
『霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

寺

川

真

知

夫

は

じ

め

に

『
霊
異
記
』
中
巻
第

八
縁

と
第
十

二
縁

の
二
話

は
と
も

に
蟹
報
恩
譚

で
、

神
婚
譚

の
流
れ

に
立

ち
、
き
わ

め
て
近

い
類
話

と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た

二
話

に
は
奈
良
時
代
前
半

に
多
様
な
社
会
事
業

を
通

じ
て
仏
教

の
教
化
活

動

を
行

っ
た
行
基

〈
彼

は
編
者
景
戒
が
最
も
敬
愛

し
た
僧

で
あ

る
〉
が
登

場
す

惹
。

か
か
る
諸
点

へ
の
関

心
か
ら

『
霊
異
記
』

で
は
道
場
法
師
譚
な

ど
と
と
も

に
多
く

の
研
究
が
重
ね
ら
れ

て
お
り
、

問
題
点
も

明
ら

か
に
さ

れ

て
き

て

い
る
。
主

な
点

を
整

理
す

れ
ぼ
、
類
話

の
問
題
、
昔
話

と
の
あ

る
い
は
二
話
相
互

の
先
後
関
係

の
問
題
な

ど
が
あ

る
。

し
か
し
二
話

に
お

い
て
は
何

よ
り
も
仏
教

と
の
関
係
が
重
要

で
あ

る
。
私
見

で
は
と
も

に
仏

教
的
理
念

に
も

と
つ

い
て
形
成

さ
れ

た
説
話

に
他

な
ら
な

い
が
、
第
十

二

縁

は
仏
教

の
儀
式

と
し

て
の
放
生
会

に
か
か
わ

っ
て
民
間
に
流
布

し
た
説

話

と
し
て
注
目
す

べ
き

で
あ
る

と
考
え
る
。
ま
た
類
話

と
は

い
え
景
戒
が

『
霊
異
記
』
中

で
二
話
に
与
え
た
意
味
に
ず
れ

の
あ
る

こ
と

に
も
注
意
が

必
要

で
あ

る
。
そ

こ
で
従
来
注
目
さ
れ

て
き

た
問
題
点

に
加
え

て
こ
れ
ら

諸
点

に
も
言
及

し
た

い
。

(
一
)

類
話
の
問
題

『
霊
異
記
』

の
類
話

に

つ
い
て
は
黒
沢
幸

三
氏
が
総
合
的
に
考
察
さ
れ

て
い
る

(「
『
霊
異
記
』

に

お

け

る

類
話

の
考
察
」

「
同
志
社
国
文
学
」

五

・
六
合
併
号

昭
和

四
六
年

三
月
、

『
日
本
古
代
伝
承
文
学

の
研
究
』

所
収
)
。
黒
沢
氏

は
類
話
を
説
話

の
口
承
性

・
古
代
性
を
示
す
も

の
と
し
、

景
戒

は
私
度
僧
活
動

の
な

か
で
採
話
し
た
類
話
を
大
和
か
ら
地
方

へ
と

い

う
伝
播

の

ル
ー
ト
に
従

っ
て
序
列
化
し
、
適
宜

の
時
代
設
定
を
行

な

っ
て

『霊
異
記
』

に
収

め
た

と
み
、

こ
れ
ら
も

こ
の
基
本
的
態
度
に
よ

っ
て
取

一



『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

り
扱

わ
れ

て

い
る
と
説

か
れ

た
。
類
話

は
仏
教
説
話

の
ば
あ

い
、

た
と
え

ぼ
教
化
僧

〈
伝

承
者
〉
が
説
教
な

ど
に
利

用
し
、
複
数

の
地

に
定
着

し
て

独
自

の
展
開
を
遂
げ
る
ば
あ

い
や
、
複
数

の
教

化
僧
が
意
味
付

け
や
重
点

の
置
き
方
を
変
え
た
り
、
よ
り
完

成
さ
れ

た
話

を
め
ざ

し
て
聞
き
手

の
反

応
を
う
か
が

い
つ
つ
構
成
や
表
現
を
整

備
す
る
ば

あ

い
な

ど
に
成

立
し
て

く

る
か
ら
、
時
間
的
空
間
的
に
広
く
流
布
す
る
説
話
に
お

い
て
は
必
然

の

こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
と
は
書
承
に

の
ぼ
あ

い
に
も

い
え
る
。
し
た
が

っ
て

口
承
性
は
と
も
か
く
古
代
性
を
示
す
と
は

い
い
き
れ
な

い
。
問
題
は

『
霊

異
記
』
中
に
類
話
が
何
故
収
め
ら
れ
た
か
に
あ
る
。

こ
れ
は
黒
沢
氏

の
言

及

さ
れ
た

と
お
り
景
戒

の
意
図

に
か
か
わ
る
。
し
か
し
そ

の
意
図

の
理
解

は
、
類
話

の
中
央
か
ら
地
方

へ
の
伝
播

の
道
筋
に
従

っ
た
序
列
化
と
説
く

だ

け
で
は
不
十
分

で
あ
る
。

拙
稿

で
触
れ
た

こ
と
が
あ
る
が
、

一
般
的

に
い
え
ば
景
戒
が
狭
義
広
義

の
類
話

〈
主
題

・
話
型

・
モ
チ
ー
フ
の
類
似
す
る
も

の
〉
を
類
纂

に
よ
ら

ず

に
配
列

し
た

の
は
、
因
果
や
仏
菩
薩
経
典
等

の
霊
験

の
具
現
さ
ら
に
は

動
物

の
報
恩
な
ど
、
奇
異
な
出
来
事
も
特
異
な

一
回
的
現
象
な

の
で
は
な

く
、
同

一
の
条
件
が
整
う

と
き
、
時
間

・
空
間
を
超
え

て
い
ず
れ

の
地
域

い
ず
れ

の
時
代

で
あ
れ
、
生
起

し

つ
づ
け
る
は
ず

の
事
柄

で
あ
る

こ
と
、

当
然
そ

の
事
実

の
具
現
を
説
く
理
も
理
を
明
ら
か
に
す
る
仏

の
教
え
も
ま

二

た
真

実

で
あ
る
と
事
実
に
即
し
て
自
ら
確

認
す

る
と
と
も

に
本
書

を
読
む

者
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る

意
図

に
基

づ

い
て
い
た

(「
序
文

.
文
体

.

説
話
配
列
よ
り
見
た
る

『
日
本
霊

異
記
』

の
性
格
」

「
水
門
」
第
十

一
号

昭
和
五
三
年

八
月
)
。

し
た
が

っ
て
類
纂

さ
れ
ず
、

歴
史
的
配
列

の
な

か

に
繰
り
込
ま
れ
た
類
話

の
あ

り

よ

う

は
、
根
強
く
残

っ
て
い
る

『
霊
異

記
』
説
教
台
本
説

の
問
題
を
浮
び

上
が

ら
せ
て

い
る
。
説
教
台
本

な
ら
ば

基
本
的
話
型

の
提
示

で
十
分

で
あ
り
、
バ

リ

エ
イ

シ

ョ
ン
の
提

示
も
利

用

も
類
纂

の
方
が
は
る
か
に
都
合
が
よ

い
。
そ

の
利
用

の
便
利

さ
を
無
視

し

て
こ
れ
ら

二
話
も
間
に
三
話
を
隔

て
て
配
し
た
本
書

は
説
教
台
本

た
る
こ

と
を

一
義
的
に
は
求
め

て
い
な

い
。
歴
史
的
配
列
を
選

ん
だ
編
纂

の
第

一

の
目
的
は
む
し
ろ
仏
教
霊
異
史
を
編
む

こ
と
に
あ

っ
た
と
お
も
わ

れ
る
。

い
さ
さ
か
脇

に
そ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
二
話
は

『
霊

異
記

』

の
類

話

の
な

か

で
も
き
わ
め

て
類
似
度

の
高

い
話
で
あ
る
β
も

ち
ろ
ん
、
舞
台

や
登
場

人
物

は
異
な
る
し
、
構
成
に
も
相
違
は
あ
る
か
ら

二
話

の
概
要

を
確
認
す

る
た
め
に
、
先
ず

二
話

の
構
成
を
簡
潔

に
比
較

し
て
示
し
て
見

よ
う
。

《
第

八
縁
》

《
第
十

二
縁
》

A

奈
良

の
京

の
置
染
臣
鯛
女

の

a

山
背
国
紀
伊

郡

の
女
人

の
紹

紹
介

介

B

鯛
女
は
蛇
に
妻
に
な
る

こ
と

b

女
人
は
蛇
に
妻
に
な
る

こ
と



を
約
し

て
蝦
を
放
た
せ
る

を
約
し

て
蝦
を
放
た
せ
る

C

〈
無

し
>

c

父
母
は
娘

の
話
を
聞
き

嘆
く

D

約
束

の
日
蛇
が
訪
れ
る

d

〈
無
し
>

E

鯛
女

は
恐
れ
行
基
を
訪
ね
戒

e

行
基
に
報
告
し
、
教
え
を
受

を
受

け
る

け
る

F

蟹

を
持

つ
老
人

に
会

い
蟹
を

f

村
童

の
食

べ
よ
う
と
す
る
蟹

得

て
行
基

の
呪
願
を
受
け

て
放

を
買

い
義
禅
師
に
呪
願
さ

せ
て

生
す

る

放
生
す
る

G

蛇
が

再
び
訪
れ

る
が
、
蟹
が

9

蛇
が
訪
れ
る
が
、
蟹
が
退
治

退
治
す

る

す

る

H

教
誠
注
文

く
報
恩

と
受
戒

の

h

教
誠
注
文

〈
報
恩
す

べ
き

こ

力
〉

と
>

1

老
人

が
聖

の
化

で
あ

る
こ
と

i

山
背
国

で
山
川

の
蟹
を
放
生

を
明
か
す

す

る
習
俗

が
生
れ

た

以
上
、

一
部

の
プ

ロ
ッ
ト
の
入
れ
替
え

や
登

場
人
物

の
相
違

は
あ

る
が

き
わ

め
て
近

い
関

係
に
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。

さ
ら

に
表
現

に
目
を
向

け

て
み
る
と
、

こ
の
こ
と
は

一
層

明
確

に
な

る
。

そ

の
例
と
し
て
B
b
の
プ

ロ
ッ
ト
を
取
り
上
げ

て
み
る
と
、

第
八
縁

B

へ入
山
採
菜

見
之
大
蛇

飲
乎
大
蝦

樊

蛇
日

『霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚
の
考
察

第
十
二
縁
b

!然
後
入
山

見
之
大
蛇

飲
乎
大
蝦

誂
大
蛇
言

是
免
我

な
し

不
免
猶
飲

亦
誂
之
日

(是
蝦
免
我

(中
略
)

不
聴
猶
飲

又
語
蛇
言

な
し

我
作
汝
妻

故
幸
免
吾

大
蛇
聞
之

(替
此
蝦

以
吾
為
妻

故
乞
免
我

蛇
乃
聴
之

高
捧
頭

而
瞻
女
面

吐
蝦
而
放

女
期
蛇
日

(高
捧
頭
頸

以
瞻
女
面

吐
蝦
而
放

女
期
蛇
言

而
今
日
経

七
日
而
来

(自
今

日
経

七

日
而
来

と

い
う
対
応
が
認

め
ら
れ

る
。

こ
こ
に
認

め
ら
れ

る
こ
の
類
似
表
現

の
微

妙
な
相
違

は
景
戒
自
ら
整
備

し
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。

二
話

の

所
収

に
は
彼

の
意
志
が
強
く
働

い
た
と
み
て
よ
く
、
彼

の
手

は
類
似
表
現

の
整
備
だ

け
で
な

く
、
構
成
な

ど
に
も
及

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ

の
問
題
は
構

成
そ

の
も

の
の
相
違
点

の
内

に
隠

さ
れ

て
い
る
。
彼

は
表
現

ま

で
近
似
す
る
類

話
で
は
あ

る
け
れ

ど
も
、

二
話

に
同
じ
意
義
を
担
わ

せ

る

つ
も
り

の
な
か

っ
た

こ
と
は
確

か
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
を
象
徴
的

に
示
す

の
は
題

で
あ
る
。
景
戒
が
付

し
た
題

は
、

「
贖
蟹
蝦
命
放
生

得

現
報
縁
第

八
」
と

「
贖
蟹

蝦
命
放
生

現
報
蟹
所

助
縁
第
十

二
」

で
あ

る
。
蟹
蝦

の
命
を
贖

っ
て
放
生
す
る
行
為

の
表

現
は

三



『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

同
じ
な
が
ら
、

こ
れ
を
因
と
す
る
果

の
部

分

の
表
現

は
異
な

る
。
後
者

で

は
蟹

の
報
恩
に
よ
る
危

機
救
済
が

強
調
さ
れ

て
い
る
。
題

に
は
出
雲
路
修

氏

の
言
わ
れ
る
幹
説
話
と
枝

説
話

の
題

の
型

の
問
題
が
潜
む

(「
《
日
本
国

現
報
善
悪

霊
異
記
》

の
編
纂

意
識
」

「
国
語
国
文
」
第

四
二
巻

一
・
二
号

昭
和

四
八
年

一
・
二
月
、

『
説
話
集

の
世
界
』
所
収
)
。

題

の
型
に

よ

っ
て
二
話

を
論
じ
れ
ば
所
収
時
期

の
差
、
す
な
わ
ち
第

八
縁
が
原

『
霊
異

記
』

に
収

め
ら
れ
、
後

に
第
十

二
縁
が
補
わ
れ
た

と
の
説
明
が
可
能

で
あ

る
。

ま
た
題

の
表
現
も

そ

の
枠
内

で
の
工
夫

と
い
え

る
が
、
第

八
縁

の
類

話

で
あ

る
第
十

二
縁

を
採
話

し
、
第

八
縁

の
題

と
重
ね

つ
つ
な
お

「
蟹
所

助
」

の
表
現

を
付
加

し
た

の
は
、
景
戒
な
り

の
本
話

の
読
み
が
あ

っ
て
の

こ
と
で
あ

る
。
題

の
表
現

に
こ
だ
わ

る
と
き
、
説
話

の
内
容

の
相
違
を
も

視
野

に
入
れ

つ
つ
考
察
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る

こ
と
、

い
う
ま

で
も
な

か
ろ
う
。

二

昔
話
お
よ
び
二
話
の
先
後
関
係

蟹
報
恩
譚

二
話
と
昔
話
と

の
関
係
も
単
純

な
問
題
で
は
な

い
。

二
話
が

昔
話

の
蟹
報
恩
型
蛇
聟
入
譚

あ
る

い
は
蛙
報

恩
型
蛇
聟

入
譚

と
共
通

の
話

素

を
持

つ
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ

て

い
る
。

こ
う

し
た
事
情
も
あ

っ
て
昔
話

が

こ
れ
ら
に
先
行
す
る
と

の
説

が
定
説
化

し

つ
つ
あ

る
。

『
霊
異
記
』
所

四

収

の
仏
教
説
話
に
か
ぎ
ら
ず
、
説
話

の
伝
承
は
伝
承
者
が
説
話

・
伝
説

・

民
話
な
ど
に
伝
承

の
意
味
を
認
め
た
と
き
な
さ
れ
、
既
存

の
伝
承

の
構

造

や

モ
チ

ー
フ
を
換
骨
奪
胎
し

つ
つ
新
た
な
意
味
を
付
加
し
て
伝
え
る

こ
と

も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
類
似

の
昔
話
が
あ
る
な
ら
ば

こ
れ
を
利
用
し
た
と

考
え
る

こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

『
霊
異
記
』
中
巻
第
八
縁

・
第

十

二
縁
と
民
話
と

の
関
係

を
は
や
く
認

め
た
説
に
は
山
根
賢
吉
氏

の

「
蟹

報
恩
譚

の
展
開
」

(「
国
語

と
教
育
」

二

号

昭
和
四

二
年

二
月
)
が
あ
り
、
第
八
縁
が
民
話
に
近
く
、
第
十

二
縁

に
先
行
す
る
と
さ
れ
た
。
そ

の
後

こ
れ
ら

の
成

立
に
詳
細
な
検
討

を
加
え

ら
れ
た
守

屋
俊
彦
氏
は
、
山
根
氏

の
説
を
承
け
て
概
略

「
景
戒

は
当
時
行

な
わ
れ

て
い
た
動
物

報
恩
譚

の
な

か
で
も

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
な
蟹
報
恩
譚
を
取

り
上
げ
、
仏

教

の
放
生
と
報
恩

の
テ
ー

マ
を
加
え

て
説
話
を
形
成

し
た
。

そ

の
際
彼

は
敬
愛
す

る
行
基

の
教
え

に
よ
る
救
済

の
モ
チ
ー
フ
を
挿
入
す

る
た
め
に
蝦
報
恩
譚

の
報
恩
部
分
を
削

っ
て
加
え
、

こ
れ
と

の
関
連

で
蛇

神

と
巫
女

の
神
婚

の
モ
チ
ー
フ
を
も
挿
入

し
て
、
現
に
み
る
中
巻
第
八
縁

や
第
十

二
縁
を
形
成
し
た
。
た
だ
、
後
者
は
行
基

で
統

一
さ
れ
ず
、
義
禅

師
が
登
場

し
て
い
る
よ
う
に
未
完

の
様
相
が
み
ら
れ
る
。
な
お
中
巻
第
八

縁

の
鯛
女
が
初
淫
犯
さ
ず
と
さ
れ
る

の
も
、
第
十

二
縁

の
女
人
が
蛇
に
神

と
し
て
祭
ろ
う
と

い
う

の
も
共
に
彼
女
等

の
前
身
が
巫
女

で
あ

っ
た
こ
と



を
示
す
」

(「
日
本
霊
異
記
小
考

三
1
中

巻
第

八
縁
1
」
「
神
道
学
」
第

六
八
号

昭
和
四
六
年

二
月

、

『
日
本
霊

異
記

の
研
究
』
所
収
)

と
い

っ

た
旨
、
述

べ
ら
れ
た
。
守
屋
氏
も

こ
れ
ら

の
基

盤
に
昔

話
が
存
在
す

る
こ

と
を
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
駒
木
敏

氏
も

「
素

材
と
し
て
は

民
話
的

モ
チ
ー
フ
を
用

い
な
が
ら
、
そ
れ
を
独
自

の
モ
チ

ー
フ

〈
仏
教
的

報
恩
〉

に
作
り
か
え
、
女
人
と
行
基
と
を
軸
と
す
る
新
た
な
話
型
を
作
り

測

げ
て

い
る
」

(
「
霊
異
記
説
話

の
性
格
-
民
話
性
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
「
同

志
社
国
文
学
」
第
九
号

昭
和

四
八
年

二
月
、

『
古
代
文
学
と
民
話

の
方

法
』
所
収
)

と
の
説

で
あ
り
、
飯
沼
千
鶴
子
氏
も

「
中
巻
十

二
縁

の
方
が

民
話

と
近

く
、

八
縁

は
行
基
説
話

と
し
て
整
備
さ
れ
た
も

の
」
(
「
蟹
満
寺

縁

起

〈
中

12
>
」
『
日
本
霊
異
記
』
昭
和

五
二
年

一
二
月
)

と
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ

ら

の
研
究

に
お

い
て
は
、

二
話

の
基
盤

に
蟹
報
恩

・
蝦
報
恩

の
昔

話
が
存

在
し
て
お
り
、

そ

の
昔
話

を
利

用
し
て
仏
教
説
話
が
形
成
さ
れ
、

行

基
説
話
に
改

変
さ
れ
た
と
説

か
れ
る
が
、

二
話

の
先
後
関
係

に

つ
い
て

は
見
解
が
別
れ
、
第

十

二
縁

の
方

が
民
話
に
近
く
先
と
す

る
説

と
、
第

八

縁
が
第
十

二
縁
に
先
行
し
た
と

の
説
に
別
れ
る
。

黒
沢
幸

三
氏

は

「
蟹
満

寺
縁
起

の
源
流
と
そ

の
成
立
」

」
(「
国
語
と
国
文

学
」
昭
和

四
三
年
九
月
、

『
日
本
古
代
伝
承
文
学

の
研
究
』
所
収
)
に
お

い
て
、

『
霊
異

記
』

以
前

の
動
物
を
助
け
る
説
話
は
報
恩

の
モ
チ
ー

フ
を
も
た
な

い
こ
と
を
指
摘

し
、

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

中
巻
八
縁
成
立
に
よ

っ
て
説
話
に
お
け
る
蟹
報
恩
譚

の
展
開
が
始

ま
り
、

そ

の
伝
播
さ
れ
た
話
が
第
十

二
縁

で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
黒
沢
氏

も
昔
話
と

の
関
係
は
み
と
め
、
民
話
が

こ
れ
ら
に
先
行
し
た
と

の
見
解
も

示
し

て
お
ら
れ
る

(
前
掲

「
『
霊
異
記
』
に
お
け
る
類

話

の
考
察
」
)
。

先

の
論

で
黒
沢
氏
が
注
意
さ
れ
た
と
お
り

『
法
華

験
記
』

の
蟹

満
寺
縁

起

に
は
す

で
に
蛙
を
放
生
す
る
父
親
が
登
場
し
、
昔
話
的
な

モ
チ

ー
フ
を

も

っ
て
い
て
民
間

に
流
布

し
た
蟹
報
恩
譚
を
採
話
し
た

こ
と
を
想
定
さ
せ

る
に
十
分

で
あ

る
。

し
か

し
蟹
満
寺

〈
紙
幡
寺
〉

の
縁
起
は
、
蟹

の
放
生

の
功
徳

と
い
う
仏
教
的

テ
ー

マ
に
よ

っ
て
仏
教
儀
式
と
し

て
の
放
生
会
と

対
応

さ
せ
な
が
ら
仏
教

の
形
成

し
た
説
話

の
モ
チ
ー
フ
を
用

い
、
行
基
集

団
に
よ

っ
て
南

山
城

に
流
布

さ
れ

た
伝

承
と
み
な
す

べ
き
も

の

で

あ

る

(
中
里
隆
憲

「
蟹
満

寺
説
話

と
南

山
城
」

『
日
本
霊
異
記

の
世
界
』
昭
和

五
七
年

六
月
)
。

こ
れ
は
は
や
く

『
霊
異
記

』

に
も
採
話

さ
れ

た
が
、

他
"

方

で
は
蟹
満
寺
縁
起
と
し
て
取

り

こ
ま
れ
、

こ

の
寺
に
お
け
る
説
教

〈
絵

解
的
な
も

の
も
想
定

で
き
る
か
も
し
れ
な

い
〉

の
素
材

と
し
て
扱
わ
れ
、

平
安
時
代
に
は

い

っ
て
か
ら

『
法
華
験
記
』
に
取

り
あ
げ

ら
れ

た

の
で
あ

る
。
蟹
報
恩
説
話
は
仏
教
儀
式
と
し

て
の
放
生
会

の
縁
起
と
し
て
す

で
に

昔
話
化

し

つ
つ
あ

っ
た
が
、
蟹
報
恩

の
昔
話

の
成
立
が

『
霊
異
記
』

の
二

話

の
ご
と
き
説
話

に
先
行
し
た
と
か
、
あ
る

い
は
仏
教
的
報
恩
譚
と
し

て

五



『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

で
は
な
く
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
疑

問
で
あ

る
。
昔
話

と
こ
れ
ら

二

説
話
と

の
先
後
関

係
に

つ
い
て
私
見

を
述

べ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
が
昔
話

に
先
行

し
、
第

十
二
縁

の
ご
と
き
伝

承
が
説
話

と
し
て
は
第

八
縁

の
よ
う

に
整

備
さ
れ

、
他
方

で
は
昔
話
化

し
て
い

っ
た

と
し
た

い
。

も

ち
ろ
ん
昔
話

は
古
代

に
も
存
在

し
た

こ
と
は
認

め
て
よ
い
か
ら
、

一

般
論

と
し
て
は
二
話

に
先
行
す

る
昔
話

を
想
定
す

る
こ
と
は
不
可
能

で
は

な

い
。
問
題

は
仏
教

と
の
関
係

を
暗

示
す

る
報
恩

の
モ
チ
ー
フ
が
仏
教
受

容

以
前

の
古
代

日
本

の
昔
話

に
存
在

し
え
た
か

ど
う
か

で
あ
る
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
昔
話

に

つ
い
て
い
え
ば

ア
ー
ル
ネ

ー
や
ト

ン
プ

ソ
ン
が

指
摘

し
た
よ
う

に
動
物
報
恩
は
存
在
す
る

〈
A

T
5
5
4
>
か
ら
、
仏
教

と
無
縁

の
と
こ
ろ

で
も
報
恩
譚
、

ひ
い
て
は
蟹
報
恩
譚
は
成
立
し
え
た
。

動
物
報
恩

の
テ
ー

マ
は
昔
話
に
お

い
て
は
汎
世
界
的

で
あ
り
え
る
。
た
と

え
ば
、
動
物
同
志
な
が
ら
古
代
ギ
リ

シ
ャ

の

イ

ソ

ッ
プ

の
寓

話

「
蟻

と

鳩
」
・
「
ラ
イ

オ
ン
と
鼠

」
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
人
間

へ
の
報

恩

ば
ギ
リ

シ
ャ
神
話

で
も

メ
ラ

ム
プ

ス
の
予
言
能

力

の
獲
得

を
蛇

の
報

恩
に

よ

っ
て
説
明
す
る
と

こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
必

要
な
倫
理
と
し

て
恩
と
報
恩
と
が
重
視
さ
れ
た
と
す
れ
ぼ

、

一
般
的

に

い

っ
て
社
会
生
活

の
存
在
す
る
と

こ
ろ
に
は
ど

こ
で
も
報
恩

の
モ
チ
ー

フ
は

成
立

し
え
た
。
た
だ
、
彼
等

の
あ
げ
た
昔
話
が
日
本

の
古
代
に
蟹
報

恩
譚

六

の
存
在
し
た

こ
と
を
保

証
す

る
も

の
か
ど
う

か
は
検
討

を
要
す

る
。

S

・
ト

ン
プ

ソ
ン
の
研
究

の
成
果
は

『
民
間
説
話
』

(荒
木
博
之

・
石

原
綏
代
訳
、
昭
和

五

二
年

四

・
五
月
)

に
示
さ
れ

て
い
る
。

彼

の

い

う

「
動
物

の
恩
返
し
」

〈
M
T
5
5
4
>

の
基
本

モ
チ
ー
フ
は
、

〔
1
〕

三

人
兄
弟

の
末
弟
が
旅

の
途
中
で
動
物

を
助

け
る
。
も

し
く
は
獲
物

の
分
配

で
争

っ
て

い
る
動
物

に
公
平
な
分
配
法

を
教
え

て
や
る
。

〔
2
〕
動
物
た

ち

〈
蟻

・
蜂

、
鳥

・
魚

・
狐
〉

は
礼

に
各
自

の
身
体

の

一
部
を
差

し
出
し
、

危
急

の
際

に
そ
れ

で
彼
等

を
呼
び
出

せ
ば
、
助

け
に
行
く

こ
ど
を
約
束
す

る
。

〔
3
〕
主
人
公
は
後

に
動
物

の
援
助
に
よ

っ
て
難
題

〈
定
型

は
@
ば

ら
撒

か
れ

た
大
量

の
種

子

・
数
珠

玉
を
選
び
分

け
て
集

め
る
、
⑤
海
底
か

ら
指
輪

・
鍵

を
取

っ
て
く

る
と
い
う

二

つ
、
他

に
◎
世
界

の
果
か
ら
生

と

死

の
水

を
取

っ
て
く

る
、
④
同

じ
よ
う

に
装

っ
た
姉
妹

の
中
か
ら
目
的

の

姫

を
選
び
出
す
、
◎
姫

の
目

か
ら
姿
を
隠

し
て
姫
に
殺
さ
れ
る
〉
を
解
決

し
、
姫

を
か
ち

と
る
と
い
う

三

つ
の
話
素

で
あ

る
。
彼
は

こ
の
他
動
物

報

恩

の
伝

承
と
し
て
動
物

の
援
助

の
モ
チ
ー
フ
を
も

つ
「
動
物

の
義
兄
弟
」
・

「
長
靴

を
履

い
た
猫
」
・
「
わ
た
り
が
ら
す

の
援
助
」

〈
竜
退
治

の
モ
チ
ー

フ
を
も

つ
〉
等

を
あ
げ

る
。

い
ず
れ

に
し

て
も

M
T
5

5
4
な
ど
は
日
本

の
動
物
報
恩
譚

に
比
較

し
て
全
体

の
構
成
は
か
な
り
複
雑

で
あ
る
が
、
日

本

の
昔
話

の
動
物
報
恩
譚

で
は
蛙
報
恩
姥
皮
が
比
較
的
近

い
か
も
し
れ
な

/



い
。
た
だ
姥
皮

の
モ
チ
ー

フ
は
流
動
的

で
、
蛙
報
恩

型
蛇
聟

入
譚
固
有

の

モ
チ

ー
フ
と
し

て
存
在
し
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

の
ち
に
触
れ

る
よ

う
に
蛙
報
恩
型
蛇
聟
入
譚

に
は
成
立
過
程
と
時
期

の
問
題
も
あ

る
。
結
婚

の
成
功
が
絡
む
点

で
は

『
古
事
記
』

の
因
幡

の
素
兎
も
あ

げ

え

る

が
、

〔
2
〕

の
モ
チ
ー
フ
は
な
く
、

〔
3
〕

の
モ
チ

ー
フ
も
曖

昧
で
あ
る
。

こ

の
よ
う

に
、

日
本

の
昔
話
に
は
明
確

に
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
も

の
は
な

い
。

し
か
し
、
古
代

日
本

に
お

い
て
も
昔
話
が
存
在
し

て
い
た
か
ら
に
は
日

本
独
自

の
動
物
報
恩
譚
が
成
立

し
て
い
た

と
し

て
も
不
思
議

で
は
な

い
。

と
く

に
古
代

の
日
本

の
神

は
動
物

の
姿

で
出
現
す
る

と
考
え
ら
れ

て
い
た

か
ら
神

を
助

け
て
恵

を
得

た
モ
チ
ー
フ
、
あ

る
い
は
祝
詞

の
祈
願

の
あ
り

よ
う

か
ら
は
神

に
交
換
条
件

を
出
し
て
願

い
を
か
な
え
ら
れ

る
モ
チ
ー
フ

の
成
立
を
想
定
し
え
る
。

こ
れ

が
昔
話

の
な

か
に
動
物

報
恩

の
モ
チ
ー
フ

を
形
成
を
促
し
た
可
能

性
も

あ
る
か
ら
、

仏
教
伝
来

以
前

の
日
本

に
お

い

て
動
物
報
恩
譚
が
成
立
し
え
な
か

っ
た
わ

け
で
は
な

い
。

し
か
し
、

日
本

の
仏
教
伝
来
以
前
に
お
け
る
動
物

報
恩
譚

の
成
立

の
可
能
性
が

日
本
古
代

の
昔
話
に
蟹
報
恩
や
蝦
報
恩

の
存
在
を
保

障
す

る
わ

け
で
は
な

い
。
な
ぜ

な
ら
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
蟹
や
蛙
は
蛇
と
異
な
り
神

と
し
て
崇

め
ら
れ

な

い
し
、

日
本
語
と
し

て
は

「
恩
返
」
・
「
報
恩
」

の
語
に
も
み
ら
れ
る
よ

う

に
、

「
め
ぐ
み
」
に
対
応
す
る
漢
語

「
恩
」
が
そ

の
ま
ま

「
オ

ン
」

と

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

い
う
音
読
語
、
外
来
語

と
し

て
定
着
し

て
い
る

こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ぼ

な
ら
な

い
か
ら

で
あ
る

(
松
下
貞
三

「
恩
と

い
う
語

の
受

け
入
れ
」

「
国

語
国
文
」

四

一
巻

三
号
昭
和

四
七
年

三
月
、

『漢

語
受
容
史

の
研
究
』
所

収
)
。

こ
れ
も
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た

表
現
が
外
来
語
に
取

っ
て
代

ら
れ

た

に
過
ぎ

ぬ
と
も

い
え

よ
う
が
、
恩
を
テ

ー

マ
と
す
る
話

の
成
立
と
流
布

の
考
察

に
お

い
て
は
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

し
た
が

っ
て
M
T
5
5
4
は
報
恩

の
テ
ー

マ
が

日
本

で
も
仏
教
説
話
以

外
に
も

存
在
し
た
可
能

性
を
示
唆
す

る
意
味

は
あ

っ
て
も
、
蟹
報
恩
譚
が

日
本
古
代

の
昔
話

に
存

在
し
た
こ
と
を
積
極
的

に
保
証
す

る
も

の
で
は
な

い
。
と
く
に

こ
れ
ら
は
動
物

の
援
助

に
よ
る
結
婚

と
い
う

ハ
ッ
ピ

ー

エ
ン

ド
を
も

つ
の
に
対
し
、
蟹
報
恩
譚
は
動
物

〈
蛇
〉

と
人

間

の
結
婚

の
不
成

立

に
よ
る

ハ
ッ
ピ

ー

・
エ
ン
ド
を
も

っ
て
い
て
、

こ
こ
で
も
対
応

し
な

い

こ
と
に
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
A
T

〈
M
T
>

5
5
4
に
よ

っ
て
日
本

の
動
物

報
恩
昔
話

一
般
は
と
毛
か
く
、
蟹
報
恩
譚

の
存

在
を
想

定
す
る

に
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。

蛙
報
恩

・
蟹
報
恩

の
重
要
な

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
蛇
聟
入
に
触
れ
る
と
、

こ
れ

の
基
本
話
型

は
苧
環
型
蛇
聟
入
譚

で
あ
ろ
う
。
そ

の
典
型

で
あ
る
三

輪

山
伝
説

に
し
て
も
、
先
行
す

る
昔
話
を
想
定
す

る
向
き
も
な

い
で
は
な

い
が
、

こ

の
伝

承
に
お
け
る
蛇

は
基
本
的

に
は
水
神

・
雷
神

で
あ
り
、

こ

七



『
霊
異
記
』
蟹

報
恩
譚

の
考
察

の
伝
説

は
神

の
相
貌
を
明
確

に
と
ど

め
て
い
て
門
仏
教
伝
来
や
文
明

の
開

化

に
よ

っ
て
凋
落

し
、

モ
ノ
神

と
し
て
の
相
貌
を
み

せ
る
昔
話

の
蛇
と
は

趣

を
異

に
す

る
。
昔
話

の
蛇
聟
入

の
モ
チ

ー
フ
の
成
立

の
背
景
に
は
や
は

り
、
水
神

と
巫
女

の
神
婚
伝
承
が
想
定
さ
れ
る
。
三
輪
山
伝
説

の
基

盤
に

は
古
代
朝
鮮
系

の
神
婚
伝
承
を
想
定
す
る
説
も
あ
る
が
、

亡
れ
ら
朝

鮮
や

満
州

の
伝
承
も
水
神
と
乙
女

の
結
婚
に
よ

っ
て
始
祖

の
誕

生
を
説
く
神
話

と
し

て
の
性
格
が
強
く
、
か
な
ら
ず
し
も
昔
話
と
は

い
い
得

な

い
。
昔
話

の
蛇
聟
入
は

こ
の
神

話
的

伝
説

の
流
布

・
展

開

の
過
程
で
成
立

し
た
と
み

え
る
。
古
代
、
蛇
が
な
お
水
神
と
し

て
信
む
ら
れ

て

い
た
時
代

に
は
、
蛇

の
殺
害
を
も

っ
て

ハ
ッ
ピ

ー

・
エ
ン
ド
と
す
る
昔
話

の
苧
環
型

蛇
聟

入
譚

は

い
ま
だ
成
立
し

て
い
な
か

っ
た
と
考
え
ね
ば
な

る
ま

い
。

た
し
か
に
、

『
仁
徳
紀
』
・
『
常
陸

国
風
土
記
』
・
『肥
前

国
風
土
記
』
な

ど
に
は
蛇
神
を

軽

ん
じ
、
退
治
す
る
伝
承
も

み
え
て

い
る
か
ち
、
奈
良
時
代
中
期
以
後

の

伝

承

で
あ
る
中
巻
第

八
縁

と
第
十
二
縁

の
成
立
に
先
行

し
て
す

で
に
蛇
聟

の
死
を
も

っ
て

ハ
ッ
ピ
亅

・
エ
ン
ド
と
す

る

モ
チ
ー

フ
を
も

つ
蟹
報
恩
型

蛇
聟
入
譚

が
成
立
し
て

い
た
と
し
て
も
時
代
的

に
は
矛
盾

し
な

い
。

し
か

し
、

こ
れ
ら

二
話

の
基
盤

に
日
本

の
固
有
伝

承
が
あ

っ
た

に
し
て
も
、

せ

い
ぜ

い
蛇
聟

入
神
婚
譚

の
レ
ベ
ル
の
も

の
で
あ

っ
た

と
見

て
お
く

べ
き

で

あ

ろ
う
。
す
く
な
く

と
も
、
動
物
報
恩

の
モ
チ
ー
フ
は
黒
沢
氏

の
検
討
さ

〈

れ
た

(
前
掲

「
蟹
満
寺
縁
起

の
源
流
と
そ

の
成
立
」
)

よ
う

に

記
紀
風
土

記
等
に
は
見
出
せ
な

い
。
先
に
触

れ
た

「
因
幡

の
素

兎
」

で
も
報
恩

の
モ
'

チ
ー

フ
を
も

つ
と
は

い
い
難

く
、
亀
報
恩
も

『
霊
異
記
』

に
初

め
て
み
え
、

し
か
も

こ
れ
は
7
『
捜
神
後
記
』

の
亀
報
恩
譚

の
翻
案

之
し
て
成
立

し
て
い

る

(拙
稿

「
亀
報
恩
譚

の
土
着
」

「
花
園
大
学
国
文
学
論
究
」
第
九
号

昭
和

五
六
年

一
〇
月
)

こ
と
に
注
意

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

蟹
報
恩
譚

に
お

い
て
も
う

一
点
注
意

を
払
う

べ
き

は
蟹
が

ハ
サ
ミ
で
蛇

を
切

る

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

古
代
文
学

に
お
け

る
蟹

は
、

『
古
事
記
』
め
歌
謡

で
も

『
万
葉
集
』
'
で

も
食
物

と
し
て
し
か
歌
わ
れ
な

い
。
ま
た
蟹
を
水

の
霊
と
と
ら
え
る
見
方

も
可
能

で
あ

ろ
う
が
、
銅
鐸
な

ど
に
描

か
れ
た
水
中
動
物

と
し

て
は
み
え

な

い
。
現
在

の
民
俗

で
は
蟹
は
霊
的
動
物
と
ル

て
新
生
児

の
体
を
は
わ

せ

た
り
す

る
が
」

し
か

し

『
古
語
拾
遺
』

に
み
え
る
掃
守
氏

の
職
掌
起
源
伝

承

で
は
、
豊

玉
毘
売
命

の
出
産

に
先
立

っ
て
掃
守
氏

の
祖
先
が
床

の
蟹
を

払

っ
た
と

い
う
。
蟹
は
出
産

に
際
し

て
害
を
な
す
と
さ
れ

て
い
る

の
で
あ

る
。
も

っ
と
も

こ
れ
は
鰐
も
し
く
は
竜
と
し

て
の
豊
玉
毘
売
命
乏
関
係
さ

せ
て
み
る
と
、
竜
女

の
出
産

で
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
蟹
が
払
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ

ぬ
わ
け

で
は
な

い
が
、
平
安
朝
初
期
に
宮
廷

で
行
わ
れ

て
い
た
儀

礼

に
関
わ
ら

せ
て
の
伝
承

で
あ
ろ
う
か
ら
(
蟹
と
竜

・
蛇
と

の
敵
対

関
係
が



一
般
的

に
説
か
れ

て
い
た
と
も

み
え
な

い
。

日
本

の
神
話

・
伝
承

で
は
水

神

と
し
て

一
般
的

に
み
え

る
の
は
蛇
神

で
あ

る
。

し
か

し
伝
承

の
世
界

で

は
蛇
神

に
優
越
す

る
水
神

と
し
て
の
蟹

の
呪
力
が
説
か
れ

て
い
る
わ
け

で

も
な

い
。
説
話
な

ど
の
伝

承
で
は
、
現
代
ま

で
伝
わ
ら
ず

に
消
え
た
も

の

も
多

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
モ
チ
ー
フ
を
も

つ
も

の
が
な
か

っ
た
と

い

い
切
れ
な

い
と
し
て
も
、
蟹
を
水
神

と
み
る
見
方
は

一
般
的

で
は
な
か

っ

た

で
あ
ろ
う
。
そ

の

ハ
サ
ミ
の
呪
的
機
能

と
い

っ
て
も
、

『
延
喜
式
』
に

「
擁
剣
」

と
記

さ
れ
、
猿
蟹
合
戦

で

ハ
サ
ミ
が
機
能
し

て
い
る
程
度

で
は

あ

る
ま
い
か
。

こ
の
こ
と
を
ま
ず
確
認

し
て
お
遂
た

い
。

で
は
中
巻
第

八
縁

や
第
十

二
縁

の
蟹
が
蛇
を
切
る

モ
チ
ー
フ
は
他
に
確

認

で
き

る
で
あ

ろ
う

か
。

次

に
あ
げ

る
伝
承
が

二
話

の
蟹
が
蛇
を
切

る
モ
チ
ー
フ
を
提
供
し
た
と

言

い
切

っ
て
し
ま
う

つ
も
り
は
な

い
け
れ
ど
も
、
管
見

の
範
囲

で
蟹
が

ハ

サ
ミ
で
蛇

の
頸

を
切

っ
て
殺
す

モ
チ
ー
フ
を
も

つ
の
は

『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン

ト
ラ
』

八
松
村
武
雄
訳

『
古
典
文
庫

・
イ

ン
ド
古
代
説
話
集
』

昭
和
五

二
年

八
月

に
よ
る
)

の

「
蟹

の
道
連
れ
」

と

『
南
伝
大
蔵
経
』

の
ジ

ャ
ー

タ
カ
に
み
え

る

コ
ニ
八
九

・
金
色
蟹
本
生
物
語
」
だ
け

で
あ
る
。
後
者
は

パ
ー
リ
ー

・
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
訳

で
あ

る

『
ジ

ャ
ー
タ
カ
全
集
』

5

(
中
村

元
監
修

松

本

照
敬
訳

一
昭
和

五
七
年
九
月
)

の

「
三

八
九

・
金
色

の
カ

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

二
前
生
物
語
」
に
も
み
え
る
。
前

者
は
旅

の
知
恵

を
語

る
も

の
で
、

母
が

袋
に
入
れ

て
お

い
て
く
れ
た
蟹

が
男

の
昼
寝

し
て

い
る
と
き
に
近
付

い
た

恐
る

べ
き
黒
蛇
を
食

い
殺
す

モ
チ
ー

フ
を
も

つ
。
後
者

は
金
色

の
蟹
が
、

自

分
に
親
し
ぐ
し

て
く
れ

た
人

を
黒
蛇
を
そ
そ

の
か
し
て
毒
殺

し
た
烏

の

頸

と
当

の
黒
蛇

の
頸

と
を

ハ
サ
ミ
で
締

め

つ
け
、

そ

の
の
ち
蛇

の
首

を
ゆ

る
め
て
解

毒
を
さ
せ
た
あ

と
で
彼

ら

の
頸

を
切

っ
て
殺

し
、
自
分

に
親

し

ん
だ
男

の
命

を
救
う

モ
チ
ー

フ
を
も

つ
の
で
、
報
恩
譚

と
近

い
と
こ
ろ
に

あ

る
。

こ

の
殺
す
部
分

は
、

蟹

は

「
こ
れ
等

の
両
者

を
釈
放
す

る
と
、
わ
が
友

の
繁
栄

は
亡
く
な

る
で
あ
ら
う

。
殺

し
て
し
ま

っ
た
ほ
う
が

よ

い
」

と
考

へ
た
の
で
、
枯

れ

て
重

な

っ
て
居

る
蓮

の
花
台

の
や
う

に
、
鋏

を
以

て
両
者

の
首

を
鋏

み
切
り
、
そ

の
命

を
絶

っ
て
し
ま

っ
た
。

(
『南
伝
大
蔵
経
』
)

と
あ
る
。

こ
こ
で
蟹

は
蛇

と
と
も

に
烏

の
首

を
も

ハ
サ
ミ
で
鋏

み
切

る
が
、

蟹

が
鋏

で
蛇

の
頸

を
切
る

モ
チ
ー

フ
を
も

つ
こ
と
に
留

意
し
て
お
き

た

い

と
思
う

。

翻
案

と

い
う

こ
と
は
、

中
巻
第

八
縁

や
第

十

二
縁
に

つ
い
て
は
言

い
え

な

い
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
蟹

が
蛇
を
切
る

モ
チ
ー

フ
が
か
か
る
仏
教

系

の
伝
承
に
よ

っ
て
提
供
さ
れ
た
と
考
え
る

こ
と
も

で
き
な

い
で
あ

ろ
う

か
。
と
は

い
え
ジ

ャ
ー
タ
カ
を
取
の
扱
う
と
き
問
題
に
な
る

の
は
、

「
金

九



『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

色
蟹
本

〈
前
〉
生
物
語
」
も
ま
た

日
本

に
将
来
さ
れ
た
漢
訳
経
典
に
は
み

え
な

い
こ
と
で
あ

る
。
周
知

の
と
お
り

こ
の
問
題
は

『
枕
草
子
』

の

「
蟻

通

明
神
」

の
条

に
み
え

る
七
曲

の
玉
の
モ
チ
ー
フ
の
伝
播
経
路

の
問
題
と

も

か
か
わ

る
。

ジ

ャ
ー
タ
カ
に
存
在

し
て
も
伝
播

の
ル
ー
ト
は
確
認
し
え

な

い

の
で
あ

る
。

た
だ
、
注
意

し
て
お
き

た
い
の
は
日
本

に
は
印
度

の
僧

〈
南
天
竺
婆
羅

門
僧

正
〉
菩
提
僊
那

と
林
邑
僧
仏
徹

〈
仏
哲
〉
が
唐
国
僧
道
踏
と
と
も
に

来

て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
婆
羅
門
僧
正

は
大
仏
開
眼
供
養

の
導
師
を
勤
め

た
。
彼
が

天
平
八
年

八
月

八
日
、
難
波

に
到
着

し
た
と
き
行
基
が
出
迎
え

て
和
歌

を
交
わ

し
た
こ
と
は
後
世

の
説
話

に
お

い
て
著
名

で
あ
る
。
和
歌

は
と
も

か
く
二
人
が

旧
知

の
ご
と
く
相
対

し
、
行
基
は
菩
提
僊
那

の
住
む

大
安
寺

に
僧
俗

五
十
余
人

を
連
れ

て
三
度
尋
ね
た

と
い
い
、
僧
正

の
墓
は

行
基

の
活

動
基
盤

で
あ

っ
た
登
美
山

に
営
ま
れ
た

と
い
う

(
修
栄
撰

「
南

天
竺
婆

羅
門
僧
正
碑

井
序

」)
。

こ
れ
ら

の
事
実

に
よ

っ
て
想
像

を
逞

し
く

す
れ
ぼ
、
印
度
も

し
く

は
南
伝

の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
内
容
が
印
度
僧
や
林
邑

僧

に
よ

っ
て
行
基

の
周
辺

に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
も
皆
無

で

は

な

い

。

『
枕
草

子
』

に
言

い
お
よ
ぶ
こ
と
は
避

け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
に

み
え
る
蟻

通
明
神
も

ま
た
行
基

の
活
動
基
盤

の
和
泉

の
国

に
あ
り
、

こ
の

社

に
は
い

つ
ま
で
遡
れ
る

か
、
神
宮
寺

の
あ

っ
た

こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

一
〇

南
伝

の
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
こ
れ
ら

の
伝
承

と
の
通
路
は
不
明

で
あ
る
以
上
、

こ
う

し
た
事
実

に
も
注
意
を
払

っ
て
お
き
た

い
と
思
う
。

こ
れ
ら

ジ
ャ
ー
タ
カ
の
例

に
よ

っ
て
蟹
が
蛇
を
挾
み
切
る

モ
チ

ー
フ
を

仏
教
説
話
が
も
ち
え
た
可
能
性
は
確
認

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
蟹
が

ハ
サ

ミ
で
蛇
を
殺
す

モ
チ
ー
フ
の
問
題
か
ら
し

て
も
、
中
巻
第
八
縁
や
第
十

二

縁

の
基
盤

に
無
条
件
に
昔
話

の
蟹
報
恩
譚

の
存
在
を
設
定
す
る
だ
け

で
は

た
り
な

い
。
昔
話

の
利
用

に

つ
い
て
も
な
お
十
分
な
検
討
が
必
要

な

こ
と

.

だ

け
は
明
ら

か
で
あ

る
。

(三
)

中
巻
第
十
二
縁
の
性
格

『
霊
異
記
』

の
中
巻
第
十

二
縁

は
山
城
国
紀
伊
郡
を
舞
台
と
す
る
蟹
報

恩
譚

で
あ

る
。
紀
伊
郡

は
現
在

の
京
都
市
伏
見
区
に
ほ
ぼ
あ
た
る
。
話

の

最
後

に

「
山
背

国
に
、
山
川

の
大
蟹
を
貴
び
、
善
を
為
し

て
放
生
す
る
な

り
」

の

一
句
が
添
え
ら
れ

る
の
は
、
景
戒
が
事
実
を
確
認
し
た
か
ど
う
か

不
明
な
が
ら
、
山
城
国

に
蟹
放
生

の
習
俗
が
あ

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

「
山

川

の
大
蟹
」
が
大
き
な

サ
ワ
ガ

ニ
な

の
か
、

モ
ク
ズ

ガ

ニ
な

の
か
は
と
も

か
く
、

こ

の

一
句
は
本
話

に
蟹
放
生

の
習
俗

の
縁
起
譚

と
し
て
の
性
格
を

与

え
て
い
る
。
放
生

は
仏
教

の
説
く
慈
悲
行

で
あ
り
善
行

で
あ

る
か
ら
、

放
生
会

は
仏
教

の
浸
透

の
結
果
も

し
く

は
浸
透
を
目
指
し
た
布
教
と
か
か



わ

る
儀
式

で
あ

る
。
本
話

は
神
話
的
思
惟

に
支
え
ら
れ
た
、

こ
の
儀
式

の

起

源
伝
承
と
し
て

の
説

話
な

の
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
後
世

の
昔
話

に
蟹
報

恩

の
話
型
が
あ
る

の
で
先
後

関
係
も

問
題

と
さ
れ

る

の
で
あ

る
が
、
本
話

が
先
行
す
る
と
見
る

べ
き

こ
と
は
先
に
触

れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

当
時

の
山
城
国
に
は
渡
来
人
が
多
く
住
ん
で

い
た
。
紀

伊
郡

で
も

『
山

城
国
風
土
記
』

の
伊
奈
利
社

の
伝
承
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
葛

野
郡

を
中

心

に
勢
力
を
張

っ
た
秦
氏
が

い
た
。
彼
ら
を
中
心
に
し

て
仏
教
が
は
や
く

よ
り
受
容
さ
れ

て
い
た

と
考
え

て
よ

い
。
伏
見
稲
荷
は
後
世
東
寺

の
地
主

神
的
位
置

を
占

め
、
東
寺
建
立

の
さ

い
に
稲
荷

の
神
が
弘
法
大
師
に
東
寺

守
護

を
誓

っ
た
と
す

る
伝

承
も
形
成

さ
れ
、
稲
荷
社

に
依
る
秦
氏
は
東
寺

建

立
に
さ

い
し
て
は
仏
教

に
協
力
的

で
あ

っ
た

よ
う

に
み
、民
る
。
し
か
し

淳
和

天
皇
天
長
四
年

の
詔

に
よ
る
と
東
寺
建
立

の
た
め
に
神
域

の
木
を
伐

っ
た
罪
で
神

が
祟

っ
て
お
り

(
『類
従

国
史
』
巻
卅

四
)
、
後
世

の
伝
承

と

異
な

っ
て
、
平
安
時
代

の
初
期
、
稲
荷
社

は
ま
だ
東
寺

に
協
力
的

で
は
な

か

っ
た
。
経
済
的

な
問
題
な
ど
複
雑

な
事

情
が

あ
る
に
し
て
毛
渡
来
系

の

人

々
の
存
在
を
も

っ
て
安
直
に
仏
教
定
着

の
理
由

と
な
し
が

た

い
こ
と
を

思
わ

せ
る
。
た
だ
秦
氏
は
推
古
朝
に
蜂
岡
寺

〈
広
隆
寺
〉

を
建
立

し
て
い

る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
仏
教
と
近
か

っ
た

こ
と
も
確
か

で
、

仏
教

流
布

を

支
え

て
い
た
と
み
て
よ

い
。

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

『
行
基
年
譜

』
に
よ
る
と
、
天
平
三
年
条

に
紀
伊

郡
深
草
郷

に
法
禅

院

が
起

工
さ
れ
た

こ
と
、
天
平
十

二
年
条
に
は
布
施
院
と
尼
院
と
が
紀
伊

郡

石
井
村
に
あ
る

こ
と
が
み
え
る
。
山
城
国
は
行
基

の
活
動
地
域
と
し
て
は

和
泉

・
大
和

・
摂
津
に
後
れ
る
が
、
紀
伊

・
葛
野

・
乙
訓

・
愛
宕

.
相

楽

郡

の
各
郡

に
院
が
建
立
さ
れ

て
い
る
。
相
楽
郡
な
ど
は
活
動

の
足
跡
は
最

も
遅
く
現
れ

る
よ
う
に
、
仏
教

の
早
く
か
ら

の
浸
透
が
、
行
基

の
受
け

い

れ

を
保
障
す

る
も

の
で
は
な

い
に
し

て
も
、
行
基

の
活
動
は
仏
教

の
流
布

し
た
地
域

を
基
盤

に
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
紀
伊
郡
も
そ

の
よ
う
な

地
域
で
あ
り
、

こ
の
話

に
み
え

る
よ
う

に
仏
教
的
儀
式

と
し

て
の
放
生
が

地
域

の
習
俗

化
す

る
ま
で
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
放
生
会

に

つ
い

て
は
元
正
天
皇

の
養
老

四
年

に
宇
佐

八
幡

に
お
い
て
始

め
ら
れ
、
各
国

に

広
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
た
だ
放

生
そ

の
巻

の
は

『
日
本
書

紀
』
天
武
天
皇
五
年
十

一
月
十
九
日
条
に
、
京

を
中
心
と
し
て
諸

国
で
行

な
わ
れ
た
と
み
え
、

『
続
日
本
紀
』

の
文
武
天
皇

の
元
年

正
月
十

七
日
条

の
放
生

の
記
事

で
は
、
以
後
毎
年
諸
国

で
放
生
を
行
な
わ

せ
る
よ
う
に
し

た

と
あ
る
。
し
た
が

っ
て
元
正
朝
以
前
か
ら
、
放
生
は
行
な
わ
れ
、
行

基

が
山
城
国

で
活
躍

し
は
じ
め
る
天
平

の
初
期

に
は

一
部
に
習
俗
と
し

て
根

着

い
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な

い
。
本
話
は
行
基

に
結
び

つ
け

て

そ

の
起
源

を
語

ろ
う

と
い
う

の
で
あ
る
。

=



『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

こ
の
話

の
主
人
公

と
な
る
女
人
は
、
牧
童
た
ち
が
蟹
を
焼

い
て
食
お
う

と

し
て
い
る
の
を
見

て
救

い
、
義
禅
師
を
勧
請
し

て
呪
願

せ
し
め

て
放
生

し

て
い
る
。

こ
の
部
分
に
は

こ
の
説
話
す
な
わ
ち
、
蟹
報
恩
譚

の
成
立
事

情
を
想
わ

せ
る
も

の
が
あ
る
。
義
禅
師
な
る
人
物
も
行
基
集
団
に
属
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
禅
師

の
称
か
ら
し

て
行
基
な
ど
と
同
じ
く
山
林
禅
行
な

ど
に
よ

っ
て
呪
験
力
を
修
得
し
た
僧

で
あ
る
。
彼
ら
は
先

の
よ
う

な
政
策

に
対
応
し

て
放
生

の
功

徳
と
生
殺

の
罪
業

な
る
こ
と
を
説
き
、
放
生

の
土

着

化
を
促
す
役
割
を
担

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
な
ぜ
な
ら
放
生

に
お
け
る

呪
願
は
彼
等

の
檀
越
獲
得

の
手
段
と
し
て
利

用
し
得

る
も

の
で
あ

っ
た
か

ら

で
あ
る
。
行
基

ば
と
も

か
く

、
義
禅
師

は
実
在

し
た
か
ど
う

か
は
問
題

で
は
な

い
。
禅
師
的
な
僧

が
放

生
を
手
掛
り

と
す

る
教
化

の
た
め
に
形
成

し
た

の
が
、

か
か
る
伝

承
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん

最
初

か
ら
完
成

さ
れ
た
も

の
で
は
な

か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

さ
て
、

こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は

こ
の
女
人
に
と

っ
て
の
災

で
あ
る
結
婚

を
迫
る
蛇

の
性
格

で
あ
る
。

古
代

の
伝
承
に
お

い
て
蛇
は
水
神

で
あ
り
、
三
輪

山
伝

承
に
み
ら
れ

る

よ
う
に
神

の
妻
と
し

て
の
巫
女

の
も
と
を
訪
れ
る
伝
承
を
も

つ
。
し
か
し

蛇
神
も
仏
教
や
人
知

の
開
明
に
よ

っ
て
モ
ノ
神

化
し
た
。
こ

こ
に
登

場
す

る
蛇
も

モ
ノ
神
化
し
て

い
る
。
女
人
が
蛇
に
蝦
を
放

た
せ
る
た

め
に
最
初

一
二

に
出
し
た
交
換
条

件
は
幣
帛

の
献
供

で
あ
り
、
次
が
神

と
し
て
祭

る
こ
と

で
あ

っ
た
。
女
人

の
意
識

で
は
蛇

は
神

の
世
界

に
属
す

る
存
在

で
あ

っ
た
。

し
か
し
本
話

で
は
蛇

を
神

で
は
な
く
、
好
色

で
気
味
悪

い
存
在

と
し
て
扱

お
う
と
し
て

い
る
。
蛇

は
女
人
が
妻

に
な

ろ
う

と
約
束
す

る
こ
と
で
始
め

て
蝦

を
放

つ
こ
と
に
応

じ
る
が
、
以
下

の
女
人

の
対
応
か
ら
蛇

の
行
動
は

好
色
な
も

の
と
読

め
る
仕
組

み
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
三
輪
山
伝
説
を

典
型

と
す

る
蛇
神

と
巫
女

と
の
神
婚

の
モ
チ
ー
フ
を
背
景
に
置

い
て
み
る

と
、
女
人

と
蛇

の
共
通
理
解

で
は
女
人
が
蛇

の
妻

に
な
る
と
約
束
す
る

こ

と
こ
そ
、
蛇

を
神

と
し
て
正
当

に
遇
す
る

こ
と
な

の
で
あ

っ
た
。
た
し
か

に
蝦
を
放

つ
代
償

に
神

の
嫁

に
な
る
と
誓
う

モ
チ

ー
フ
は
三
輪
山
伝
説
に

は
な

い
。
た
だ
神

へ
の
祈
願
が
供
物
を
供
え

て
な
さ
れ
る

こ
と
に
注
目
す

る
と
、
.祈
願

の
目
的
が
地
域
共
同
体

の
関
心
事
た
る
収
穫

の
豊
穣
か
ら
、

蝦

の
放
生
と

い
う
共
同
体

の
利
益
と
は
無
縁

の
個
人
的
な
関
心
事
、
す

な

わ
ち
仏
教
が
善
功
徳
を
屯
た
ら
す
善
行
と
し

て
勧
め
る
慈

悲
行

の
実
践

と

し

て
の
放
生

へ
と
転
化
さ
れ

て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
供
物

を
供

え
て

の
祈

願
と

い
う
発
想

で
は
共
通
す
る
。

こ
れ

は
祭
儀

の
時

の
巫
女
を
献

じ
る

モ

チ

ー
フ
に
重
な
ゆ
ば
す
る
。
と
す
れ
ぼ

こ
れ

は
蛇
神

と
巫
女

の
神
婚

の

モ

チ

ー
フ
を
基
盤

と
し
て
、
そ

の
枠
組

を
巧
み
に
利
用

し

つ
つ
仏
教
的
な
意

味

を
担
う
説
話

と
し
て
形
成

し
た

と
い
え
る
。
女
が
神

の
嫁
と
な
る

の
は



共
同
体
も
し
く
は
そ

の
長

の
要

請
に
基
づ
く
半
ば

受
身
的
行
為

で
あ

ろ
う

が
、

こ
こ
で
は
女
人

の
個
別
的

主
体
的
な
選
択
に
よ

っ
て
な
さ
れ

て

い
る
。

し
か
も
そ
れ
は

と
る

に
た
り
な

い
蝦

の
よ
う
な
小
動
物

の
放
生

の
た
め
で

あ

る
。
蝦

の
命
を
己

の
純
潔

よ
り
も
大
事
に
す
る

の
は
常
識
的
に
み
れ
ば

引
き
合
わ
な

い
献
身

で
あ

る
。

こ
こ
に
仏
教
的
な
性
格
が
濃
く
に
じ
み
出

て
い
る
。
少
な
く

と
も
仏
教

の
影
響
を
受
け
な

い
古
代

日
本
に
は
存
在
し

な

い
非
現
実
的
観
念
的
発
想

に
基
づ
く

モ
チ
ー
フ
と
い
え

る
。

『
法
華
験

記
』

の
蟹
満
寺

縁
起

で
は
父
が
蝦

の
命

を
救
う
た

め
に
娘

を
与
え
る
約
束

を
し
、
娘
も

父

の
求

め
に
応

じ
て
蛇

の
嫁

に
な
ろ
う

と
す

る
か
ら
事

は
単

純

で
な

い
。

し
か
し
こ
れ
も
仏
教
的
改
変

を
受

け
、

ま
た
家
族

の
維
持

と

い
う

現
実

世
界

の
あ

り
よ
う

に
対

応
し
て
変
化

せ
し
め
ら
れ

た
と
い
え

る
。

仏
教
的
伝
承
が
日
本

の
土
に
確
か
な
根

を
下
ろ
し
た
こ
と
、
伝

承
を
管
理

し
た
仏
教
者
が
理
に

こ
だ
わ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
土
着
的
な
も

の
に
即

つ
つ
教
え
を
説
ぐ
方
向
に
変
化
し
た

こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。

こ
れ

と
比

較
じ
て
み
る
と
中
巻
第

十
二
縁

の
女
人

に
は
奈
良
時
代

の
女
人

の
自
立
的

な
生
き
方
が
投
影
さ
れ
て

い
る

こ
と
も

確
か
な

の
で
あ
る
。

'
本
話

に
お
け
る
蛇
に
飲
ま
れ
か
け
た
蝦
を
救
済
す

る

モ
チ
ー

フ
は
神

か

ち
没
落
し

て
し
ま

っ
た
蛇
ど
巫
女
的
女
人
と

の
結

合
を
仏
教
的

に
合

理
化

す

べ
ぐ
案
出
さ
れ
た
も

の
で
、
蝦

の
報
恩
が

予
定
さ
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚

の
考
察

こ
れ
は
仏
教
的
な
理
念
に
即
し
た
も

の
で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。
古
代

日

本
人

に
と

っ
て
理
解
し
が
た

い
代
償
を
払

っ
て
ま

で
蝦

の
命

を
助

け
る
女

人
を
登
場
さ

せ
た

こ
と
は
、
不
殺
戒
を
守

っ
て
生
物

の
死
を
看
過
し
な

い

こ
と
の
大
切
さ
、
慈
悲
行

と
し
て
の
放
生

の
重
要
性
を
人

々
に
印
象
づ
け

よ
う

と
し
た
僧
侶

の
巧
み

で
あ

っ
た
。
後
世

の
蛙
報
恩
は
姥
皮
型
、
さ
ら

に
は
貴
種

流
離
型

の
モ
チ
ー
フ
と
結
び

つ
い
て
広
が

っ
て
い
る
が
、

こ
れ

ら

に
お
け
る
蛇

に
食
わ
れ

か
け
た
蛙

の
危
機

を
女
人
が
救
う

モ
チ
ー
フ
も

ま
た
同
様

の
状

況

の
中

で
形
象

さ
れ

た
も

の
で
あ

ろ
う
。
現
実
は
と
も
か

ぐ
伝

承

の
世
界

で
は
蛇

は
む

し
ろ
女
人

と
深
く
結
び
付

い
て
い
た
。
典
型

は
三
輪
山
伝
説
で
あ

る
が
、

三
輪

の
神
が
蛇
聟

一
般

へ
と
変
化

し
、
蛇

の

神

性
が
失
わ
れ
て
く
る
と
き
、
蛇

と
女
人

と

の
結
合

を
合

理
的

に
説
明
す

る
た
め
に
、
現
象
と
し

て
目
に
入
る
蛇
に
飲

ま
れ

る
蛙

を
取
り
上
げ
、

こ

れ
を
救
済
す
る

モ
チ
ー

フ
や
農
民

の
現
実
生
活

に
即
し
た
娘

の
父
に
よ
る

水
乞

の
モ
チ

ー
フ
が
案
出
さ
れ
た
と
み
る

の
が
道
筋

で
あ
ろ
う
。
少

く
と

も
蛙
救
済

の
モ
チ

ー
フ
は
蛇
神
と
巫
女

の
神
婚

の
モ
チ
ー

フ
を
仏
教
的
な

立
場

で
説
明
し
直
す
も

の
で
あ

っ
た
。
そ

の
意
味

で
仏
教
が
関
与
す

る
ま

で
蛇
婿
入
譚
に
蝦
報
恩

の
モ
チ
ー
フ
が
あ

っ
た
と
は

い
え
な

い
の
で
は
な

い
か
。
蛙

の
救
済
は
放
生

の
意
義
と
放
生
儀
礼

の
縁
起
を
説
く
た
め
に
初

め
て
形
成
さ
れ
た

モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。二

二
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こ

の
伝

承
に
は
神
婚

の
モ
チ
ー
フ
に
か
か
わ

る
部
分
が
他

に
も
残

っ
て

い
る
。

女
人

に
は
両
親
が

い
た
け
れ

ど
も
独
り
だ

け
で
住
む
屋

に
籠

っ
て

い
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
屋

は
神
婚
伝
承

で
神

の
訪
れ

を
待

つ
忌
隠
屋
、

折

口
信
夫

の
い
う
斎
川
棚

に
相
当
す

る

(「
水

の
女
」
『
折

口
信
夫
全
集
』

第

二
巻
、

守

屋
俊
彦

前
掲
論
文
)
。

た
だ
神
婚
譚

で
あ
れ
ぼ
神
は
迎
え

い
れ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ

る
が
、
第
十

二
縁

で
は
神

の
通
路
が
設

け

ら
れ
る
か
わ
り
に

「
屋

を
閉

じ
身

を
堅
め
」

た
と
し
、
第

八
縁

で
は

「
屋

を
閉
じ
穴
を
塞
ぎ
、
身

を
堅
め
内

に
居

る
」

と
し
、
拒
否

の
姿
勢
を
よ
り

徹

底
し
て

い
る
。

こ

の
穴

は
丸

山
隆

司
氏
が
注
意

さ
れ

た
よ
う

に
三
輪
山

伝
説
に
お
け
る
鍵
穴
に
相
当
し
、
蛇
神

の
通
路

と
な

る

も

の

で

あ

っ
た

.
(「
表

現
と
し
て

の
交

換
」
「
藤

女
子
大
学

・
短
期

大
学

国
文
学
雑
誌
」

鎗

三
六
号
昭
和

六

一
年

二
月
)
。

し
か
し
本
話

で
は

女
人

は
蛇

の
妻

と

な
る
と
約
束
し
な
が
ら
、
結
婚
を
災

と
し
て
拒

否

の
姿
勢

を
見

せ
る
。
拒

否
さ
れ
た
蛇
は
も
う

ひ
と

つ
の
神

の
通
路
、
神
が

出
て
行
く
時

に
利
用
す

る
棟
か
ら
逆
に
入

っ
て
殺
さ
れ

る
。

こ
う

し
た
と
こ
ろ
は
神
婚
譚

や
神
話

的

モ
チ
ー

フ
を
注
意
深

く
利
用
し
な

が
ら
、
仏
教
的
改
変

を
加
え

て
い
る

の
で
あ
る
。
か
く
て
女
人
は
さ
き
に
放
生

の
功
徳

を
積
極
的

に
積
も
う

と

し
た
態
度
と
う

っ
て
変
り
、
不
実

の
言
を
戒

め
る
不
妄
語
戒

を
さ
え
犯
す

の
で
あ
り
、
人
格

は
や
や
分
裂
す
る
。
し
か
し
こ

の
矛
盾

は
蛇
を
忌
む
観

一
四

念

に
よ

っ
て
消

さ
れ

る
。

蛇
を
拒

否
し
て
蟹

に
殺

さ
せ
る
展
開
を
導

入
す

る

こ
と
で
約

束
を
破

っ
て
蛇
を
拒

否
し
た
こ
と
が

正
当
化

さ
れ

る
の
で
あ

る
。
仏
教

の
蛇
を
邪
悪

な
も

の
と
み
る
立

場
に
立

っ
て
、

日
本
人

の
信
仰

対

象

で
あ

っ
た
水
神

と
し
て

の
蛇
神

を
お
と
し
め
よ
う

と

の
意
図
も
働

い

て

い
る

の
で
あ
ろ
う
。
蟹

が
蛇

を
殺

し
、
女
人

と
蛇

と

の
婚
約
が
解
消

し

て

ハ
ッ
ピ
ー

・
エ
ン
ド
と
な
る
。

こ
の
結

末
に
は
か
な

り
御
都
合
主
義
的

な
仏
教
的
改

変
と
意
味

づ
け
と
が
目
立

つ
が
、
報

恩
を
説
き
蟹

の
放
生

を

勧

め

つ
つ
民
衆
を
教
化
す

る
説
話
と
し
て
南

山
城

に
流

布

し

た

の
で
あ

る
。第

十

二
縁

は
義
禅
師

が
登
場
す
る
こ
と
で
行
基

説
話

と
し
て
は
纒

っ
て

い
な

い
と

の
評
価
を
受

け
る
。
し
か
し
蟹

の
報
恩

に
焦

点
を
当

て

つ
つ
、

慈
悲
行
と
し
て

の
蟹

の
放
生
を
勧
め
る
点
で
報

恩
譚

と
し
て
首
尾

一
貫

し

て
お
り
、
景
戒
も

題
と
教

誠
注
文
に
認

め
ら
れ

る
よ
う

に
こ
こ
を
押
え

て

い
る
。
話

の
運
び
に
お

い
て
も
娘

の
予
期

せ
ぬ
約
束

に
戸
惑
う

両
親

を
登

場
さ

せ
て
、

「
汝

は
唯

一
子
な
る
に
、
何

に
誑

ひ
託

へ
る
が
故

に
か
、
能

は
ぬ
語
を
作
せ
る
」

と
歎
か
せ
、
女
人

の
相
談

を
受

け
た
行
基

に
は

「
烏

呼
、
量
り
難
き
語

な
り
。
唯
能

く
三
宝
を
信

け
む

の
み
」

と
い
わ

せ
て
、

女
人

の
助
か
り
難

い
こ
と
を
想
わ
せ
、
訪
れ

た
蛇
が
棟

を
穿

っ
て
入
り

こ

む
ま

で
女
人

の
運
命

の
行
方

に
興
味

を
引
き

つ
け
る
。
最
後

ど
で
ん
返

し



で
蟹
に
助
け
さ

せ
、

ハ
ッ
ピ
ー

・
エ
ン
ド
に
終

え
る
が
、
説
教

の
聴
衆

を

意
識
し
た
構
成
や
表

現
が
工
夫
さ
れ

、
話

と
し
て
は
よ
く

で
き

て
い
る
。

し
た
が

っ
て
行
基

の
扱

い

の
面

だ
け
で
未
完
成

と
い
う

の
は
従
え
な

い
。

む
し
ろ
南

山
城

の
伝

承

の
場
で
練
り
あ
げ
ら
れ

た
話

と
し
て
評
価
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
今

ふ
れ

た
よ
う

に
、
行
基
集
団

の
活
動

に
よ

っ
て
放
生
会

と
結

び

つ
き

広
く
流
布
す

る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
第
十

二
縁

で
は
行
基
は
、
心

配
し

て
相
談

に
来

た
女
人

を
励

ま
す

だ
け
の
役

で
あ

る
が
、
彼

の
言
葉
が

話

の
展
開
に
興
味

を
引
き

つ
け
る
も

の
と
し
て
十
分
機
能

し
た
こ
と
は
先

」

に
見
た
。

こ
れ
は
本
話
が

『
霊
異
記
』
所
収
以
前

に
行
基

に
従

っ
て
布
教

活

動
を
し
た
人
タ
に
伝

承
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
伺
わ

せ
る
に
足
る
。

だ

だ
行
基

と

の
結
び

つ
き

は
第

八
縁
が

は
る
か
に
深

い
。
次

に
こ
れ
に

つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。

」(四
)

中
巻
第
八
縁

の
性
格

、
こ

の
話

の
舞
台

は
大
和

の
生
駒
山
麓

で
あ
る
。
主
人
公

の
女
人
鯛
女
は

「
奈
良

の
京
富

の
尼
寺

の
上
座

の
尼
法
邇

の
女
」

と
す
る
。
富

の
尼
寺
は

京
域

で
ぽ
な
く
、
添
下
郡
鳥
見
荘

に
あ
り
、
行
基
が
天
平
三
年
に
建

て
た

隆
福
尼
院
が
相
当
す

る
。
女
人

は
置
染
臣
鰓
女

と
い
う
俗
名
を
も
ち
、
道

『
霊
異
記
』
蟹
報
恩
譚
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心
純
熟

で
あ

っ
た
と
す

る
よ
う

に
、

出
家
前

の
女
控

で
あ

っ
た
。
得
度

の

年

齢
が
十
五
歳

で
あ
る
と
す
る
と
、
十

四
歳

以
前

の
女
人

に
な

る
。

こ
こ

で
は

こ
の
女
人
、
鯛

女

の
行
動

を
中

心
に
据
え

て
考
え

て
み
た

い
。

本
話

で
は
蛇
と

の
出
合

の
モ
チ
ー

フ
が
先
行
す

る
。
鯛
女

は
行
基

に
献

じ
る
菜
を
採
り
に
山
に
入
り
、

蛇
が
蝦

を
飲
も
う

と
し
て
い
る
の
を
見
咎

め

て
見
る
に
忍
び
ず
、

蛇
に
放

つ
よ
う

に
求

め
る
。

こ
こ
に
は
蛇

に
幣
島

を
献
じ
よ
う

と
か
、
神

と
し
て
祭

ろ
う

と
か
い
う
交
換
条
件
を
出
す

モ
チ

ー

フ
は
な

い
。
最
初

か
ら
蛇

の
妻

に
な
る
こ
と
を
条
件

に
す

る
。
蛇
を
神

と
す
る
観
念

が
当
時

の
人

々
に
共
通

の
も

の
で
あ

っ
た

に
し
て
も
、

こ
の

す
ぐ
に
蛇

の
妻

に
な

ろ
う

と

い
う
発
言

は
や
や
唐
突

で
解
り

に
く

い
。
し

か
し

こ
れ
に
よ

っ
て
蝦

を
放

っ
た
蛇

の
好
色
性

と
鯛
女

の
純
潔
を
か
け

て

も

放
生

の
善
功
徳

を
積
も
う

と
す

る
意
志

は
明
確

に
な

っ
て
い
る
。
彼
女

に
不
妄
語
戒

を
犯
す
意
図
が
あ

っ
た
か
ど
う

か
不
明
な
が
ら
、
先

に
み
た

よ
う
に
約
束

の
日
に
は
屋

に
籠
り
、
穴
ま

で
塞

い
で
厳

し
く
防
備
す
る
。

防

備
し

つ
つ
も
約
束

ど
お
り
蛇
が
来

る
と
、
鯛
女

は
恐
れ
を
な
し

て
行
基

に
相
談
す

る
。

こ
こ
に
登

場
す

る
行
基
も
鯛
女

の
相
談
を
う
け

る
と

「
汝
免
る
る

こ
ど

得
ず
。
唯

堅
く
戒

を
受

け
よ
」

と
告
げ
る

の
み

で
あ

る
。
行
基
は
神
通
に

よ

っ
て
こ

の
事
態

に
彼
女

の
因
縁

を
見

て
い
た

の
か
も

し
れ
な

い
。
彼
は

一
五
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鯛
女
に
自
分

の
行
為
を
因
と
す
る
果
は
自
身

が
受
け
ね
ば

な
ら
な

い
も

の

で
あ
る
と

の
認
識
を
示
し

て
い
る
が
、・
突
き
離
し

て
い
る
わ
け
で
ほ
な

い
。

戒
を
受
け
る

こ
と

で
、
事
態
展
開

の
修
正
可
能

な

こ
と
を
毛
示
唆
す

る
。

こ
の
行
基

の
最
初

の
言
葉
を
と
ら
え

て
、
行
基
さ
え
も

こ
の
事
態
に
対
し

て
無
力

で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す

と
す
る
見
方
が
あ
る
。
し
か
し
、
行
基
が

救
済

の
手
立

を
取

ろ
う

と
し
な

か

っ
た
と

み
て
し
ま
う

こ
と
は
問
題
が
あ

る
。
行
基

は
鯛
女

に
戒

を
持
す

る
こ
と
を
課
題

と
し
て
与
え

て
い
る

の
で

あ

る
。
鯛
女

は
こ
の
点

で
試

さ
れ

る
。
説
話

の
展
開
か
ら

い
え
ぼ
行
基
が

こ
こ
で
あ

か
ら

さ
ま
な
救
済

の
手
立

て
を
と
れ
ぼ
、

ハ
ッ
ピ

ー

・
エ
ン
ド

が

約
束

ざ
れ
、
解

決

の
趣
向

の
み
に
興
味
が
向

か
い
、
話

と
し
て
の
興
味

は
半
減
す

る
。
こ

の
受

け
取
り
方

に
よ

っ
て
は
絶
望
的
な
行
基

の
言
葉

に
、

鯛

女

の
運
命

に
対
す

る
、
鯛

女

の
行
動

に
対
す

る
聴
衆

の
興
味
を
持
続
さ

せ
る
工
夫
が
あ
る
。

こ
の
後
、

・

然
し

て
還
り
来
る
道
に
、
知

ら
ざ

る
老
人
大
蟹

を
も

て
逢

ふ
。
問

ひ

て

「
誰

の
老
ぞ
。
乞

ふ
、
蟹

を
吾
に
免

せ
」

と

い
ふ
。
老
答

へ
て

「
我

は
摂
津

の
国
兎
原

の
郡

の
人
、
画
問
邇

麻
呂
な
り
。
年

七
十
八
に
し
て

子
息
无
く
、
命
を
活
ふ
に
便
无
し
。
難
波
に
往
き

て
偶
に

こ
の
蟹

を
得

た
り
。
但
期
妙
し
人
有
り
。
か
れ
汝
に
免
さ
じ
」
と

い
ふ
。
女
衣
を
脱

ぎ

て
贖

ふ
に
、
・な
ほ
免
可
さ
ず
。
ま
た
裳
を
脱
ぎ

て
贖
ふ
に
、
老
す
な

一
六

ほ

ち
免

し

つ
。
然
し

て
蟹
を
持
ち

て
更
に
返
り
、
大
徳
を
勧
請
し
、
呪

願

し
て
放

つ
。

と
展
開

し
て
、
鯛
女
が

三
帰

五
戒
を
受
持
し

て
の
帰
り
、
蟹
を
持

つ
老
人

に
出
合

っ
て
今
度

は
蟹
を
放
生

し
た

と
説
く
。

こ
の
慈
悲
行
と
し

て
の
放

生

は
不
殺
生
戒
を
持
す

る
こ
と
の
積
極
的
実
践

で
あ
る
。
鯛
女
に
は
行
基

に
受

け
た
三
帰

五
戒

の
実
践

に
よ

っ
て
窺
地
を
脱
出

し
た

い
と
の
実
利
的

な

願

い
が
な

か

っ
た
と
は
い
え
な

い
。

し
か
し
す

で
に
蝦

の
放
生
に
よ

っ

て
窮

地
に
立
た
さ
れ

た
鯛

女
が
な
お
老
人

に
執
拗

に
蟹
を
乞
う

て
放
生
し

た
と

こ
ろ
に
、
行
基

の
教

え
を
ひ
た
す
ら
守
ろ
う

と
す

る
鯛
女

の

一
途
さ

が
浮
か
び
あ
が
る
。
行
基

に
呪
願

を
受

け
て
蟹

を
放

つ
の
は
、
単

に
放
生

の
功
徳
を
願
う
だ
け
で
な
く
、
当

面
す

る
危
難

の
救
済

を
も
願
う
も

の
で

あ

っ
た
と
読
み
え
る
が
、

こ
こ
で
は
蟹

そ

の
も

の
に
報
恩

と
し
て
の
救
済

を
求
め

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。
本

話
は
か
か
る
か
た
ち

の
蟹

の
放
生

を

こ
の
位
置
に
設
定
し
、
行
基
に

こ
の
放
生
を

「
貴

き
か
な
、
善
き

か
な
」

と
讚
え
さ

せ
る

こ
と

で
、
鯛
女
を
深

い
仏
教
信
仰

を
獲

得
し
た
人
物

と
し

て
形
象
す

る
こ
と
に
成
功
し
た
と

い
え
る
。

こ
の
あ

と

「
虚
実
を
知
ら
む

と
お
も

ひ
、
耆
老

の
姓
名
を
問

へ
ど
も
遂

に
无

し
。
定

め
て
委
る
、
耆

は
是
れ
聖

の
化
な
る

こ
と
を
」
と

い
う
部
分

に
よ

っ
て
老
人

は
神
異

の
者

で
あ

っ
た

こ
と
が
明
か
さ
れ
、
彼
に
よ

っ
て



鯛

女
は
救

わ
れ

た
と
す

る
。
す

る
と
鯛
女
が

ひ
た
す
ら
行
基

の
教
え
を
守

っ
て
不
殺
生
戒

を
持

し
、
慈
悲

に
よ

っ
て
放
生
を

し
よ
う

と
し
た
そ

の
至

心

の
意
義
が
そ
が
れ

る
よ
う

に
も
み
え
る
が
、
け

っ
し

て
そ
う

で
は
な

い
。

鯛
女
が
行
基

の
言
葉
を
信
じ
、
持
戒

・
放
生

の
功
徳
を
信
じ
て
、
ひ
た
す

ら
そ

の
実
践
に

つ
と
め
よ
う
と
し

て
い
た
が
ゆ
え
に
、

そ

の
心
に
感
応

し

た
神
異

の
者

の
救
済

の
手
が
延

べ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ

の
発
想

は
や
や

儒
教
的

で
あ
る
が
、

仏
教
説
話
に
し
ぼ
し
ぼ

見
え
る
超

越
者

に
よ
る
試

し

の
モ
チ

ー
フ
が

こ
こ
に
は
用

い
ら
れ

て

い
る

の
で
あ
り
、

こ
れ

は
こ
れ

で

持
戒

の
意
味

を
説

き
得

る
も

の
な

の
で
あ

る
。

し
か
も
老
人
が
神
異

の
存

在

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
末

尾
で
明
ら

か
に
さ
れ

る

の
で
あ

っ
て
、
話

の
展

開

上

の
興
味

を
中
途

で
損
な
う
も

の
で
も
な

い
。

蟹
が
神
異

の
者

の
与
え

た
霊
的
動
物

で
あ

る
こ
と
は
最
後

に
明
ら
か

に

さ
れ

る

の
で
あ
り
、
放
生

の
時
点

で
も
、
蟹
が

ハ
サ
ミ
で
侵

入
し
た
蛇
を

殺

し
、
鯛

女
危
難

を
救
う

時
点

で
も

ま
だ
伏

せ
ら
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ

て
、

「
女
悚
ぢ
慄

る
。
唯
床

の
前

に
跳
り
爆
く
音
有
り
。
明

日
見
れ
ぼ
、

一
の
大
な

る
蟹
有
り

て
、
彼

の
大
き
な
る
蛇
、
条
然
に
段
切
れ
た
り
」
と

い
う
部
分

で
も
な
お
、
聞
く
者
、
読
む
者
を
し

て
、
持
戒

・
放
生

の
功
徳

の
大
き
さ
、
放
生
を

ひ
た
す
ら
心
に
か
け

て
大
き
な
犠
牲
を
払

っ
て
も
遂

行

し
よ
う
と
努
め
る

こ
と

の
重
要
性
に
思

い
を
致
さ

せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
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恩
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こ
の
事
実

の
提
示
を
う
け
て
末
尾
に
説

く

「
乃
ち
知

る
、
贖

ひ
放

て
る
蟹

の
恩
を
報

ゆ
る
な
り
。
井

せ
て
受
戒

の
力
な

る
こ
と
を
」

と
い
う
教
説
が

納
得

し
て
受
容
れ
ら
れ

る
こ
と
に
な

る
。

こ
れ

に
続

い
て
老
人
が
化
身

で

あ

っ
た
と
し
、

至
心
を
尽
く

し
て
慈
悲
行
に
努
め
る
と
き
仏
は
救

い
の
手

を
延

べ
る
こ
と
を
明
す

の
で
あ
る
。

確

か
に
、

こ
こ
に

二

つ
の
テ
ー

マ
を
示
す

こ
と
は
、
第
十

二
縁
に
比
較

す

る
と
報
恩

の
印
象
が
薄
れ

る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
最
後

に
神

異

の
者

の
感
応
が
説
か
れ
、
蟹
も
超
現
実
的
存
在

で
あ

っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
と
、

放
生

と
報
恩

の
テ
ー
マ
よ
り
は
持
戒

の
テ
ー

マ
に
重
点
が
移

っ
て
く
る
。

し
か
し

こ
れ
は

こ
れ

で
不
殺
生
戒
を
持
す

る
鯛

女

の
印
象
を
強
め
る
も

の

と
し

て
働
く
。
主
人
公
鯛
女
が
危
機

に
遭

遇
し
な
が
ら

い
よ
い
よ
持
戒

の

意
志
を
堅
固
に
し

て
、
慈
悲
行
を
実

践
し
て

い
く
さ
ま
は
感

動
を
呼
ぶ
も

の
と
な
る
。
さ
ら
に
ま
た
善
行

に
よ

っ
て
陥

っ
た
危
機
的
状
況

を
救
済
す

る
神
異

の
者

の
登
場
も

、
仏
教

の
救
済

の
力

を
説

く
う
え

で
は
効
果
的

で

あ
る
。
多
様

な
要
素

を
持
込

み
過
ぎ

る
感
が
あ

る
に
し
て
も
、
仏
教
説
話

と
し

て
は
る
か
に
整
備

さ
れ
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
話

の
運
び

の
効
果

を
も
計
算

し
た
構
成

の
巧
み
さ
、
仏
教
説
話

と
し
て
の
充
実
度
と

い
う
面

で
は
、
第

八
縁

は
第
十

二
縁

よ
り
も
完
成
さ
れ

て
い
る
。
完
成
度

の
高

い

も

の
が
後

で
あ

る
と
は
い
え
な

い
し
、
第

八
縁
が
土
着
化
し
た
も

の
が
第

一
七
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十
ご
縁

で
あ
る
可
能
性
も
な

い
わ
け

で
は
な

い
が
、
先
後
関
係
は
と
も
か

く
、

や

は
り
第
十

二
縁

の
方
が

日
本

の
固
脊
信
仰
や
在
地
性
と
深
く
か
か

ね

っ
て
お
り
、

よ
り
原
初
的
な
姿
を
残
す
と
み
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。
第
八

縁

は
、
第
十

二
縁

と
し
て
定
着
さ
れ
た
慈
悲
行
と
し

て
の
放
生

の
功
徳
を

説

く
山
城
国

の
蟹
報
恩
伝
承
を
行
基
集
団

に
属
す
る
人

々
が
語
り
、
聴
衆

の
反
応

を
確

か
め
な
が
ら
教
説

を
巧

み
に
配

し
、
磨
き
あ
げ
た
成
果
を
見

ぜ
る
も

の
と

い
え

る
。

し
た
が

っ
て
こ
れ

は
蟹
報
恩

・
蛙
報
恩

の
昔
話
と

の
遠
近

の
闘
題
に
は
か
か
わ
ら
な

い
。

こ
れ
ら

は
神
婚

の
モ
チ
ー
フ
を
利

用
レ
、
報

恩

の
テ
ー

マ
に
併

ぜ
て
、
慈
悲
行

と
し
て

の
放
生

の
功
徳
、
不

殺
生
戒
受
持

の
重
要

性
を
説
く
た
め
に
仏
教
者

に
よ

っ
て
形
成
さ
れ

た
説

話

で
あ
る
と
み
た

い
。
そ

の
意
味

で
は
む

し
ろ
昔
話

に
先
行
す

る
も

の
で

あ

っ
た
と

い
う

べ
き
な

の
で
あ
る
。

本
話

の
鯛
女
は
以
上
み
た
よ
う
に
仏
教

の
受
戒

・
持
戒

・
放
生

の
教
、民

を
守

っ
て
ひ
た
む
き
に
生
き
る
女
性
と
し
て
形
象

さ
れ

て

い
る
。
現
実

を

生
き
る
実
在
感
を
伴
な

っ
た
女
人

と

い
う

よ
り
、

や
や
作
り
物
的
な

女
人

と

い
う
印
象
を
免
れ
な

い
が
、
仏
教

の
理
念

に
基

い
て
形
象

さ
れ

た
新

た

な
女
人
像
と
し

て
注
目
す

べ
き
な

の
で
あ
る
。
生
硬
さ
は
あ

る
に
し
て
も
、

信
仰

と
行
動

の
ひ
た
む
き
さ
に
お

い
て
聞
く
者
に
強

い
印
象

を
与

え
る
女

性

と
し
て
、
そ

の
形
象

に
成
功
し

て
い
る
。

お

わ

り

に

一
八

以
上

の
よ
う

に
見

て
く

る
と
、

二
話
は
神
婚
伝
承

の
型
を
用

い
つ

つ
仏

教
的
理
念

に
し
た
が

っ
て
形
成
さ
れ
た
仏
教
説
話

で
あ
り
、
そ

の
題

の
違

い
は
こ
れ
ら
類
話

の
テ
ー

マ
の
重
点

の
置
き
方

の
相
違

の
読
み
取
り
と
深

く
関
わ

っ
て
い
る
わ

け
で
あ

る
。
景
戒
は
第

八
縁
は
慈
悲
行
た
る
放
生
と

報
恩

の
テ
ー

マ
の
み
な
ら
ず
、
受
戒

・
持
戒

の
功
徳

に
も
重
点
を
置

い
た

話

で
あ

り
、
第
十

二
縁

は
慈
悲
行
た

る
放
生

と
こ
れ

に
対
す

る
報
恩

に
焦

点

を
絞

っ
た
話

で
あ

る
と
読

み
取

っ
た
が
ゆ
え

に
、
第

八
縁

と
と
も

に
第

十

二
縁
も

こ
こ
に
収

め
る
意
義
あ
り

と
判
断

し
て
新
た

に
収
載

し
た

と
言

え
る

で
あ
ろ
う
。

か

つ
ま
た
両
話

は
あ
く

ま
で
バ

リ

エ
ー
シ

ョ
ン
の
関
係

に
あ
る
か
ら
、
類

話
を
あ
え
て
収

め
た
景
戒

は
、
最
初

に
も
触
れ
た

と
お

り
蟹

の
報
恩
が
大
和

で
も

山
城

で
も
確
認

さ
れ

た
事
実

で
あ

る
と
し
て
提

示
す
る

こ
と
を
意
図
し

て
い
た
と

い
え
る
。

『
霊
異
記
』
中

の
類
話

は
そ

の
よ
う
に
因
果

の
理
や
仏
菩
薩

の
霊
験

の
具
現
が

一
回
的
な
事
象

で
は
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め

の
役
割
も
与

え
ら
れ
て

い
た

の
で
あ

る
。

(
本
稿
は
昭
和
六
十

二
年

十

一
月

の
花
園

大
学

で

の
仏
教
文

学
会
例
会

に
お
け
る
発
表
に
基
づ
く
)

(
本
学
教

授
)


