立
太
子
は
霊
異
記
と
正
史
の
重
複
記
載
せ
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
道
祖
王
の
廃
太
子
、
更
に
そ
の
獄
死
も
ま
た

正
史
の
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
淳
仁
天
皇
の
廃
位
と
淡
路
島
配
流
は
正
史
の
共
に
記
載
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
正
白
人
に
は
更
に
流
罪
さ
れ
た
廃
帝

の
淡
路
島
に
お
け
る
憤
死
と
い
う
事
件
を
述
べ
て
い
る
。
淡
路
島
配
流
の
翌
年
「
淡
路
の
公
、
幽
憤
に
勝
へ
ず
、
垣
を
職
え
て
逃
ぐ
、
守
佐
伯
の
宿
禰
助
、
接

高
屋
の
連
並
木
等
兵
を
率
ゐ
て
こ
れ
を
逝
ぎ
る
、
公
還
り
て
、
明
日
院
中
に
莞
じ
ぬ
」
（
続
日
本
紀
巻
二
十
六
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
霊
異
記
の
廃
帝
に
関

す
る
記
述
は
こ
の
点
に
ま
で
及
ん
で
は
い
な
い
が
、
下
文
に
み
え
る
「
親
円U
減
の
表
相
」
と
い
う
表
現
は
霊
異
記
の
意
図
を
暗
示
し
て
い
る
や
に
思
わ
れ

る
。
次
に
藤
原
仲
麻
呂
の
殺
死
に
つ
い
て
は
、
正
史
の
共
に
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
の
道
鏡
に
つ
い
て
、
そ
の
称
徳
天
皇
と
の
交
通
の
事
実
は
い
う
ま

で
も
な
く
正
史
に
記
載
を
認
め
得
な
い
。
し
か
る
に
霊
異
記
に
は
、
正
史
の
伝
え
る
道
鏡
の
政
治
的
失
脚
と
下
野
薬
師
寺
に
お
け
る
憤
死
の
事
実
を
述
ベ
で
い

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
正
史
の
記
述
し
な
い
道
鏡
・
称
徳
帝
交
通
と
い
う
世
上
の
俗
説
を
霊
異
記
が
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
俗
説
が
当
然



持
っ
て
い
る
彼
の
憤
死
と
い
う
事
実
と
の
関
聯
を
臆
測
さ
せ
て
い
る
や
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
光
仁
・
桓
武
天
皇
の
即
位
、
桓
武
天
皇
・
早
良
皇
太
子

の
長
岡
宮
遷
都
更
に
藤
原
種
継
の
射
死
と
い
う
一
聯
の
事
実
は
正
史
の
重
複
記
載
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
霊
異
記
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
い
ず
れ
も
極
め
て

簡
単
に
記
述
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
皇
位
継
承
と
遷
都
と
い
う
皇
族
・
貴
族
の
運
命
に
か
か
わ
る
重
要
事
件
と
し
て
正
史
に
就
い
て
号
え
る
時
、
そ
れ
は

幾
多
の
事
実
を
暗
示
す
る
因
と
も
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
皇
后
井
上
内
親
王
の
廃
后
と
他
戸
親
王
・
早
良
皇
太
子
の
廃
嫡
は
光
仁
・
桓
武
両
帝
の

（
註5
）

皇
位
継
承
に
関
聯
し
、
種
継
の
横
死
は
遷
都
に
ま
つ
わ
る
政
変
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
。

以
上
霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
縁
前
半
に
お
け
る
社
会
事
象
の
記
述
を
正
史
と
比
較
し
つ
つ
考
察
し
て
来
た
が
、
景
戒
は
こ
れ
ら
の
記
述
に
お
い
て
い
ず
れ
も

皇
族
・
貴
族
の
運
命
と
深
く
関
聯
性
を
も
っ
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
政
変
と
い
う
時
代
の
不
安
に
自
己
の
主
題
を
集
中
し
て
お
り
、
更
に
彼
は
時
代
の
不
安
を
特

に
政
変
に
相
次
ぐ
皇
族
・
貴
族
の
横
死
と
い
う
形
で
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
以
上
の
考
察
が
認
め
ら
れ
る
な
ら

ば
、
次
に
こ
の
横
死
事
件
と
い
う
第
三
十
八
縁
前
半
の
記
述
が
、
後
半
部
に
お
け
る
彼
の
個
人
生
活
に
お
け
る
不
幸
と
い
う
記
述
と
如
何
な
る
意
味
で
関
聯
す

個
人
生
活
の
不
宰
が
社
会
事
象
の
不
安
定
と
最
も
深
く
結
び
つ
く
の
は
、

あ
た
ひ
あ
が
た
か
く

の
価
騰
り
貴
し
て
、
百
姓
飢
急
せ
り
、
賑
植
を
加
ふ
と
い
へ
ど
も
、
猶
ほ
い
ま
だ
存
済
せ
ず
」
（
続
日
本
紀
巻
三
十
二
）
。
更
に
聖
武
天
皇
の
死
去
し
た
天
平
勝

一
般
的
に
次
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
光
仁
天
皇
の
宝
亀
四
年
三
月
「
天
下
の
穀
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る
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
に
逢
著
す
る
。

宝
八
年
よ
り
藤
原
種
継
の
暗
殺
さ
れ
た
延
暦
四
年
に
至
る
約
三
十
年
間
に
お
け
る
天
災
・
地
変
・
人
繭
の
例
を
正
史
よ
り
摘
出
す
れ
ば
、
地
震
・
飢
鰹
（
凶
作
に

よ
る
米
価
の
高
騰
）
・
疫
病
の
流
行
・
河
川
の
氾
濫
・
火
事
・
盗
賊
の
横
行
・
兵
乱
そ
し
て
百
姓
の
逃
亡
と
い
う
事
件
が
年
ご
と
に
幾
つ
も
重
な
っ
て
起
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会
不
安
に
よ
っ
て
万
民
は
難
渋
し
、
そ
れ
が
百
姓
に
お
け
る
課
役
を
免
れ
る
た
め
の
逃
亡
、
宮
廷
に
お
け
る
疫
災
・
早
災
な
ど
を
は

ら
う
た
め
の
祭
り
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
個
人
生
活
の
不
幸
が
社
会
事
象
の
不
安
定
と
直
接
関
係
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
る
に
霊
異
記
下

巻
第
三
十
八
縁
前
半
は
、
以
上
の
如
き
社
会
不
安
を
全
く
記
述
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
相
次
ぐ
社
会
不
安
に
対
し
て
当
然
そ
れ
に
対
す
る
接
災
の
手
段

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
正
史
に
続
出
す
る
疫
神
祭
で
あ
る
。
こ
の
疫
神
祭
の
中
で
、
私
の
特
に
注
意
し
た
い
の
は
横
死
せ
る
人
物
が
疫
神
と
し
て
祭
ら
れ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
天
災
人
嗣
を
恨
み
を
呑
ん
で
死
ん
だ
人
物
（
横
死
人
）
の
崇
り
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
の
は
御
霊
思
想
で
あ
る
。
霊
異
記
よ

り
僅
か
ば
か
り
時
代
は
下
る
が
、
天
下
の
疫
病
が
藤
原
吉
子
の
崇
り
と
み
ら
れ
た
り
、
或
は
北
野
天
神
に
祭
ら
れ
た
管
原
道
真
が
各
種
の
災
厄
を
相
次
い
で
引

., 



（
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）

き
起
し
た
り
す
る
の
は
こ
の
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
個
人
生
活
の
不
幸
と
直
接
関
係
を
も
つ
の
は
、
各
種
の
天
災
人
絹
で
あ
り
、
各
種
の
災
厄
は
当
時
横
死
せ
る

皇
族
・
貴
族
の
崇
り
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
の
あ
る
こ
と
を
此
処
で
推
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

（
註7
）

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
の
下
巻
第
三
十
八
縁
を
問
題
に
す
る
前
、
霊
異
記
全
体
に
関
聯
す
る
も
の
と
し
て
横
死
人
の
意
味
を
取
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ

の
前
の
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
霊
異
記
が
一
見
仏
教
説
話
集
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
実
は
日
本
独
特
の
御
霊
と
い
う
考
え
方
（
前
述
せ
る

如
く
そ
れ
は
横
死
人
の
た
た
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
）
に
よ
っ
て
社
会
不
安
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
社
会
不
安
の
起
る
原
因
を
横
死
人
の
崇
り
と

し
て
霊
異
記
が
説
明
し
て
い
る
ふ
し
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
下
巻
第
三
十
八
縁
の
場
合
に
も
適
用
出
来
る
と
思
う
。

つ
ま
り
景
戒
は
、
第
三
十
八
縁
前
半
に
お
け
る
記
述
に
お
い
て
、
前
述
せ
る
如
く
地
震
・
飢
謹
・
疫
病
の
流
行
な
ど
の
社
会
不
安
よ
り
も
む
し
ろ
皇
位
継
承

を
め
ぐ
る
皇
族
・
貴
族
の
横
死
事
件
、
つ
ま
り
恨
み
を
呑
ん
だ
ま
ま
死
せ
る
人
達
の
運
命
に
自
己
の
考
え
を
し
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
霊
異
記
中
巻
第
一
縁
に
横
死
せ
る
長
屋
王
の
霊
が
土
左
国
の
百
姓
に
崇
っ
て
多
く
死
亡
さ
せ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
特
定
の
横
死

の
明
瞭
に
指
摘
し
得
る
例
が
、
横
死
せ
る
早
良
皇
太
子
の
安
殿
親
王
に
対
す
る
崇
り
で
あ
る
。
恒
武
天
皇
の
延
暦
十
一
年
六
月
「
皇
太
子
久
病
。
ト
之
。
崇
道- 8 -

人
が
怨
み
を
抱
く
特
定
の
個
人
（
敵
手
）
に
報
復
し
た
例
が
正
史
に
お
い
て
奈
良
時
代
末
期
よ
り
平
安
時
代
初
期
に
か
け
て
次
第
に
多
く
表
わ
れ
て
く
る
。
そ

天
皇
為
v
崇
。
遺
品
諸
陵
頭
調
使
王
等
於
淡
路
国
→
奉v
謝
＝
其
霊
こ
（
日
本
紀
略
前
篇
十
三
）
と
い
う
の
で
、
以
後
そ
の
報
復
事
件
は
次
第
に
頻
発
の
度
を
増
し

て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
長
屋
王
と
百
姓
の
死
と
い
う
霊
異
記
の
記
述
が
も
っ
て
い
る
意
味
は
、
こ
の
特
定
個
人
に
対
す
る
報
復
と
い
う
点
に
い
さ
さ

か
も
触
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
横
死
人
が
自
己
の
怨
み
を
抱
く
敵
手
を
飛
び
越
え
て
、
不
特
定
個
人
つ
ま
り
誰
彼
の
見
境
な
く
崇
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
景
戒
の
考
え
の
中
に
自
己
の
相
次
ぐ
不
幸
が
御
霊
に
基
づ
く
災
厄
に
原
因
す
る
の
だ
と
気
付
く
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
不
幸
が
直
接
皇
族
・

貴
族
の
崇
り
に
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
信
じ
て
い
た
部
分
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
自
己
の
伝
記
を
書

く
に
際
し
、
そ
の
前
半
に
長
々
と
自
叙
伝
と
は
一
見
無
関
係
な
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
皇
族
・
貴
族
達
の
横
死
事
件
を
ま
ず
取
り
上
げ
た
意
図
は
、
実
に
こ
の
考

え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
の
前
半
の
部
分
に
一
行
だ
に
横
死
人
の
崇
り
に
つ
い
て
の
記
述
を
発
見
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
彼

自
身
の
不
幸
に
関
す
る
記
述
の
中
に
も
、
そ
の
不
幸
の
原
因
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
下
巻
第
三
十
八
縁
に
記
述
さ
れ
た
文
章



の
行
間
に
、
そ
の
前
半
部
に
お
い
て
は
横
死
せ
る
皇
族
・
貴
族
の
運
命
の
背
後
に
漂
い
、
後
半
部
に
お
い
て
は
不
幸
な
景
戒
の
運
命
を
誘
う
御
霊
の
姿
が
は
っ

き
り
私
に
は
見
え
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
景
戒
を
襲
っ
た
不
幸
の
記
述
は
、
後
半
部
の
僅
か
数
行
の
み
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
後
半
部

の
大
部
分
を
読
み
終
え
た
私
の
前
に
突
然
表
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
景
戒
の
書
き
方
に
よ
っ
て
、
彼
の
不
幸
は
か
え
っ
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
読

者
は
期
せ
ず
し
て
そ
の
注
意
を
第
三
十
八
縁
前
半
部
に
呼
び
戻
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
さ
し
く
彼
は
自
分
自
身
の
不
幸
を
記
述
す
る
に
際
し
、
個
人
生
活
が
相
手

か
ま
わ
ず
飛
び
込
ん
で
来
る
御
霊
に
よ
っ
て
直
接
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
促
え
て
書
い
た
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
度
重
っ
て
起
る
自
己
の
凶

事
に
よ
っ
て
実
際
に
そ
う
で
あ
る
自
己
の
姿
と
し
て
把
握
し
た
も
の
が
、
疑
い
も
な
く
御
霊
を
背
負
い
つ
，
つ
け
る
人
間
の
運
命
的
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
も
し
こ
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
先
に
述
べ
た
如
き
仏
教
修
善
の
必
然
性
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、

ま
ず
そ
の
御
霊
を
鎮
め
る
こ
と
、
そ
の
為
に
こ
そ
仏
教
修
善
の
必
然
性
が
あ
り
そ
れ
が
ひ
い
て
は
自
己
の
不
幸
を
も
救
う
の
だ
と
い
う
強
い
信
念
に
な
っ
た
も

の
と
思
う
の
で
あ
る
。
日
本
霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
縁
の
最
後
に
書
き
と
め
た
彼
の
次
の
よ
う
な
言
葉
「
災
を
免
る
る
由
を
知
ら
ず
し
で
、
そ
の
災
を
受
け
、

災
を
除
く
術
を
推
ね
ず
し
て
、
滅
び
愁
ふ
る
こ
と
を
蒙
る
。
勤
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
恐
れ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
、
こ
の
言
葉
の
中
に
仏
教
修
善
以
外
に
自
己
の
生
き
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る
手
段
を
な
く
し
た
修
行
借
景
戒
の
姿
を
私
は
推
定
し
た
い
の
で
あ
る

（
註1
）

（
北
2

）

（
註3
）

（
註
4

）

（
誌5
）

（
詑6
）

（
註7
）

井
上
薫
「
行
基
」
（
吉
川
弘
文
館
発
行
）

井
上
光
貞
編
「
古
代
社
会
」
（
朝
倉
書
店
発
行
）
、
北
山
茂
夫
「
万
葉
の
世
紀
」
（
東
京
大
学
出
版
会
発
行
）
、

以
下
、
霊
異
記
の
引
用
は
全
て
武
田
祐
吉
「
日
本
霊
異
記
」
（
朝
日
古
典
全
書
）
に
依
る
。

禿
氏
祐
洋
「
日
本
霊
異
記
に
引
用
せ
る
経
巻
に
就
て
」
（
仏
教
研
究
一
・
二
巻
）

喜
田
貞
吉
「
帝
都
」
（
日
本
学
術
普
及
会
発
行
）
、
川
上
多
助
「
．
平
安
朝
史
」
（
「
綜
合
日
本
史
大
系
」
所
収
）
、
北
山
茂
夫

研
究
」
（
岩
波
書
店
発
行
）
、
佐
伯
有
精
「
長
岡
・
平
安
遷
都
事
情
新
考
」
（
日
本
歴
史
一
二
五
号
）

御
霊
思
想
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
「
雷
神
信
仰
の
変
遷
」
（
「
妹
の
力
」
所
収
）
、
堀
一
郎
「
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
（
宗
教
史
篇
）
」
（
創

元
社
発
行
）
、
大
野
功
「
平
安
時
代
の
御
霊
思
想
」
（
日
本
歴
史
一
一
四
号
）
な
ど
参
照
。

国
文
学
論
叢
第
三
輯
「
平
安
文
学
」
（
至
文
堂
発
行
）
所
収
論
文
。

井
上
薫
「
行
基
」
な
ど
参
照
。

「
日
本
古
代
政
治
史
の


