
日
本
霊
異
記
＄
く
わ
し
く
は
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
は
、
日
本
佛
教
説
話
文
学
の
哨
矢
で
あ
る
が
、
佛
教
伝
来
よ
り
平
安
初
期
に

至
る
ま
で
の
佛
教
浸
潤
の
様
相
を
～
因
果
応
報
課
の
上
に
い
き
い
き
と
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
景
戒
（
八
世
紀
’
九
世
紀
、
生
没
年
未
詳
）
は
、
私
度
僧
と
し
て
は
じ
め
は
世
俗
の
生
活
を
お
く
り
、
の
ち
に
興
福
寺
に
あ
っ

て
伝
燈
住
位
に
ま
で
な
っ
た
人
で
あ
る
。
彼
の
集
め
た
口
碑
伝
承
の
類
は
、
平
安
初
期
ま
で
の
学
解
佛
教
と
は
系
肺
を
異
に
し
た
、
日

本
佛
教
の
一
形
態
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
世
へ
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
大
衆
佛
教
の
系
脈
を
示
す
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
奈
良
の
六
宗
や
新
興
の
天
台
・
真
言
二
宗
が
競
い
あ
っ
た
時
代
に
、
僧
俗
・
庶
民
の
中
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
因

果
応
報
證
は
、
奇
異
な
る
様
相
を
さ
え
呈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
現
実
的
な
感
覚
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
大
衆
の
中
の
佛
教

が
、
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
の
名
の
も
と
に
景
戒
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
、
因
果
応
報
の
教
を
と
く
に
強
調
し
、
そ
れ
が
ま
た
人
々
に

伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
事
実
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想

は
し
が
き

ｌ
と
く
に
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
Ｉ

白

士
三
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霊
異
記
（
以
下
省
略
し
て
こ
う
よ
ぶ
）
は
佛
教
説
話
文
学
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
系
肱
は
日
本
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

第
一
は
イ
ン
ド
佛
教
の
阿
含
経
や
大
乗
経
典
、
律
の
中
に
散
在
す
る
、
又
は
餌
く
凰
倒
目
等
の
説
話
文
学
が
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
に
は

中
国
に
お
け
る
冥
報
記
・
般
若
験
記
等
の
霊
験
謹
の
類
で
あ
る
。
霊
異
記
は
こ
れ
ら
の
流
れ
を
う
け
て
、
日
本
的
に
変
容
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
霊
異
記
は
、
因
果
応
報
の
道
理
を
、
民
衆
の
中
に
事
実
と
し
て
語
り
つ
が
れ
た
説
話
の
上
に
求
め
て
、
そ
の
教
を
強
調

し
な
が
ら
、
著
者
で
あ
る
景
戒
自
身
も
、
こ
の
因
果
応
報
説
話
を
語
り
つ
ぎ
、
書
き
つ
い
で
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
も
と

も
と
日
本
的
な
説
話
と
、
佛
教
思
想
が
浸
透
し
て
い
っ
た
上
の
民
衆
の
説
話
と
、
景
戒
の
創
意
で
あ
る
説
話
等
が
混
交
し
て
い
る
の
が

み
ら
れ
る
。
霊
異
記
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
説
話
集
な
の
で
あ
る
。

霊
異
記
は
、
現
報
霊
異
記
と
い
う
そ
の
題
名
の
示
す
よ
う
に
、
因
果
応
報
を
現
報
の
上
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
を
霊
異
な
る
も
の

と
し
て
い
る
。
霊
異
記
中
に
は
、
佛
教
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
は
ず
の
奇
異
な
る
話
も
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
奇
異
な
る
こ
と
、
霊
異

な
る
こ
と
、
不
思
議
な
る
こ
と
、
畏
る
今
へ
き
こ
と
等
が
、
ひ
ろ
い
意
味
の
霊
異
な
る
こ
と
の
範
蒔
で
考
え
ら
れ
、
因
果
応
報
と
は
霊
異

な
る
世
界
に
お
い
て
な
さ
れ
る
感
応
と
報
で
あ
り
、
そ
の
報
の
す
が
た
は
ま
た
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で

景
戒
は
霊
異
記
著
作
の
動
機
を

①

祈
ハ
ク
ハ
奇
記
を
覧
る
者
、
邪
を
却
け
、
正
に
入
り
、
諸
悪
作
す
こ
と
莫
く
、
諸
善
奉
行
せ
む
こ
と
を

と
、
そ
の
上
巻
に
い
っ
て
い
る
が
、
「
諸
悪
莫
作
衆
善
奉
行
」
こ
そ
が
、
こ
の
害
を
編
纂
著
作
し
た
動
機
の
中
核
で
あ
り
、
諸
々
の

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
一
二

あ
る
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フ
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霊
異
記
著
作
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機



説
話
の
因
果
応
報
の
教
は
、
こ
の
こ
と
に
基
点
を
お
く
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
同
じ
く
序
に

善
悪
の
状
を
呈
す
に
匪
ず
は
、
何
を
以
て
か
、
曲
執
を
直
し
て
是
非
を
定
め
む
。
因
果
の
報
を
示
す
に
Ｅ
ず
は
＄
何
に
由
り
て
か

悪
心
を
改
め
て
善
道
を
修
め
む

と
あ
り
、
そ
の
時
代
の
様
相
が
因
果
を
恐
れ
ず
、
悪
に
走
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
善
悪
の
状
を
示
し
、
因
果
応
報
の
理
を
説
く
旨
を

い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
反
っ
て
、
そ
の
時
代
に
佛
教
が
生
き
て
い
た
事
実
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
し
↑
景
戒
を
し
て
、
流
布
し
て

い
た
説
話
を
採
録
せ
し
め
た
機
動
力
を
蔵
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
一
方
、
景
戒
に
説
話
撰
述
へ
と
動
か
し
め

た
も
の
は
、
中
国
の
冥
報
記
等
の
類
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
序
に

昔
漢
地
に
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
、
唯
他
国
の
伝
録
に
慎
し
み
て
、
自
土
の
奇
事
を
信
け
恐
り

弗
ら
む
や
。
専
一
一
起
ち
て
自
ら
堀
る
に
、
忍
び
寝
ム
コ
ト
ヲ
得
不
。
居
て
心
に
思
ふ
に
、
黙
然
ル
コ
ト
能
は
不
る
が
故
に
、
聯
か

側
二
聞
く
こ
と
を
注
し
、
號
け
て
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
と
日
ひ
、
上
中
下
の
三
巻
を
作
し
て
季
の
葉
に
流
フ

と
い
う
が
、
冥
報
記
や
般
若
験
記
が
、
景
戒
を
刺
戟
し
た
の
て
あ
る
。
と
同
時
に
こ
れ
ら
の
書
は
日
本
人
に
読
ま
れ
て
い
て
、
影
響
す

る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
土
の
奇
事
を
信
け
お
そ
れ
る
と
い
う
景
戒
は
、
こ
れ
ら
の
書
の
影
響
を
受
け
て

い
る
と
同
時
に
、
奈
良
・
平
安
時
代
の
人
と
し
て
、
奇
異
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
人
で
も
あ
っ
た
。
奇
異
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
は
、

そ
の
こ
ろ
の
日
本
人
の
普
通
の
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
因
果
応
報
思
想
は
こ
う
い
う
地
盤
に
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
が
、
又
、
因
果
応
報
思
想
と
は
、
そ
う
い
う
現
実
の
地
盤
に
お
い
て
育
成
さ
れ
や
す
く
、
拡
大
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
底
の
も
の
で

も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
傾
向
は
中
国
に
お
い
て
も
す
で
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
中
国
的
で
は
あ
る
が
、
霊

異
記
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
冥
報
記
や
般
若
験
記
に
つ
い
て
考
察
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
又
、
諸
経
要
集
等
に
つ
い
て
も
顧
慮

三

三



②

冥
報
記
は
、
唐
の
吏
部
尚
害
唐
臨
の
撰
（
永
徽
年
中
３
Ｃ
ｌ
忠
巴
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
唐
臨
は
俗
人
で
あ
り
出
家
者
で
は
な
か

っ
た
。
景
戒
は
半
俗
半
僧
の
私
度
僧
で
あ
っ
た
が
↑
こ
れ
ら
一
連
の
民
間
佛
教
説
話
の
取
材
は
、
出
家
者
や
学
者
の
手
に
な
る
も
の
で

な
か
っ
た
の
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
冥
報
記
の
撰
者
唐
臨
は
、
長
安
の
人
で
、
字
は
本
徳
、
官
は
吏
部
尚
害
で
あ
っ
た
が

③

潮
州
刺
史
に
雁
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
境
遇
上
、
佛
教
に
心
よ
せ
る
べ
き
事
情
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
冥
報
記
は
僧
俗
の
問
に
語
り
っ

④

が
れ
た
因
果
応
報
證
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
唐
臨
が
直
接
ま
た
は
間
接
に
見
聞
し
た
説
話
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
序
に
よ

る
と
、
識
が
あ
っ
て
行
ず
る
も
の
は
、
そ
の
行
の
善
悪
に
よ
っ
て
必
ず
報
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
の
の
常
理
で
あ
る
が
、

上
智
な
る
者
は
そ
の
理
の
本
源
を
知
っ
て
こ
れ
を
見
な
い
。
即
ち
空
、
無
に
お
い
て
因
果
応
報
を
う
け
と
め
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

愚
療
な
る
者
は
そ
れ
を
全
く
知
ろ
う
と
し
な
い
。
中
品
の
者
は
縁
に
よ
っ
て
見
を
起
し
疑
を
起
す
も
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
頃
の
人
は

因
果
の
理
を
信
ぜ
ぬ
も
の
が
多
く
、
無
視
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
人
が
よ
く
修
道
し
て
も
貧
し
く
て
早
死
す
る
が
、
凶

や
列
Ｐ
Ｐ
Ｉ

悪
な
る
者
が
富
貴
に
し
て
霊
長
な
る
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
儒
書
に
は
善
悪
の
報
を
論
ず
る
こ
と
カ
ブ

常
に
多
い
。
そ
れ
は
近
年
に
報
を
求
め
る
か
↑
累
年
の
後
に
か
、
又
は
遠
く
子
孫
の
後
に
報
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
佛
教
で
は
現

報
・
生
報
・
後
報
の
三
報
を
い
い
、
因
果
の
理
を
尽
く
し
て
あ
ま
り
な
い
も
の
て
あ
る
が
、
冥
報
記
に
お
い
て
は
、
人
や
鬼
に
あ
ら
わ

れ
た
微
細
な
る
験
を
記
し
て
、
既
に
先
人
の
あ
ら
わ
し
た
観
世
音
応
験
記
。
斉
の
萠
子
良
の
宣
験
記
・
王
瑛
の
冥
祥
記
等
が
み
な
善
悪

を
明
ら
か
に
し
て
将
来
を
戒
し
め
て
い
る
の
に
な
ら
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
冥
報
記
に
い
う
人
鬼
と
は
、
現
存
の
人
間
と
冥
界
の
人

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
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す
る
必
要
が
あ
る
が
恥
こ
れ
は
の
ち
に
の
、
へ
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
冥
報
記
に
つ
い
て
簡
単
に
理
解
を
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
。

二
冥
報
記
に
つ
い
て



間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
冥
報
記
の
内
容
か
ら
み
る
と
～
い
わ
ゆ
る
現
報
に
つ
い
て
の
、
へ
る
と
同
時
に
、
一
旦
死
ん
だ
人
間
が
蘇
生
し
て

現
在
の
果
が
死
後
に
及
ん
だ
そ
の
状
態
を
語
る
と
い
う
話
が
大
多
数
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
な
し
と
は

し
な
い
ま
で
も
、
き
わ
め
て
少
く
な
っ
て
い
る
。

冥
報
と
い
う
題
は
、
こ
の
よ
う
に
人
や
鬼
の
間
に
あ
ら
わ
れ
た
因
果
応
報
記
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
佛
教
語
に
は
冥

報
と
い
う
の
は
な
い
。
冥
報
記
叙
に
も
そ
の
名
を
あ
げ
て
い
る
冥
祥
記
に
類
す
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
か
と
思
う
が
、
冥

⑤

報
に
つ
い
て
諸
橋
漢
和
大
辞
典
に
は
、
「
死
後
、
冥
土
か
ら
む
く
い
る
、
又
そ
の
む
く
い
」
と
あ
り
、
陶
洲
明
の
詩
、
乞
食
に
は
「
街

⑥

哉
知
何
謝
冥
報
以
相
胎
」
と
あ
る
の
を
、
鈴
木
虎
雄
博
士
は
、
「
た
だ
死
後
冥
土
よ
り
此
の
恩
に
答
ふ
る
も
の
を
贈
ら
ん
と
期
す
る
」

と
釈
さ
れ
、
冥
報
を
「
冥
土
に
て
の
恩
が
え
し
」
と
理
解
さ
れ
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
冥
報
記
に
い
う
冥
報
の
意
味
と
は
異
る
も
の
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
冥
土
よ
り
報
い
る
と
い
う
、
冥
々
の
働
き
と
い
う
点
で
は
一
肱
相
通
ず
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
諸
橋
漢
和

大
辞
典
に
は
ま
た
、
冥
感
（
誠
心
が
神
明
の
心
を
感
ぜ
し
め
る
）
、
冥
応
（
神
佛
の
加
護
）
等
が
出
さ
れ
て
あ
る
が
、
冥
の
字
義
は
、
お

く
ふ
か
い
、
又
は
死
者
の
霊
の
い
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
佛
教
で
は
冥
加
・
冥
益
・
冥
罰
等
と
い
い
、
幽
冥
で
見
聞
で
き
ぬ
佛
・

菩
薩
よ
り
典
え
ら
れ
る
加
護
・
利
益
等
の
意
味
で
あ
る
。
冥
報
記
に
お
け
る
冥
報
と
は
、
そ
の
内
容
か
ら
み
る
限
り
、
三
宝
へ
の
誠
信

や
善
悪
の
行
為
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
生
前
ま
た
は
死
後
の
応
報
や
霊
験
・
感
応
で
あ
り
、
生
前
又
は
冥
土
に
お
い
て
宜
寛
の
う
ち
に

受
け
る
応
報
や
霊
験
の
意
と
解
し
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

冥
報
記
の
記
述
内
容
か
ら
そ
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
み
る
と
、
巻
上
第
一
条
、
釈
信
行
の
話
は
、
信
行
が
坐
禅
説
法
す
る
と
き
に
は

常
に
青
衣
童
子
四
人
が
花
を
持
っ
て
立
っ
た
と
い
う
霊
験
や
、
又
、
坐
禅
中
に
奇
光
が
堂
内
を
照
し
た
と
か
、
信
行
の
死
後
、
そ
の
頭

骨
は
両
耳
が
通
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
付
法
蔵
経
に
、
過
去
に
正
法
を
聞
く
が
故
に
両
耳
通
ず
と
い
う
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な

三
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こ
と
を
記
し
、
第
二
条
の
説
話
は
、
沙
門
慧
如
は
坐
禅
修
定
し
て
三
昧
に
入
っ
て
い
た
が
、
七
日
を
経
て
目
を
開
き
語
る
に
は
、
そ
の

三
昧
の
間
、
閻
羅
王
に
請
わ
れ
て
行
道
す
る
こ
と
七
日
、
そ
の
あ
と
閻
羅
王
に
先
亡
二
人
の
死
後
の
状
態
を
み
せ
ら
れ
た
が
、
一
人
は

亀
と
な
り
、
一
人
は
生
前
の
罪
業
が
重
か
っ
た
為
に
獄
門
の
中
で
火
苦
に
あ
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
、
こ
れ
は
死
後
の
応
報
識
で
あ
る
。

第
四
条
、
練
行
尼
の
話
は
＄
河
東
の
練
行
尼
は
常
に
法
華
経
を
調
し
、
精
心
こ
め
て
法
華
経
七
巻
を
八
年
か
か
っ
て
書
写
し
て
も
ら
い

厳
重
に
供
養
し
て
い
た
。
龍
門
の
僧
法
端
は
大
衆
を
集
め
て
常
に
法
華
経
を
講
じ
て
い
た
が
、
練
行
尼
の
経
本
を
強
く
所
望
し
た
。
尼

は
譲
ら
ず
法
端
は
き
つ
く
責
め
た
の
で
；
尼
は
や
む
な
く
経
本
を
送
っ
た
が
、
法
端
ら
が
開
い
て
み
る
と
、
唯
黄
紙
の
み
で
更
に
文
字

な
く
、
法
端
ら
は
葱
催
し
て
送
り
返
し
た
。
練
行
尼
は
悲
泣
し
て
沐
浴
頂
戴
し
、
達
佛
行
道
す
る
こ
と
七
日
七
夜
に
し
て
経
函
を
あ
け

て
み
た
と
こ
ろ
、
文
字
は
も
と
の
ま
ま
に
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
第
六
条
、
釈
道
英
の
話
は
、
道
英
は
禅
行
を
修
し
、
練
心
を
以

て
こ
と
と
し
、
経
律
の
奥
義
に
達
し
、
遠
近
の
僧
尼
が
争
っ
て
こ
れ
に
つ
き
、
道
英
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
解
せ
し
め
て
い
た
。
道
英
が

た
ま
た
ま
黄
河
を
渡
っ
た
と
き
、
船
が
沈
ん
で
多
く
の
人
が
死
ん
だ
が
、
道
英
は
溺
れ
ず
水
中
よ
り
岸
に
至
り
、
そ
の
体
も
ま
た
熱
か

っ
た
と
い
う
話
で
、
禅
行
の
通
力
に
よ
る
霊
験
と
解
さ
れ
る
話
で
あ
る
。
第
八
条
、
採
銀
沙
人
の
話
は
、
東
魏
末
に
都
の
人
達
が
山
に

入
っ
て
銀
を
採
っ
て
い
た
が
、
穴
が
崩
れ
て
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
の
中
の
一
人
が
一
心
に
佛
を
念
じ
て
い
た
。
そ
の
頃

そ
の
父
は
子
が
す
で
に
圧
死
し
た
も
の
と
思
い
、
貧
し
い
中
を
追
福
修
善
し
よ
う
と
し
て
唯
一
鉢
の
瀧
鉢
を
も
っ
て
寺
に
ゆ
き
、
一
僧

に
請
う
て
斎
を
な
し
た
。
そ
の
僧
は
こ
れ
を
受
け
、
た
め
に
呪
願
を
な
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
日
、
土
中
の
子
は
、
小
穴
か
ら
一

沙
門
が
入
っ
て
き
て
一
鉢
を
持
っ
て
き
た
の
を
み
た
が
、
そ
の
一
鉢
の
飯
に
よ
っ
て
飢
え
ず
、
端
坐
正
念
し
て
土
中
に
あ
る
こ
と
十
年

を
経
た
。
斉
の
文
皇
の
時
、
匠
工
が
こ
の
山
を
崩
し
て
穴
中
に
人
あ
る
の
を
見
、
そ
の
子
は
父
母
の
も
と
に
帰
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

第
四
条
練
行
尼
、
第
六
条
釈
道
英
、
第
八
条
採
銀
沙
人
の
話
は
い
ず
れ
も
、
三
宝
へ
の
信
心
が
霊
験
・
応
報
を
も
た
ら
す
説
話
で
あ
り

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
二
五



そ
こ
に
は
感
応
の
思
想
が
つ
よ
く
働
い
て
い
る
。
又
、
巻
上
第
十
一
条
は
、
厳
恭
が
父
母
か
ら
銭
を
得
て
揚
州
へ
出
る
途
中
、
江
中
の

一
船
が
亀
を
の
せ
て
売
り
に
ゆ
く
の
を
見
て
、
銭
を
投
じ
て
亀
を
あ
が
な
い
江
中
に
放
し
た
が
＄
そ
の
銭
が
水
に
濡
れ
て
厳
恭
の
父
母

の
も
と
に
帰
っ
た
と
い
う
話
で
、
善
行
に
む
く
い
る
霊
験
潭
で
あ
る
。
巻
中
第
八
条
、
畦
仁
袴
の
説
話
は
、
鬼
神
や
道
家
の
こ
と
、
天

帝
・
閻
羅
王
・
太
山
府
君
・
録
五
道
神
等
が
あ
ら
わ
れ
て
複
雑
で
あ
り
、
興
味
も
深
い
が
、
こ
こ
で
は
冥
報
の
意
味
の
理
解
に
の
み
と

ど
め
る
こ
と
と
す
る
。
郡
郵
の
人
＄
畦
仁
稽
は
経
学
あ
り
、
鬼
神
を
信
ぜ
ず
、
つ
ね
に
そ
の
有
無
を
試
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ

路
に
一
人
の
大
官
が
衣
冠
を
つ
け
好
馬
に
乗
り
五
十
余
騎
を
従
え
て
来
る
の
に
会
い
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
会
っ
て
十
年
を
経
て
、
そ
れ

が
鬼
神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
鬼
神
と
交
わ
り
を
も
つ
に
至
っ
て
、
禍
福
の
到
る
こ
と
を
予
め
知
ら
さ
れ
た
り
↑
死
後
の
世

界
に
閻
羅
王
や
太
山
府
君
等
あ
り
、
天
帝
は
六
道
を
統
ゞ
へ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
佛
法
で
い
う
三
世
の
因
果
は
実
に
あ
る
こ
と
等
を
教

え
ら
れ
た
。
又
、
畦
仁
稽
が
、
人
は
死
し
て
六
道
に
入
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
鬼
の
み
あ
る
の
か
、
又
、
趙
武
霊
王
も
君
も
、
何

故
今
な
お
鬼
で
あ
る
の
か
と
問
う
た
の
に
対
し
て
、
橋
の
県
内
に
は
万
余
戸
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
獄
因
は
二
十
人
以
下
、
五
品
は
無
く

九
品
以
上
は
数
十
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
六
道
に
あ
て
る
と
、
天
道
に
入
る
者
は
万
に
一
人
も
な
く
、
人
道
を
得
る
者
数
人
、
地
獄
に

入
る
も
の
数
十
人
で
椿
の
県
内
の
獄
囚
の
如
く
、
た
だ
鬼
と
畜
生
と
の
み
が
最
多
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
県
内
の
課
役
戸
の
如
く
、
そ
れ

に
も
ま
た
等
級
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
鬼
神
と
六
道
の
餓
鬼
と
の
混
入
が
み
ら
れ
て
興
味
ふ
か
い
。
又
、
道
家
の
章
酷
に
は
益
あ
り
や

否
や
の
間
に
対
し
、
天
帝
こ
れ
を
受
け
閻
羅
王
に
下
し
て
理
の
あ
る
と
こ
ろ
を
調
隷
へ
し
め
る
こ
と
；
又
、
佛
家
の
修
福
は
如
何
と
の
問

に
対
し
て
、
佛
は
大
聖
で
あ
っ
て
、
修
福
の
者
に
対
し
て
は
天
神
敬
奉
し
、
こ
れ
に
対
し
て
寛
宥
で
あ
り
、
福
厚
き
者
は
悪
道
に
落
つ

尋
へ
き
文
簿
あ
り
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
追
摂
で
き
な
い
と
い
う
。
以
上
、
中
国
的
信
仰
と
佛
教
と
が
混
在
し
、
因
果
応
報
の
問
題
は
そ

の
混
在
せ
る
中
に
み
と
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
佛
教
の
三
世
の
因
果
応
報
を
み
と
め
、
因
果
応
報
は
六
道
の
中
に
於
て
行
な
わ
れ
る
，
も
の

一
二
一
《
一
、
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で
あ
る
が
、
六
道
を
総
統
す
る
も
の
は
天
帝
で
あ
り
、
そ
の
下
に
閻
羅
王
・
太
山
府
君
等
が
あ
っ
て
、
そ
の
業
報
を
調
ゞ
へ
る
。
又
、
佛

は
大
聖
で
あ
り
そ
の
修
福
の
者
は
、
業
報
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
冥
土
の
報
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
中

国
的
な
信
仰
が
み
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、
巻
下
第
二
条
の
説
話
な
ど
が
あ
る
。
後
魏
の
司
徒
崔
洗
は
博
学
で
才
略
あ
り
、
道
士
這
謙
之

に
師
事
し
て
佛
を
信
ぜ
ず
、
あ
る
と
き
は
経
を
井
戸
に
投
じ
、
あ
る
い
は
太
武
帝
に
す
す
め
て
沙
門
を
殺
し
、
経
や
佛
像
を
焚
く
な
ど

の
こ
と
を
し
た
。
題
謙
之
は
之
を
諫
め
て
今
よ
り
の
ち
教
を
受
け
門
戸
を
減
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
が
、
後
四
年
に
し
て
そ
の
報

い
を
受
け
た
が
、
人
々
は
段
佛
法
の
報
験
で
あ
る
と
い
っ
た
と
い
う
。
巻
下
第
二
十
三
条
、
張
法
義
の
説
話
に
は
、
冥
府
の
官
人
に
録

事
・
判
官
・
主
典
等
が
あ
ら
わ
れ
る
。
死
後
の
人
を
裁
く
冥
府
に
中
国
の
官
僚
制
度
が
う
つ
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

冥
報
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
説
話
と
し
て
ば
ま
た
、
巻
中
第
十
五
条
の
元
大
宝
の
話
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
大
宝
は
一
生

の
間
、
因
果
の
事
を
信
じ
な
か
っ
た
が
、
死
し
て
の
ち
友
人
張
散
冊
の
夢
に
現
わ
れ
、
平
生
は
善
悪
の
業
報
を
信
じ
な
か
っ
た
が
、
因

果
の
報
は
定
ん
で
あ
る
と
つ
げ
た
。
友
人
が
そ
の
状
を
尋
ね
る
と
「
冥
報
因
不
可
説
、
他
亦
不
可
道
、
但
報
君
知
定
有
耳
」
と
い
っ
た

と
い
う
。
そ
し
て
張
散
冊
は
そ
の
夢
の
二
日
後
に
、
元
大
宝
の
死
を
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
唐
臨
が
直
接
、
張
散
冊
よ
り
こ

の
話
を
聞
い
た
と
記
し
て
あ
る
が
、
「
冥
報
因
不
可
説
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
冥
々
に
し
て
測
り
し
れ
ぬ
も
の
、
冥

々
に
し
て
人
間
の
知
る
こ
と
の
で
き
ぬ
場
に
お
い
て
、
人
間
の
業
報
が
感
得
さ
れ
、
人
間
に
報
い
と
し
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

冥
報
記
の
説
話
は
、
上
述
の
い
く
つ
か
の
よ
う
に
、
感
応
思
想
が
き
わ
め
て
濃
い
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
説
話
に
お
い
て
み
る
限

り
、
そ
の
感
応
す
る
場
は
、
佛
教
の
三
宝
で
あ
り
、
ま
た
天
帝
等
の
中
国
的
な
信
仰
の
対
象
で
も
あ
る
。
そ
れ
ら
が
不
可
説
な
る
冥
報

の
因
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
た
と
み
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
「
冥
報
因
不
可
説
」
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
内
在
さ
せ

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
二
七
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。



な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
越
え
た
場
を
さ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
冥
報
は
そ
こ
に
感
応
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

冥
報
記
の
因
果
応
報
思
想
は
、
「
随
行
善
悪
而
受
其
報
、
如
農
夫
之
播
植
、
随
所
植
而
収
之
、
是
物
之
常
理
、
因
無
所
可
疑
也
」
と

序
の
は
じ
め
に
い
う
通
り
、
善
悪
の
因
果
応
報
の
理
を
う
た
い
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
善
と
は
、
行
為
の
善
で
あ
る
と
同
時
に

三
宝
へ
の
至
信
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
善
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
何
れ
も
、
感
応
霊
験
と
い
う
場
を
も
つ
。
直
線
的
に
自
己

の
行
為
が
自
己
に
報
い
る
の
と
は
違
っ
た
構
造
を
も
つ
。

感
応
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
天
台
大
師
智
顎
は
法
華
玄
義
巻
六
上
に
詳
細
な
感
応
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

⑦

而
密
為
法
身
所
益
、
不
見
不
聞
而
覚
而
知
、
是
名
為
冥
益
也

と
、
冥
益
を
法
身
の
な
す
と
こ
ろ
と
な
し
、
感
応
の
基
底
に
法
身
を
お
い
て
い
る
。

冥
報
記
は
佛
教
説
話
集
で
あ
り
、
唐
臨
が
聞
き
あ
つ
め
た
具
体
的
な
話
の
収
録
で
あ
り
、
そ
の
収
録
に
は
目
的
と
方
向
と
を
も
っ
て

い
て
も
、
一
つ
の
論
理
大
系
を
う
ち
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
説
話
の
類
は
上
述
の
も
の
の
他
は
、
つ
ね
に
法
華
経
を

読
荊
し
て
い
た
女
が
船
の
難
破
を
の
が
れ
た
話
、
姑
に
不
孝
で
あ
っ
た
婦
人
が
現
に
罰
を
受
け
た
話
等
の
霊
験
・
応
報
謹
で
あ
る
。
そ

れ
ら
を
冥
報
と
し
て
う
け
と
め
た
こ
の
中
国
撰
述
の
書
物
は
、
日
本
霊
異
記
の
上
に
も
大
き
な
影
響
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

霊
異
記
序
に
は
、
冥
報
記
と
と
も
に
般
若
験
記
の
名
を
あ
げ
て
、
霊
異
記
製
作
の
機
縁
を
造
っ
た
も
の
の
一
に
か
ぞ
え
て
い
る
か
ら

霊
異
記
理
解
の
た
め
に
は
般
若
験
記
に
つ
い
て
一
応
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧

般
若
験
記
は
、
金
剛
般
若
集
験
記
を
さ
す
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
霊
異
記
の
説
話
に
は
こ
の
害
か
ら
引
用
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

三
般
若
験
記
に
つ
い
て

､
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と
い
い
、
四
句
の
偶

⑩

若
以
色
身
我
以
音
声
求
我
是
人
行
邪
道
不
能
見
如
来

は
、
受
持
の
功
徳
あ
る
も
の
と
し
て
く
り
か
え
し
と
か
れ
る
。
受
持
の
功
徳
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
経
に
は

聞
是
章
句
乃
至
一
念
生
浄
信
者
、
須
菩
提
、
如
来
悉
知
悉
見
是
諸
衆
生
得
如
是
無
量
福
徳
、
何
以
故
、
是
諸
衆
生
無
復
我
相
人
相

⑪

衆
生
相
寿
者
相
、
無
法
相
亦
無
非
法
相

と
あ
る
よ
う
に
、
無
量
福
徳
と
は
我
相
・
人
相
・
衆
生
相
・
寿
者
相
。
法
相
・
非
法
相
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る
空
無
取
得
の
法
を
得
る
が

故
に
い
わ
れ
る
こ
と
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
経
典
が
霊
験
あ
る
も
の
と
し
て
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
経
中
に
し
ば
し
ば
受
持
の
功
徳
が
説
か
れ
る
の
が
、
文
字
通
り
の
福
徳
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
と
、
般
若
経
典
そ
の
も

の
に
対
す
る
神
秘
的
な
信
仰
の
念
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

金
剛
般
若
集
験
記
で
は
、
そ
の
序
に
よ
る
と
、
般
若
は
猪
佛
の
智
母
、
至
道
の
精
微
で
あ
り
、
言
語
道
断
、
心
行
所
滅
の
と
こ
ろ
と

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
二
九

金
剛
般
若
集
験
記
は
唐
の
梓
州
司
馬
、
孟
献
忠
の
撰
（
開
元
六
年
撰
己
聖
に
な
る
も
の
で
、
霊
験
の
功
徳
著
し
い
経
典
と
し
て
、
僧

俗
の
間
に
、
さ
か
ん
に
読
誰
せ
ら
れ
た
金
剛
般
若
経
の
霊
験
認
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
萠
璃
の
金
剛
般
若
経
霊
験
記
、
郎
余
令
の
冥

報
拾
遺
記
等
か
ら
の
引
用
も
あ
わ
せ
て
収
録
し
て
い
る
。

金
川
般
若
経
は
般
若
心
経
と
と
も
に
、
僧
俗
の
間
に
信
仰
の
対
象
と
し
て
流
行
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
経
中
に
そ
の
受
持
の
功
徳
を

説
く
こ
と
は
し
き
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば

若
復
有
人
間
此
経
典
信
心
不
逆
其
福
勝
彼
、
何
況
書
写
受
持
読
諏
為
人
解
説
、
須
菩
提
、
以
要
言
之
、
是
経
有
不
可
思
議
不
可
称

⑨

量
無
辺
功
徳



今
者
取
其
霊
験
尤
著
異
跡
剋
彰
経
典
所
伝
耳
目
之
所
接
集
成
三
巻

と
、
金
剛
般
若
経
が
霊
験
記
と
な
っ
て
い
っ
た
経
緯
を
の
ゞ
へ
て
い
る
。

般
若
験
記
の
説
話
か
ら
は
、
そ
の
一
、
二
を
あ
げ
る
と
、
巻
上
第
三
条
の
宗
正
卿
書
弾
徳
玄
の
説
話
は
霊
異
記
中
巻
に
も
引
か
れ
る

が
、
徳
玄
は
自
分
を
追
っ
て
き
た
鬼
を
助
け
た
こ
と
か
ら
、
金
剛
般
若
経
を
話
す
れ
ば
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
教
え
ら
れ
た
。

鬼
は
こ
れ
を
教
え
た
た
め
に
王
鬼
か
ら
杖
を
受
け
る
が
、
徳
玄
は
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
冥
界
よ
り
戻
ら
さ
れ
た
。
鬼
は
徳
玄
の
他
の
厄

難
を
さ
け
る
た
め
に
、
道
士
を
し
て
上
章
せ
し
め
よ
と
い
っ
た
。
そ
し
て
官
禄
も
ま
た
鬼
の
い
う
よ
う
に
あ
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
第
四
条
の
説
話
は
、
広
平
源
殉
は
任
地
か
ら
の
帰
途
、
そ
の
娘
の
病
が
重
く
な
り
、
こ
の
悪
病
が
後
々
に
残
る
こ
と
を
恐
れ

て
水
中
に
棄
て
よ
う
と
し
た
が
、
娘
は
金
剛
般
若
経
を
読
調
す
る
こ
と
を
請
い
、
佛
堂
に
お
い
て
こ
れ
を
殉
夫
妻
た
ち
が
読
調
す
る
と

次
第
に
苦
し
み
が
と
り
除
か
れ
、
旬
日
な
ら
ず
し
て
も
と
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
他
、
般
若
験
記
の
説
話
は
、
金
剛
般
若
経

読
荊
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
累
罪
を
免
れ
た
話
、
盗
賊
の
難
を
の
が
れ
た
等
の
霊
験
讃
で
あ
る
。

霊
験
と
は
、
霊
異
な
る
効
験
の
意
で
、
佛
菩
薩
へ
の
祈
願
、
ま
た
は
経
典
の
受
持
読
調
等
に
よ
り
、
感
応
し
て
験
の
現
わ
れ
る
こ
と

い
う
。
こ
の
点
は
佛
教
一
般
の
理
解
の
方
式
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
は
更
に

惟
寂
惟
冥
感
而
遂
通
、
何
慮
何
思
誠
而
必
応
、
其
有
一
念
浄
信
四
偶
受
持
福
無
量
而
無
辺
広
大
、
俸
於
法
界
果
不
生
而
不
滅
究
寛

⑫

等
於
虚
空
、
故
能
使
修
羅
之
軍
尋
声
而
遠
遁
波
旬
之
騎
、
籍
響
而
旋
奔
・
…
：

と
い
う
。
そ
の
功
徳
は
不
生
不
滅
究
寛
に
し
て
虚
空
に
等
し
き
が
故
に
、
修
羅
の
軍
を
も
逃
げ
さ
せ
る
よ
う
に
広
大
無
辺
な
果
を
生
ず

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
展
開
す
る
。
教
理
は
一
般
化
す
る
と
き
に
い
つ
で
も
拡
大
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
般
若
験
記
序
で

も
、

二

二

○



冥
報
記
や
般
若
験
記
は
、
中
国
唐
代
の
人
が
、
佛
教
信
仰
に
関
す
る
口
碑
伝
説
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
中
国
的

な
信
仰
が
色
濃
く
盛
ら
れ
、
善
悪
の
因
果
応
報
思
想
と
と
も
に
、
感
応
霊
験
と
い
う
面
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
信
仰
受
容

の
態
度
が
、
日
本
に
流
伝
し
、
日
本
霊
異
記
の
形
成
と
性
格
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
霊
異
記
は
こ
れ
に
更
に
日
本
的
な
信
仰
や

観
念
を
、
つ
け
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
霊
異
記
を
考
え
る
と
き
に
は
～
も
う
一
つ
の
系
譜
が
あ
る
こ
と
を
注
意
す
等
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
害
が
中
国
で

撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
民
間
の
伝
説
口
碑
の
類
で
は
な
く
て
、
経
典
か
ら
具
体
的
な
説
話
類
を
抜
華
し
た
、
諸
経
要
集
の

類
で
あ
る
。
故
に
、
霊
異
記
は
イ
ン
ド
佛
教
の
説
話
の
類
の
系
肺
に
も
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
に
、
延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
が
蜥
槐
の
心
を
起
し
、
等
流
果
に
引
か
れ
る
が
故
に
、
愛
網
の
業
を
結
び

煩
悩
に
ま
つ
わ
ら
れ
て
、
俗
家
の
生
活
を
な
し
、
妻
子
を
蓄
え
養
う
物
も
な
き
自
ら
の
さ
ま
を
憂
え
て
寝
た
夜
の
夢
に
、
乞
食
の
一
沙

門
来
り
て
、
経
を
荊
し
教
化
し
、
書
巻
を
授
け
て
、
「
こ
の
書
を
写
し
取
れ
。
人
を
度
す
る
に
勝
れ
た
る
書
ぞ
」
と
い
う
の
を
み
れ
ば

諸
教
要
集
で
あ
っ
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
夜
の
こ
と
は
、
前
後
の
文
章
か
ら
察
し
て
も
お
そ
ら
く
は
す
で
に
僧
と
な
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
景
戒
に
と
っ
て
、
出
家
者
と
し
て
の
重
ね
て
の
発
心
の
と
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
半
僧
半
俗
の
私
度
僧
と
し

て
の
景
戒
が
、
僧
と
し
て
の
面
を
確
立
し
て
ゆ
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
景
戒
は
こ
の
と
き
諸
教
要
集
を
夢
に
授
か
っ
て
い
る
。

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
一
三
三

で
あ
る
。
般
若
験
記
は
明
ら
か
に
金
剛
般
若
経
受
持
に
よ
っ
て
、
空
平
等
の
場
に
霊
異
が
現
わ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
経
典

受
持
の
霊
験
感
応
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
霊
異
記
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

四
諸
経
要
集
に
つ
い
て



景
戒
は
の
ち
に
こ
れ
を
披
閲
し
、
佛
教
へ
の
具
眼
を
得
る
の
に
力
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
霊
異
記
に
は
、
正
統
的
な
佛
教
思
想
の

た
だ
、
諸
教
要
集
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
る
か
。
諸
教
要
集
と
い
う
の
は
経
録
に
も
そ
の
名
が
な
い
。
石
田
茂
作
博
士
の
「
奈
良
朝

⑬

現
在
一
切
経
疏
目
録
」
に
は
、
支
那
撰
述
部
中
、
二
八
二
九
・
諸
経
要
集
二
○
巻
（
唐
道
世
）
、
二
八
三
○
．
衆
経
要
集
四
巻
（
存
否
未

詳
）
、
二
八
三
一
・
衆
経
要
集
七
巻
（
存
否
未
詳
）
の
三
が
あ
る
の
が
こ
れ
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
何
れ
を
さ
す

⑭

か
明
ら
か
で
な
い
が
、
し
ば
ら
く
、
諸
経
要
集
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
書
は
唐
の
道
世
撰
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に

よ
る
と
、
膨
大
な
蔵
経
は
に
わ
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
顕
慶
年
中
（
爵
②
１
３
房
）
に
、
一
切
経
中
よ
り
自
分
の
主
観
に
よ
っ

て
、
要
を
逐
う
て
、
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
や
、
善
悪
の
業
報
に
関
す
る
も
の
－
千
を
録
出
し
た
と
い
う
。
こ
の
害
は
法
苑
珠

林
の
先
駆
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
道
俗
が
依
り
行
な
う
た
め
の
説
示
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
具
体
的
な
様
相
を
も
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
内
容
は
、
三
宝
部
・
敬
塔
部
・
摂
念
部
・
受
報
部
等
々
に
分
け
ら
れ
、
観
佛
三
昧
経
・
譽
職
経
・
普
曜
経
・
大
集
経
等
か
ら

そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
引
用
し
て
、
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
諸
経
要
集
で
は
そ
の
各
条
の
題
目
が
、
普
敬
述
意
縁
・
念
十
方
佛

縁
・
報
恩
縁
等
の
よ
う
に
、
「
縁
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
霊
異
記
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
縁
」
に
つ
い
て

は
シ
く
且
目
患
い
菌
冨
が
撰
集
百
縁
経
（
支
謙
訳
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
が
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
が
、
四
ぐ
自
習
四
に
つ
い
て
は
、
赤

⑮
カ
ル
マ
⑯

沼
教
授
は
、
む
し
ろ
臂
嶮
と
訳
す
の
が
よ
い
と
さ
れ
、
平
川
彰
博
士
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
「
業
の
物
語
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
前

⑰

田
恵
学
博
士
は
、
十
二
分
経
中
の
昌
哉
三
色
、
が
漢
訳
で
は
、
因
。
所
因
・
因
縁
・
縁
起
と
訳
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
十
二
分
経
中
の

目
３
国
Ｐ
が
、
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
聖
典
な
い
し
、
そ
の
一
部
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
し
て

⑱

い
ら
れ
る
の
は
、
諸
経
要
集
の
場
合
の
「
縁
」
を
考
え
る
上
に
参
考
に
な
る
点
で
あ
る
。
又
、
岩
本
裕
博
士
は
、
根
本
説
一
切
有
部
の

面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三

三

二



ぐ
目
昌
騨
の
漢
訳
で
、
特
定
の
戒
律
が
い
か
な
る
状
況
の
下
で
佛
陀
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
か
と
い
う
説
話
が
の
、
へ
ら
れ
て
い
る
場
合

「
縁
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
の
原
語
が
口
昼
目
抄
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
あ
る
こ
と
が
ら
の
直
接
、
間
接
の
原
因
を
意
味
す
る
場
合

の
昌
尉
口
凹
の
訳
語
と
し
て
は
、
「
因
縁
課
」
の
訳
語
を
用
い
て
い
ら
れ
る
。
又
、
ゆ
く
四
目
口
四
に
つ
い
て
は
、
こ
の
複
雑
な
内
容
を
も

っ
た
言
葉
は
、
後
代
に
は
因
縁
物
語
・
縁
起
物
語
・
佛
教
説
話
の
総
称
に
ま
で
展
開
し
た
と
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
前
田
博
士
は
ま
た

〕
．
い
ぜ
畠
①
烏
は
三
段
階
に
分
け
て
考
え
、
Ｆ
ｇ
ｐ
句
①
臼
は
五
義
を
考
え
た
の
を
は
じ
め
、
譽
嚥
の
意
味
を
強
調
さ
れ
た
日
本
の
学

者
を
あ
げ
て
、
ゆ
く
四
目
口
創
の
語
義
が
こ
の
よ
う
に
難
解
で
あ
る
の
は
、
四
ぐ
自
習
沙
が
豊
富
な
文
学
と
、
長
い
歴
史
を
有
し
、
そ
の
意

味
に
混
乱
を
生
じ
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
又
、
四
ぐ
自
習
砂
が
因
果
応
報
の
観
念
と
結
合
し
た
の
は
、
や
や
新
し
い
こ
と
と
思
わ
れ
る

と
の
、
へ
て
い
ら
れ
る
。
「
縁
」
と
い
う
漢
訳
に
は
↑
複
雑
な
内
容
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
所
説
か
ら
も
充
分
み
と
め
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
が
、
諸
経
要
集
の
「
縁
」
に
関
す
る
限
り
、
岩
本
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
目
目
国
凹
が
縁
と
訳
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
面
と
、
因
縁
物
語
や
佛
教
説
話
の
総
称
で
あ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
面
と
が
あ
る
。
又
、
前
田
博
士
の
い
わ
れ
る
如
く
、
昌
箇
口
四

が
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
聖
典
、
な
い
し
は
そ
の
一
部
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
近
い
面
が
あ
る
。

諸
経
要
集
は
「
縁
」
と
い
う
具
体
性
を
も
っ
た
聖
典
、
も
し
く
は
佛
教
説
話
の
集
合
で
あ
る
が
、
「
縁
」
と
い
う
語
を
諸
経
要
集
は

撰
集
百
縁
経
や
雑
宝
蔵
経
よ
り
か
り
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
霊
異
記
は
ま
た
、
各
々
の
説
話
を
「
縁
」
と
し
て
い
る
の
て
あ
る
が
、

⑲

そ
れ
は
中
国
撰
述
の
諸
経
要
集
に
よ
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
雑
宝
蔵
経
に
も
よ
っ
て
い
る
と
い
う
や
へ
き
で
あ
ろ
う
。

霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
に
い
う
諸
教
要
集
を
、
ま
ず
諸
経
要
集
に
あ
て
て
考
え
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
上
述
の
石
田
博
士
「
奈
良

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
三
三

五
衆
経
要
集
金
蔵
論
に
つ
い
て



朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」
に
、
衆
経
要
集
七
巻
（
存
否
未
詳
）
と
あ
る
の
を
、
一
応
考
え
て
み
た
い
。
興
福
寺
本
日
本
霊
異
記
は
上
巻

の
み
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
紙
背
に
金
蔵
要
集
諭
巻
六
の
写
し
が
あ
り
、
「
延
喜
四
年
五
月
十
九
日
午
時
許
写
已
畢
」
と
あ
る
。
こ

⑳

の
金
蔵
要
集
諭
は
、
衆
経
要
集
金
蔵
諭
と
い
わ
れ
、
又
、
金
蔵
経
と
も
よ
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
出
三
蔵
記
集
・
歴
代
三
宝
記
・
大
唐

内
典
録
・
開
元
釈
教
録
に
も
見
当
ら
ず
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
は
存
在
し
て
い

⑳

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
興
稲
寺
本
霊
異
記
紙
背
の
第
六
巻
の
他
に
は
↑
現
在
、
京
都
大
学
図
書
館
蔵
本
に
、
巻
一
・
巻
二
と
序
と
が
あ

あ
る
。
京
都
大
学
所
蔵
本
は
巻
二
の
終
に
別
筆
朱
書
で
、
「
長
承
三
年
甲
寅
正
月
四
日
一
見
了
法
隆
寺
□
口
為
令
法
久
住
利
益
人
天
」

と
あ
る
。
興
福
寺
本
の
延
喜
四
年
（
ｇ
ら
と
京
都
大
学
本
の
長
承
三
年
（
巨
置
）
と
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
ま
で
こ
の
害
が
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
石
田
博
士
目
録
の
、
存
否
未
詳
衆
経
要
集
と
は
こ
れ
を
さ
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
京
都
大
学
所
蔵

本
は
、
写
本
に
誤
字
多
く
判
読
に
苦
し
む
も
の
が
性
々
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
序
に
よ
っ
て
大
体
、
衆
経
要
集
金
蔵
諭
撰
述
の
経
緯
を

北
周
の
武
帝
宇
文
當
は
甲
午
の
年
命
且
）
、
悪
魔
の
為
に
誤
ま
ら
れ
、
狂
見
を
起
し
て
三
尊
を
傾
け
、
丁
酉
の
年
命
弓
）
、
北
斉
高
氏

を
減
し
、
更
に
三
宝
を
破
壊
し
た
。
こ
の
悪
業
は
ま
こ
と
に
魔
の
侶
と
い
う
べ
く
、
人
々
は
餓
飢
し
骨
肉
が
野
や
道
に
み
ち
る
さ
ま
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
大
徳
沙
門
、
記
論
師
な
る
も
の
あ
り
＄
名
を
河
隠
諭
師
と
改
め
て
世
を
か
く
れ
、
瀧
法
の
為
に
、
佛
教
の
教
門
の
豊

広
な
る
中
よ
り
摘
要
を
選
ん
で
七
巻
と
な
し
、
金
蔵
と
名
づ
け
た
。
こ
れ
は
衆
経
の
精
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
因
を
談
じ
行
を
語

り
、
句
々
分
明
に
委
ら
か
に
因
果
を
と
き
‐
善
悪
の
報
を
の
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
世
の
人
々
の
貧
窮
の
根
を
ぬ
く
金
鉾
で
あ
る
こ
と

等
を
記
し
て
い
る
。
更
に
序
に
は
つ
づ
け
て
「
余
羨
其
高
徳
…
：
」
と
あ
り
、
ま
た
「
都
合
今
有
九
巻
有
廿
四
章
有
百
九
十
二
条
」
と

あ
る
が
、
そ
の
前
後
の
文
字
が
判
読
し
に
く
く
、
こ
の
「
余
」
な
る
人
物
が
誰
で
あ
る
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
と
も
に
、
前

⑳

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

三

四



に
金
蔵
七
巻
と
あ
っ
た
の
と
、
こ
の
九
巻
と
の
関
係
も
今
は
即
断
で
き
な
い
。

こ
の
序
に
い
う
甲
午
の
年
（
望
ｅ
は
、
北
周
武
帝
の
第
一
回
の
排
佛
が
、
華
北
の
西
半
に
及
ん
だ
時
に
当
り
、
丁
酉
の
年
命
司
）
は
、

北
斉
を
併
せ
て
華
北
全
部
に
第
二
川
の
排
佛
が
及
ん
だ
年
に
当
る
。
そ
し
て
記
論
帥
な
る
人
が
世
を
か
く
れ
て
、
護
法
の
為
に
＄
一
切

経
よ
り
そ
の
精
を
集
め
、
後
々
に
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
武
帝
の
行
為
に
対
す
る
批
判
と
、
そ
の
行
為
の
因
果
応
報
を
力
説

し
よ
う
と
し
た
跡
が
み
ら
れ
る
。

衆
経
要
集
金
蔵
諭
に
つ
い
て
、
他
に
散
在
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
の
は
、
織
川
佛
教
大
辞
典
に
金
蔵
経
と
い
う
見
出
し
で
、
大
部

補
注
五
に
金
蔵
経
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
こ
と
、
義
疏
六
帖
中
に
引
用
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
現
在
は
流
伝
し
て
い
な
い
と
記
し
て

⑳

い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
部
補
注
五
は
宋
従
義
撰
の
法
華
経
三
大
部
補
注
巻
五
（
文
句
文
句
、
記
補
注
）
で
あ
る
が
、
「
有
口
失
縁
出
金

蔵
経
」
を
注
し
て
、
金
蔵
経
は
、
昔
、
宇
文
畠
が
釈
氏
に
残
酷
な
行
為
を
し
た
と
き
、
言
論
師
（
こ
こ
に
は
言
論
師
と
い
う
）
な
る
も
の

あ
り
、
衆
経
の
要
義
を
集
め
て
世
に
流
布
し
た
が
、
こ
れ
を
金
蔵
と
名
づ
け
た
こ
と
、
又
、
そ
の
中
か
ら
、
こ
こ
に
出
す
「
有
口
失
縁
」

は
（
雑
宝
蔵
経
巻
二
の
説
話
の
引
用
）
、
堀
賓
国
の
離
越
羅
漢
が
、
か
っ
て
山
中
に
独
り
坐
禅
せ
る
鮮
支
仏
を
謹
誘
し
た
因
縁
に
よ
っ

て
、
羅
漢
と
な
っ
て
種
友
の
誹
誘
を
う
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
蔵
諭
を
金
蔵
経
と
よ
ん
で
い
る
の
で

あ
っ
て
、
業
報
の
問
題
を
強
調
す
る
金
蔵
諭
の
性
格
の
一
端
を
し
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

更
に
、
義
楚
六
帖
に
は
巻
二
～
巻
十
五
、
巻
十
六
等
に
、
金
蔵
経
云
と
し
て
の
引
川
が
あ
る
。
何
れ
も
因
果
応
報
禅
で
あ
る
。

京
都
大
学
所
蔵
本
「
衆
経
要
集
金
蔵
諭
」
に
は
、
巻
一
に
邪
見
縁
・
迦
葉
為
僻
建
王
説
邪
見
過
悪
書
嶮
縁
・
須
達
家
老
脾
過
去
起
邪
見

得
悪
報
縁
等
の
十
条
、
巻
二
に
好
信
王
発
欲
鵬
佛
縁
。
国
王
夫
人
与
一
賢
者
共
造
寺
縁
・
為
国
王
身
治
梵
志
罪
縁
等
の
二
十
五
条
が
あ

る
（
以
下
は
欠
本
）
。
そ
の
内
容
の
二
、
三
を
略
説
す
る
と
、
巻
一
の
第
一
条
邪
見
縁
で
は
、
佛
経
に
説
く
が
如
し
で
始
ま
り
、
愚
療
の

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
三
五



人
は
因
果
を
識
ら
ず
、
妄
り
に
邪
見
を
起
し
、
三
宝
四
諦
な
く
、
無
も
な
く
悪
も
な
く
、
善
悪
の
業
報
な
く
、
今
世
も
後
世
も
な
し
と

そ
し
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
を
断
善
根
の
人
と
名
づ
け
る
。
而
し
て
決
定
し
て
阿
鼻
地
獄
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
大
略
で
あ
る
が

と
く
に
因
果
応
報
に
つ
い
て
力
説
し
て
い
る
。
第
二
条
の
迦
葉
為
蝉
建
王
説
邪
見
過
悪
譽
嶮
縁
は
、
僻
津
王
は
悪
邪
見
を
起
し
、
因
果

を
信
ぜ
ず
、
後
世
の
業
な
し
と
誘
っ
た
た
め
、
尊
者
鳩
摩
羅
迦
葉
は
種
々
の
譽
嶮
を
説
い
て
降
伏
せ
し
め
、
三
宝
に
帰
依
せ
し
め
た
。

⑳

王
は
ひ
ろ
く
布
施
を
行
じ
衆
僧
を
供
養
し
て
福
を
修
し
た
が
‐
命
終
の
の
ち
は
昔
の
邪
見
の
業
に
よ
り
、
四
天
王
小
栗
林
官
殿
中
に
生

れ
た
。
こ
の
因
縁
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
は
、
正
見
を
起
す
べ
き
で
邪
見
を
生
じ
て
は
い
け
な
い
。
後
に
自
ら
身
を
や
ぶ
り
悔
ゆ
と
も
及

⑮

ぱ
な
い
、
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
中
阿
含
経
略
要
と
本
文
の
あ
と
に
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
中
阿
含
経
脾
離
王
の
部
分
の
取
意

略
要
で
～
ま
た
説
話
の
結
末
を
因
果
応
報
を
強
調
す
る
も
の
に
創
作
し
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
巻
一
に
は
他
に
、
観
佛
三
味
経
。
菩
薩

本
行
経
・
薩
遮
尼
乾
子
経
・
増
一
阿
含
経
等
よ
り
説
話
を
略
要
し
て
引
用
し
た
も
の
が
あ
る
。
何
れ
も
因
果
応
報
を
強
調
し
、
悪
業
を

戒
し
め
悪
業
の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
述
の
序
に
い
う
記
諭
師
な
る
人
の
、
金
蔵
論
撰
述
の
意
図
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き

巻
二
に
は
、
優
填
王
造
牛
頭
栴
檀
像
縁
の
よ
う
に
如
来
像
を
造
っ
た
因
縁
證
（
増
一
阿
含
経
巻
十
九
よ
り
の
引
用
）
や
、
長
生
太
子
欲
報

⑳

父
怨
後
還
得
恩
縁
（
長
寿
王
経
よ
り
の
引
用
）
等
の
本
生
潭
を
と
も
な
う
説
話
が
あ
る
。
他
に
、
法
句
経
・
孟
閲
盆
経
等
よ
り
の
引
用
が

シ
め
る
。

衆
経
要
集
金
蔵
諭
に
つ
い
て
、
ご
く
あ
ら
ま
し
を
み
て
き
た
が
、
何
れ
も
具
体
的
な
説
話
が
収
録
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
「
縁
」
と
さ
れ

て
い
る
。
因
果
応
報
や
因
縁
諏
が
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
記
論
師
の
、
北
周
の
武
帝
の
悪
業
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
世
の

人
倉
へ
の
よ
き
教
訓
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
帝
は
そ
の
後
、
早
く
世
を
去
る
の
で
あ
る
。
現
在
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
の
吾

亀
ト
生
涯
「
ノ
。

垂
二
二
』
、

｜
ニ
ー
ニ
ー
ノ



が
、
日
本
で
は
少
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
は
流
伝
し
て
い
て
、
圭
一
童
〈
記
製
作
の
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
金
蔵
論
が
因
果

応
報
を
強
調
す
る
点
か
ら
、
一
二
一
童
〈
記
下
巻
第
三
十
八
に
い
う
諸
教
要
集
と
は
、
こ
の
衆
経
要
集
金
蔵
論
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も

な
い
。
道
世
撰
「
諸
経
要
集
」
二
十
巻
は
、
霊
異
記
に
記
載
す
る
「
こ
の
言
を
写
し
と
れ
」
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
大
部
で
あ
る
か
ら

と
い
う
考
え
も
一
応
は
な
り
、
た
つ
。
と
も
あ
れ
、
そ
れ
は
夢
の
話
な
の
で
あ
る
が
、
人
を
度
す
る
に
よ
き
害
と
し
て
、
衆
経
要
集
金
蔵

論
を
一
考
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
又
、
霊
異
記
の
記
載
が
、
多
岐
に
、
わ
た
る
点
か
ら
、
参
考
に
な
っ

た
と
い
う
点
で
諸
教
要
集
と
考
え
る
方
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
金
蔵
諭
の
よ
う
な
書
が
当
時
は
よ
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ａ
題
号
か
ら
み
た
特
色

日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
と
い
う
題
号
は
、
日
本
国
と
銘
打
っ
て
い
る
が
、
中
国
の
冥
報
記
や
般
若
験
記
に
対
し
て
、
と
く
に
日
本

国
と
な
づ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
冥
報
記
や
般
若
験
記
は
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
的
な
因
果
応
報
思
想
の
展
開
を
と
げ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
因
果
の
理
に
中
国
の
信
仰
が
加
わ
り
、
又
、
感
応
霊
験
と
い
う
面
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
は
そ
の
ま
ま
日
本
に
入
り
、
日
本
人
の
因
果
思
想
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
霊
異
記
の
上
に
も
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
日
本
の
因
果
応
報
記
を
作
ら
せ
る
力
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
霊
異
記
は
そ
う
し
た
点
か
ら
日

本
の
霊
異
記
と
特
に
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
巻
序
の
「
何
ぞ
唯
他
国
の
伝
録
に
慎
し
み
て
、
自
土
の
奇
事
を
信
け
恐
り
弗
ら

む
や
」
と
は
そ
れ
を
さ
し
て
い
る
。

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
三
七

六
霊
異
記
因
果
応
報
思
想
の
特
色



三
三
八

次
に
現
報
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
因
果
応
報
を
受
け
と
め
て
い
る
の
は
注
目
す
ゃ
へ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
報
の
中
の
現
報
で
あ

る
が
、
現
在
の
生
に
お
い
て
因
果
応
報
の
善
悪
と
状
態
を
問
題
に
し
、
現
実
を
中
心
に
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。
と
く
に
注
目
す

、
へ
き
こ
と
は
、
過
去
世
の
業
に
よ
る
現
在
の
報
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
少
く
て
、
現
世
に
お
け
る
業
が
現
世
に
お
い
て
報

⑳

を
も
た
ら
す
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
人
の
行
為
の
結
果
が
そ
の
人
に
つ
き
ま
と
う
と
は
、
宗
教
的
な
思
索
に
お

い
て
は
常
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
霊
異
記
も
ま
た
「
衆
善
奉
行
諸
悪
莫
作
」
の
線
に
そ
っ
て
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
善
悪

の
業
因
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
霊
異
記
は
現
実
的
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
現
実
的
な
考
え
方
は
、
奈
良
時
代
や

平
安
初
期
の
佛
教
の
特
色
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
日
本
人
の
思
想
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
尤
も
、
中
国
の
冥
報
記
や
般
若
験
記
で
も
、

現
報
と
意
識
し
て
銘
打
っ
て
は
い
な
い
が
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
の
因
果
思
想
も
そ
れ
ほ
ど
強
く
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
六
道
輪
廻

の
思
想
も
う
す
れ
て
い
る
。
現
世
の
人
間
と
、
死
し
て
の
ち
の
冥
府
の
裁
き
や
業
報
を
語
る
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ

る
冥
報
の
す
が
た
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
霊
異
記
は
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
展
開
し
て
、
現
報
を
表
面
に
打
出
し
て
き
て
い
る
。
も
っ
と
も

霊
異
記
に
も
、
俄
か
に
死
し
閻
羅
王
の
所
に
ゆ
き
蘇
っ
た
話
（
中
巻
第
十
九
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
「
心
経
を
憶
持
す
る
女
、

月
》
つ
つ

現
に
閻
羅
王
の
閥
が
至
り
、
奇
し
き
表
を
示
す
縁
」
と
い
う
題
名
の
よ
う
に
、
「
現
に
」
の
域
を
出
て
い
な
い
。
霊
異
記
の
因
果
応
報

⑳

は
、
現
世
孝
一
中
心
と
し
た
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
ね
て
注
意
し
た
い
。

更
に
現
報
の
善
悪
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
善
悪
の
業
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
現
報
の
、
善
悪
の
状
態
の
意
味
で
あ
る
。

等
流
果
と
下
巻
三
十
八
条
に
も
い
っ
て
い
る
。
因
果
の
理
を
深
く
信
じ
た
景
戒
は
、
現
実
の
あ
さ
ま
し
さ
と
、
そ
の
業
報
を
う
け
て
ゆ

く
す
が
た
を
み
と
っ
て
き
た
。
上
巻
序
に
は

つ
ら
つ
ら
ス

熟
世
の
人
を
澱
る
に
、
才
好
く
し
て
鄙
ナ
ル
行
あ
り
、
利
養
を
識
み
、
財
物
に
貧
る
こ
と
、
磁
石
の
鉄
山
を
挙
し
て
嘘
フ
ョ
リ
モ



過
ぎ
、
他
の
分
を
欲
ひ
、
己
が
物
を
惜
し
む
こ
と
、
流
頭
の
粟
の
粒
を
粉
き
て
糖
を
吸
ム
ョ
リ
モ
甚
だ
し

と
い
い
、
業
の
善
悪
に
よ
っ
て
現
に
報
を
う
け
験
を
得
る
こ
と
を

或
る
は
寺
の
物
に
貧
り
頓
に
生
ま
れ
て
債
を
償
ひ
、
或
は
法
僧
を
誹
り
て
現
身
に
災
を
被
り
、
或
る
は
道
を
殉
め
行
を
積
み
て
現

に
験
を
得
、
或
る
は
深
く
信
け
善
を
修
め
て
生
き
な
が
ら
祐
を
箔
る

と
、
因
果
の
理
は
お
そ
る
ゞ
へ
き
現
実
で
あ
る
こ
と
を
景
戒
は
う
け
と
め
て
い
る
。
故
に
善
は
な
す
雫
へ
き
で
あ
り
悪
は
な
す
、
へ
き
で
は
な

い
。
因
果
の
理
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
。
「
祈
〈
ク
〈
奇
記
を
覧
る
者
、
邪
を
却
け
、
正
に
入
り
、
諸
悪
作
す
こ
と
莫
く
、

諸
善
奉
行
せ
む
こ
と
を
」
と
上
巻
序
に
い
う
が
、
善
悪
の
行
為
へ
の
反
省
こ
そ
が
、
霊
異
記
製
作
の
中
核
の
動
機
で
あ
る
こ
と
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
霊
異
記
で
善
と
は
、
善
行
為
、
三
宝
へ
の
至
心
、
善
い
心
ば
せ
等
を
さ
し
て
い
る
。

次
に
現
報
の
善
悪
が
霊
異
で
あ
る
と
は
、
因
果
応
報
の
う
け
と
め
方
と
し
て
、
き
わ
め
て
特
色
あ
る
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
書
を
、

日
本
霊
異
記
ま
た
は
霊
異
記
と
称
す
る
こ
と
は
略
称
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
に
省
略
し
て
い
う
と
の
み
は
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ

の
書
の
特
色
と
し
て
、
霊
異
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
因
果
応
報
の
こ
と
は
佛
教
で
は
厳

然
た
る
事
実
と
し
て
み
と
め
、
そ
れ
が
不
可
思
議
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
佛
教
の
正
統
的
な
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
く
に
霊
異

と
い
い
表
わ
す
の
は
、
き
わ
め
て
特
色
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
で
も
、
た
と
え
ば
衆
経
要
集
金
蔵
論
の
ご
と
く
、
北
周
武
帝
の
排
佛

や
北
斉
を
滅
亡
さ
せ
た
殺
數
の
行
為
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
因
果
応
報
の
現
に
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
事
実
が
あ
っ
た
。
又
、

冥
報
記
に
は
、
因
果
応
報
謹
が
現
実
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
、
中
国
的
な
思
考
法
や
信
仰
が
混
在
し
た
一
つ
の
性
格
を
作
り
あ
げ
、

冥
々
な
る
中
に
行
な
わ
れ
る
業
報
と
し
て
、
天
帝
や
閻
羅
王
・
佛
菩
薩
・
三
宝
へ
の
感
応
が
う
ち
出
さ
れ
て
き
た
。
般
若
験
記
は
霊
験

證
で
あ
り
、
中
国
の
一
般
人
の
因
果
応
報
思
想
は
、
中
国
的
に
変
貌
し
た
と
い
え
る
。
日
本
霊
異
記
は
そ
れ
ら
を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
三
九



っ
た
。
し
か
し
霊
異
記
は
中
国
的
な
そ
れ
ら
に
更
に
別
の
要
素
を
附
加
し
て
い
っ
た
。
日
本
化
と
い
う
季
へ
き
で
あ
ろ
う
。
霊
異
記
に
は

め
づ
ら
し
る
し
め
づ
ら
し
る
し
め
づ
ら
し
る
し
め
づ
ら
し
る
し

異
し
き
表
、
奇
し
き
表
、
霊
し
き
表
、
奇
異
し
き
表
な
ど
と
い
う
こ
と
が
し
き
り
に
出
て
く
る
。
霊
異
と
は
「
め
づ
ら
し
い
こ
と
」
す

し
る
し

な
わ
ち
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
表
と
は
現
象
で
あ
る
。
現
象
を
重
く
み
て
い
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
上
巻
序
に
は

善
悪
の
報
は
影
の
形
に
随
ふ
が
如
く
、
苦
楽
の
響
〈
谷
の
音
に
応
ふ
る
が
如
し
。
見
聞
す
る
者
は
、
甫
ち
驚
き
怪
し
び
、
一
卓
の

間
を
忘
る
。
剛
槐
す
る
者
は
、
條
に
悸
き
腸
み
、
起
ち
避
る
頃
を
念
ぐ

と
、
形
影
相
随
い
、
こ
だ
ま
の
答
う
る
如
き
因
果
応
報
を
、
見
聞
す
る
も
の
は
驚
き
あ
や
し
み
、
こ
の
世
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
因
果
応
報
の
不
思
議
さ
と
、
そ
の
起
り
く
る
現
象
に
よ
っ
て
驚
き
あ
や
し
む
の
で
あ
る
。
因
果
の
理
の
不

思
議
さ
を
驚
く
こ
と
は
、
現
象
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
因
果
の
理
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
現
象
そ
の
も
の
を
問
題
に

し
て
い
る
こ
と
を
注
目
す
識
へ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
因
果
の
理
法
と
い
っ
て
も
、
事
実
の
認
識
か
ら
事
は
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
理
法

と
し
て
の
認
識
と
か
解
明
と
い
う
点
は
霊
異
記
に
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
。
中
国
の
冥
報
記
や
般
若
験
記
に
も
そ
の
傾
向

は
あ
っ
た
が
、
報
を
冥
報
と
し
て
と
ら
え
る
認
識
の
仕
方
は
あ
っ
た
し
、
冥
報
に
つ
い
て
の
考
察
も
あ
っ
た
。
霊
異
記
は
、
そ
れ
ら
の

影
響
下
に
育
ち
な
が
ら
、
現
在
や
現
象
の
重
視
と
い
う
点
で
そ
れ
ら
を
越
え
て
い
る
。
「
現
報
」
と
い
う
の
も
こ
れ
と
関
聯
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
霊
異
な
る
現
象
重
視
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
代
の
影
響
が
大
き
く
動
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
下
巻
第
三
十
八
は
「
災

と
善
と
の
表
相
先
づ
現
は
れ
て
、
後
に
其
の
災
と
善
と
の
答
を
被
る
縁
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
桓
武
帝
の
延
暦
三
年
十
一
月
八
日
の
夜

天
の
星
う
ご
き
續
紛
と
ま
が
い
と
び
移
っ
た
が
、
同
じ
月
の
十
一
日
に
、
天
皇
は
早
良
皇
太
子
と
長
岡
宮
に
移
ら
れ
た
。
天
の
星
の
飛

し
る
し

び
移
っ
た
の
は
宮
を
移
し
給
う
表
で
あ
る
。
次
の
年
の
秋
九
月
十
五
日
の
夜
、
ょ
も
す
が
ら
月
の
面
黒
く
、
光
消
え
失
せ
て
空
が
闇
か

つ
た
が
、
同
じ
月
二
十
三
日
夜
、
藤
原
種
継
が
長
岡
京
で
射
殺
さ
れ
た
。
月
の
光
の
失
せ
た
の
は
、
種
継
卿
が
死
に
失
せ
る
表
で
あ
る

三
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と
い
う
の
で
あ
る
。
又
、
天
下
に
事
の
起
る
と
き
は
、
人
々
の
間
に
そ
れ
に
関
わ
る
歌
が
流
行
す
る
と
か
を
あ
げ
て
い
る
。
又
、
こ
の

時
代
に
は
早
良
親
王
や
井
上
内
親
王
ら
の
事
件
が
次
々
と
あ
り
、
そ
の
怨
霊
が
宮
廷
人
を
悩
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は
そ
れ
ら
の
鎮
魂

の
た
め
に
御
霊
神
社
も
建
て
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
間
に
怨
霊
は
現
に
生
き
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
て
不
思
議
な
こ
と
、
あ
や

し
い
こ
と
が
、
現
実
感
を
も
っ
て
う
け
と
め
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
そ
の
感
性
の
上
に
因
果
応
報
は
、
霊
異
な
る
も

の
と
し
て
映
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
霊
異
記
中
に
は
上
巻
第
一
、
第
二
の
「
雷
を
捉
ふ
る
縁
」
、
「
孤
を
妻
と
し
て
子
を
生
ま

令
む
る
縁
」
の
、
奇
な
る
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
景
戒
の
頃
で
も
伝
説
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
ひ
ろ
い
意
味
で
霊
異
の
範
嶬

に
入
れ
る
顎
へ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

原
ね
み
れ
ば
、
夫
れ
内
経
外
害
の
、
日
本
に
伝
は
り
て
興
り
始
め
し
代
、
凡
そ
二
時
有
り
。
皆
百
済
の
国
よ
り
将
ち
来
る
。
軽
島

ア
メ
ノ
シ
ク
オ
サ

の
豊
明
の
宮
に
宇
御
メ
タ
マ
ヒ
シ
誉
田
の
天
皇
の
み
代
に
外
書
来
り
、
磯
城
島
の
金
刺
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
欽
明
天
皇

の
み
代
に
内
典
来
る
。
然
れ
ど
も
外
を
学
ぶ
る
者
は
佛
法
を
誇
り
、
内
を
読
む
者
は
外
典
を
軽
み
す
。
愚
擬
の
類
は
迷
執
を
懐
き
、

罪
福
を
信
を
信
け
匪
。
深
智
の
檮
〈
内
外
を
湖
て
、
因
果
を
信
け
恐
る

と
あ
る
の
に
注
意
し
た
い
。
外
書
す
な
わ
ち
論
語
等
の
儒
害
の
類
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
冥
報
記
の
序
を
連
想
さ
せ
る
。
冥
報
記
に
は

⑳

臨
矯
謂
儒
言
論
善
悪
之
報
甚
多
、
近
者
於
当
時
、
中
者
報
於
累
年
之
外
、
遠
者
報
於
子
孫
之
後

と
い
い
、
そ
の
種
々
の
実
例
を
あ
げ
て
い
る
。
積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
と
い
う
よ
う
に
‐
儒
教
に
お
け
る
因
果
応
報
で
あ
る
。
た
だ
し

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
四
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想
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以
外
の
要
素



ｃ
六
道
輪
廻
思
想
の
稀
薄

上
巻
第
二
十
一
「
慈
の
心
元
く
し
て
馬
に
重
き
駄
を
負
ほ
せ
て
、
現
に
悪
報
を
得
る
縁
」
に
は
、
六
道
四
生
は
、
わ
が
生
る
る
家
な

る
が
故
に
、
慈
悲
元
く
あ
る
可
か
ら
不
る
な
り
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
と
き
と
し
て
戒
し
め
と
し
て
六
道
輪
廻
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
＄
六
道
輪
廻
思
想
は
稀
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
下
巻
第
三
十
九
条
に
は
、
智
行
並
び
に
具
し
た
善
珠
禅
師
は
王
子
と
し
て
生

れ
、
大
徳
親
王
と
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
三
年
ば
か
り
世
に
あ
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
る
。
転
生
思
想
は
聖
徳
太
子
の
場
合
に
も
云

わ
れ
、
霊
異
記
に
も
牛
と
な
っ
た
話
も
あ
る
が
、
全
般
と
し
て
は
少
く
、
六
道
輪
廻
の
思
想
は
、
よ
ほ
ど
稀
薄
に
な
っ
て
き
た
よ
う
て

あ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
説
話
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
中
期
に
な
る
と
強
く
な
っ
て
く
る
の
は
、
種
為

そ
れ
は
、
つ
ね
に
現
世
に
お
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
過
去
世
も
来
世
も
な
い
。
現
実
的
で
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
霊
異
記
は
こ
れ
に
近

い
も
の
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

ミ
サ
ヲ

又
、
上
巻
第
十
三
「
女
人
、
風
声
の
行
を
好
み
、
仙
草
を
食
ひ
て
、
現
身
に
天
に
飛
ぶ
縁
」
は
、
ひ
と
と
な
り
の
正
し
い
婦
人
が
、

貧
し
く
て
子
は
多
か
っ
た
が
、
つ
ね
に
身
を
潔
め
、
つ
づ
れ
を
着
‐
家
を
浄
め
、
つ
ね
に
笑
み
を
ふ
く
み
～
菜
を
と
り
整
え
て
子
を
よ

び
端
坐
し
て
む
つ
み
～
敬
を
致
し
て
食
う
と
い
う
よ
う
な
事
を
、
身
心
の
業
と
し
～
そ
の
心
は
あ
た
か
も
天
上
の
人
の
よ
う
で
あ
っ
た

そ
れ
が
神
仙
に
感
応
し
て
、
春
の
野
に
菜
を
と
り
、
仙
草
を
食
べ
て
天
に
上
っ
た
。
佛
法
を
修
せ
ず
と
も
、
風
流
を
好
み
仙
薬
感
応
す

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
因
果
謹
に
は
神
仙
思
想
が
あ
る
と
み
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。

又
、
先
述
の
巻
三
十
八
の
表
相
と
答
の
話
は
、
天
変
地
異
等
を
因
と
し
、
現
実
に
起
っ
た
こ
と
を
果
と
す
る
も
の
で
、
一
般
俗
信
仰

が
加
わ
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
例
は
こ
の
他
に
も
あ
る
。

三

四
二



霊
異
記
の
問
題
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
考
察
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
、
因
果
応
報
思
想
の
そ
こ
に
至
っ
た

系
譜
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
冥
報
記
や
般
若
験
記
等
の
中
国
的
信
仰
を
伴
っ
た
書
と
、
諸
経
要
集
等
の
イ
ン
ド
佛
教
以
来
の
聖
典
や

説
話
の
系
譜
の
双
方
を
う
け
て
、
そ
の
上
に
日
本
的
な
も
の
を
つ
け
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
験
記
の
類
は
他
に
調
べ
ね
ば
な

ら
ず
、
法
苑
珠
林
・
経
律
異
相
等
を
も
詳
細
に
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
後
日
に
ま
ち
た
い
。

霊
異
記
の
因
果
応
報
思
想
は
後
世
の
日
本
人
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
又
、
説
話
文
学
に
お
い
て
も
、
今
昔
物
語
・
三
宝
絵

詞
・
本
朝
法
華
験
記
等
々
の
先
駆
と
な
る
。
し
か
し
、
今
昔
物
語
に
お
い
て
は
、
説
話
の
二
を
「
縁
」
を
も
っ
て
は
語
り
は
し
な
い
。

》
〕
，
〆
｝

そ
れ
は
「
語
」
と
な
る
。
「
縁
」
の
意
の
延
長
解
釈
で
あ
ろ
う
が
、
霊
異
記
は
、
や
は
り
中
国
の
諸
経
要
集
や
衆
経
要
集
金
蔵
諭
等
の

影
響
を
直
接
に
受
け
て
成
立
し
た
時
代
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想
三
四
三

ｄ
説
話
を
「
縁
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て

縁
に
つ
い
て
は
「
諸
経
要
集
」
の
項
で
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
霊
異
記
の
説
話
が
、
「
縁
」
で
示
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
諸
経

要
集
や
衆
経
要
集
金
蔵
論
、
蔵
宝
蔵
経
等
の
影
響
と
み
る
雲
へ
き
で
あ
り
、
イ
ン
ド
以
来
の
佛
教
説
話
文
学
の
系
譜
と
み
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
冥
報
記
や
般
若
験
記
等
の
霊
験
感
応
認
の
系
譜
で
は
な
い
。
霊
異
記
に
は
、
諸
経
典
よ
り
の
引
用
が
度
々
み
ら
れ
、
佛
教
経
典

の
系
肱
が
流
れ
て
い
る
。
冥
報
記
等
に
は
そ
れ
ら
は
な
い
。

の
原
因
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る

び

ｎ
Ｊ
一

牛
ｑ
」
奇
ｑ
／



⑲ ⑬⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑳⑨③⑦⑥⑤④③②①註

日
本
霊
異
記
の
テ
キ
ス
ト
は
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
依
用
し
た
。

大
正
蔵
五
一
巻
所
収
。

旧
唐
書
巻
八
十
五
、
列
伝
第
三
十
五
。

大
正
蔵
五
一
、
七
八
七
ｂ
Ｃ

靖
節
先
生
集
巻
二
。

陶
淵
明
詩
解
一
三
八
頁
。

大
正
蔵
三
三
、
七
四
八
ｂ
・

卍
続
二
乙
・
二
二
・
一
・

羅
什
訳
。
大
正
蔵
八
、
七
五
○
Ｃ
・

同
七
五
二
ａ
・

同
。

卍
続
二
乙
・
二
二
・
一
、
三
十
八
丁
右
。

「
写
経
よ
り
み
た
る
奈
良
佛
数
の
研
究
」
所
載
。

大
正
蔵
五
四
巻
所
収
。

国
訳
一
切
経
本
縁
部
五
、
撰
集
百
縁
経
解
題
。

日
本
佛
教
学
会
年
報
一
五
（
昭
和
二
五
）
所
収
、
「
大
智
度
論
に
お
け
る
阿
波
陀
那
に
つ
い
て
」
。

原
始
佛
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
、
四
○
四
頁
以
下
。

佛
教
説
話
、
三
二
頁
以
下
。

雑
宝
蔵
経
（
大
正
蔵
四
巻
）
は
、
霊
異
記
研
究
に
留
意
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
四
四



⑳
「
複
製
本
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
興
福
寺
本
」
記
載
の
大
屋
徳
城
博
士
指
示
に
よ
る
。

⑳
京
大
・
蔵
二
四
・
シ
四
四
。

⑳
衆
経
要
集
金
蔵
論
の
読
解
に
は
野
上
俊
静
博
士
の
御
教
示
を
頂
い
た
。

⑳
卍
統
一
・
四
四
・
四
五
丁
左
。

④
中
阿
含
経
に
は
梢
と
あ
り
。

⑮
大
正
蔵
一
、
五
三
二
ｂ
。

⑳
大
正
蔵
三
、
三
八
六
ａ
ｌ
。

＠
諺
に
《
《
ｚ
ｏ
“
四
○
蕨
ｍ
ｐ
ｃ
用
印
昌
く
①
』
号
ご
と
い
う
の
が
あ
る
。
罷
巨
配
ｃ
巨
侭
里
（
扇
紹
ｌ
岳
囲
）
の
同
名
の
作
品
の
題
は
こ
の
諺
に
よ
る
。

⑳
大
正
蔵
五
一
、
七
八
七
Ｃ
・

⑳
蔵
宝
蔵
経
巻
第
四
（
大
正
蔵
四
、
四
六
六
ｃ
以
下
）
に
は
長
者
子
客
作
設
会
獲
現
報
縁
等
の
現
報
縁
あ
り
、
霊
異
記
と
の
関
連
上
、
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
霊
異
記
に
お
け
る
因
果
応
報
思
想

三

四
五


