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「
六
道
遊
行
」
は
『
狂
風
記
』
（
『
す
ば
る
』
昭
和
四
十
六
・
二
～
五
十

五
・
四
）
か
ら
約
一
年
後
、
八
十
を
超
え
る
高
齢
で
あ
っ
た
の
に
も
拘
ら

ず
、
昭
和
五
六
年
四
月
か
ら
翌
年
十
二
月
ま
で
連
載
し
、
年
が
明
け
て
刊

行
（
集
英
社
・
昭
五
十
八
・
四
）
さ
れ
た
。
「
狂
風
記
」
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
た
だ
、
「
狂
風
記
』
の
「
マ
ゴ
」
と

「
ヒ
メ
」
が
権
力
に
よ
っ
て
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
歴
史
を
否
定
・
無
化
す
る

た
め
に
千
数
百
年
の
過
去
へ
遡
っ
て
い
く
の
に
対
し
て
、
「
六
道
遊
行
』

は
奈
良
時
代
か
ら
現
代
へ
、
い
わ
ゆ
る
こ
れ
ま
た
千
数
百
年
の
未
来
へ
と

い
う
タ
イ
ム
・
ト
ン
ネ
ル
を
通
し
て
覗
見
で
き
る
小
楯
の
因
縁
を
断
ち
切

る
精
神
運
動
は
「
マ
ゴ
」
や
「
ヒ
メ
」
の
そ
れ
と
通
底
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
に
於
て
は
似
通
っ
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
、
こ
の
作
品
は
奈
良
朝
の
阿
修
羅
の
時
代
を
背
景
と
し
て
権
力
の

序
『
六
道
遊
行
』
論

「
因
縁
」
に
つ
い
て

た
め
に
陰
謀
と
策
略
と
い
っ
た
権
謀
術
数
を
繰
り
広
げ
る
武
家
と
公
卿
、

そ
こ
に
防
人
の
徒
を
破
っ
て
賊
の
頭
と
な
っ
た
小
楯
が
登
場
す
る
。
「
世

を
も
く
つ
が
へ
す
法
力
を
こ
そ
」
と
願
う
小
楯
に
叛
骨
精
神
を
窺
う
こ
と

が
出
来
る
。
一
方
「
つ
ね
に
餓
え
た
猛
獣
」
で
「
太
鼓
腹
」
の
思
想
を
持
つ

。
。
。
。
。
（
注
ｌ
）

た
大
造
や
「
毛
虫
」
の
思
想
を
持
ち
、
「
母
原
病
の
神
話
」
の
真
玉
に
、
「
か

た
ち
あ
っ
て
、
こ
こ
ろ
な
き
が
ご
と
き
も
の
だ
。
か
な
た
の
世
界
で
は
物

が
お
び
た
だ
し
い
繁
昌
と
見
え
る
。
人
間
ま
で
物
」
と
化
し
て
し
ま
っ
た

（
桃
２
）

「
露
骨
な
現
代
批
評
」
を
見
て
取
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
現
代
に
生
き
る
玉
丸
と
小
楯
と
の
間
に
は
「
砂
の
流
」
に

象
徴
さ
れ
る
「
因
縁
」
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
小
楯
が
一
生

を
か
け
て
の
念
願
で
あ
る
「
兒
法
」
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
し
て
い
る
。

故
に
こ
こ
で
は
小
楯
の
「
因
縁
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

李
忠
奎

4４

Hosei University Repository



｢六道遊行」論

呪
法
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
鏡
と
姫
と
の
関
係
が
成
り
得
た
と
す
れ
ば
、

小
楯
自
身
の
懸
想
す
る
姫
へ
の
そ
れ
も
兇
法
に
よ
っ
て
成
就
す
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
小
楯
は
そ
れ
を
放
棄
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
兇
法
」

に
対
す
る
考
え
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
こ
そ
が
小
楯

に
於
て
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
玉
丸
と
の

切
れ
な
い
「
因
縁
」
と
懸
想
し
続
け
て
い
た
姫
へ
の
恋
か
ら
完
全
自
由
へ

の
契
機
と
な
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
因
縁
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
、
こ

れ
が
道
鏡
と
は
違
う
意
味
の
小
楯
の
「
冗
法
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
小
楯
の
「
叛
骨
精
神
」
と
「
因
縁
」
と
が
本
作
品
の
二

本
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
周
知
の
よ
う
に
そ
れ
は
タ
イ
ム
・
ト

ン
ネ
ル
の
こ
ち
ら
側
に
於
け
る
「
叛
骨
精
神
」
と
姫
に
対
す
る
密
か
な
「
恋
」
、

そ
れ
か
ら
向
こ
う
側
に
生
き
て
い
る
子
へ
の
「
愛
情
」
Ⅱ
「
因
縁
」
と
に

分
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
一
章
ご
と
に
「
千
年
の
隔
た
り
を
飛
び
越
え
、

（
注
３
）

一
一
つ
の
時
代
を
〈
ロ
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
対
応
せ
し
め
た
」
と
こ
ろ
が
興
味
深

い
。
し
か
し
「
こ
れ
ま
で
の
作
の
主
題
や
趣
向
、
つ
ま
り
は
固
有
の
夢
の

形
象
が
、
こ
と
ご
と
く
集
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
こ
ぞ
っ

て
い
わ
ゆ
る
精
神
の
運
動
を
展
開
す
る
に
し
て
は
、
昔
を
偲
ぶ
記
念
物
の

（
注
４
）

展
示
会
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
印
象
が
強
す
ぎ
る
」

よ
う
に
、
「
叛
骨
精
神
」
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
革
命
小
説
群
や
『
修
羅
」

（
昭
和
三
十
三
・
七
）
、
「
狂
風
記
』
の
ご
と
く
強
烈
な
運
動
は
見
ら
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
小
楯
を
「
眼
の
人
・
見
る
人
・
表
す
人
を
象
徴
す
る
。

（
注
５
）

そ
れ
が
最
大
の
仕
掛
け
」
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
「
修
羅
」
に
於

け
る
「
｜
休
宗
純
」
の
よ
う
な
「
認
識
者
」
の
一
面
も
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
小
楯
が
究
法
を
修
め
よ
う
と
す
る
の
は
こ
の
世
の
社
会
秩
序
に

因
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
自
分
を
一
番
下
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て

運
動
を
起
す
と
い
う
意
味
で
は
「
八
幡
縁
起
」
（
昭
和
一
一
一
十
一
一
一
・
三
）
の

石
別
や
「
修
羅
」
の
胡
摩
に
近
似
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
石
川
淳
文
学

に
於
て
大
事
な
モ
チ
ー
フ
で
も
あ
っ
て
、
以
外
に
も
多
く
の
先
跳
を
見
る
。

こ
の
よ
う
に
「
上
総
の
小
楯
は
も
と
東
国
の
産
、
ひ
と
の
み
な
い
や
が

さ
き
も
り

る
防
人
に
と
ら
れ
て
筑
紫
に
送
ら
れ
た
が
、
徒
を
や
ぶ
っ
て
逃
亡
を
く
は

だ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
。
食
ひ
つ
め
の
身
の
は
て
は
い
づ
れ
乞
食
か
行
だ

ふ
れ
か
。
そ
れ
が
亡
者
ど
こ
ろ
か
首
尾
よ
く
ぬ
け
ぬ
け
と
生
き
の
び
た
の

は
、
当
人
の
意
地
づ
く
力
づ
く
、
盗
賊
」
と
し
て
生
き
始
め
る
。
盗
賊
と

し
て
「
目
に
見
え
る
物
な
ら
ば
、
こ
れ
を
ぬ
す
む
こ
と
が
で
き
る
。
銭
帛

珠
玉
、
か
う
と
に
ら
ん
で
取
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
意
の
ま

ま
に
取
り
も
し
た
」
が
、
小
楯
に
と
っ
て
は
「
こ
の
上
の
望
は
目
に
見
え

ぬ
も
の
を
ぬ
す
む
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
何
故
小
楯
は
「
目
に
見
え
ぬ
も
の
」

を
盗
も
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
奈

良
朝
の
天
平
時
代
ｌ
権
力
闘
争
に
明
け
暮
れ
阿
修
羅
と
な
っ
た
こ
の
世
ｌ

を
根
本
か
ら
立
て
直
す
こ
と
が
今
の
小
楯
の
夢
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
だ
が
、
こ
の
夢
想
を
今
の
小
楯
に
は
実
現
す
べ
き
力
が
備
わ
っ
て
い

な
い
が
た
め
に
「
お
の
れ
を
超
え
た
他
の
力
」
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
「
他

の
力
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
兇
」
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
冗
法
を
修

め
験
術
を
き
は
め
る
」
こ
と
が
小
楯
の
念
願
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
大
納
言
紫
微
令
藤
原
卿
の
権
勢
と
て
な
に
も
の
ぞ
。
世
を
も
く
つ
が

へ
す
」
夢
を
持
ち
つ
つ
冗
法
で
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、

小
楯
の
こ
の
夢
は
白
鹿
の
出
現
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
兇
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法
で
以
っ
て
こ
の
世
の
建
て
直
し
の
夢
よ
り
も
未
来
に
生
き
て
い
る
子
供

と
の
因
縁
と
い
う
兇
縛
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

小
楯
の
こ
の
世
へ
の
認
識
ま
で
が
宙
吊
り
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
小

楯
は
こ
の
世
か
ら
眼
を
逸
ら
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
こ
の
世
の

動
向
を
も
っ
と
も
悉
に
認
識
し
、
静
観
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、

「
冗
法
」
の
た
め
「
葛
城
山
」
に
赴
く
彼
の
行
為
が
「
修
羅
』
の
一
休
宗

純
の
「
行
く
と
こ
ろ
の
林
泉
は
杖
の
さ
き
に
あ
り
、
人
間
は
す
な
は
ち
目

の
う
ち
に
あ
っ
た
」
認
識
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
前
述

し
た
よ
う
に
一
休
宗
純
像
は
こ
の
こ
と
の
謂
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
小
楯
の
こ
の
種
の
夢
を
宙
吊
り
に
さ
せ
た
白
鹿
こ
そ
小
楯

の
因
縁
へ
の
案
内
者
で
あ
っ
た
。
白
鹿
の
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
千
数
百
年

の
時
空
を
往
き
来
す
る
小
楯
は
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
因
縁
に

ま
つ
わ
る
こ
と
と
な
る
。
白
鹿
が
案
内
し
た
と
こ
ろ
は
大
杉
の
空
洞
１
ダ

イ
ム
・
ト
ン
ネ
ル
で
あ
り
、
こ
の
空
洞
は
「
狂
風
記
』
の
「
廃
品
の
山
」

を
直
下
に
掘
る
こ
と
で
千
数
百
年
の
過
去
へ
通
じ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の

そ
れ
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
こ
か
ら
の
「
因
縁
」

へ
の
働
き
は
白
鹿
で
は
な
く
、
実
は
小
楯
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
白
玉
の

働
き
で
あ
っ
た
。
白
玉
は
人
間
だ
け
で
な
く
白
鹿
を
も
含
め
て
畜
類
に
ま

で
及
ぶ
「
因
縁
」
か
ら
は
誰
一
人
自
由
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
象
徴
な

の
で
あ
る
。
こ
の
白
玉
が
他
で
も
な
い
大
杉
の
空
洞
の
中
へ
消
え
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
小
楯
が
因
縁
と
ま
つ
わ
る
大
杉

の
空
洞
の
裂
け
目
が
即
ち
「
女
陰
」
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
「
女
陰
」
と
は
何
も
の
か
。

こ
の
女
陰
は
兇
縛
で
あ
っ
た
。
小
楯
は
そ
こ
か
ら
身
を
引
く
こ
と
が

で
き
な
い
。
い
や
、
足
は
お
の
づ
か
ら
そ
こ
に
踏
み
こ
ん
で
、
か
ら

だ
ぐ
る
み
ぞ
つ
く
り
穴
に
呑
ま
れ
る
に
ま
か
せ
る
ほ
か
に
す
べ
が
な

か
っ
た
。
穴
は
闇
。
そ
の
深
い
闇
に
は
い
ち
め
ん
に
こ
ま
か
い
砂
。

砂
は
絶
え
ず
ふ
り
し
き
り
、
ま
た
と
め
ど
な
く
流
れ
る
。
小
楯
の
か

ら
だ
は
と
た
ん
に
き
り
き
り
舞
い
し
て
、
行
方
も
知
れ
ず
、
上
か
下

か
、
前
か
う
し
ろ
か
、
わ
き
ま
へ
の
つ
か
ぬ
と
こ
ろ
に
巻
か
れ
流
れ

つ
づ
け
た
。
も
は
や
小
楯
は
あ
る
か
な
き
か
の
微
小
な
芥
子
の
一
粒

で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
落
ち
こ
ん
だ
の
は
因
縁
で
あ
る
。
因
縁
は
砂

の
流
に
あ
っ
た
。
過
去
の
因
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
現
在
の
果
を
見
よ
。

未
来
の
報
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ぱ
現
在
の
業
を
見
よ
。
さ
う
い
っ
て
も
、

現
在
は
闇
の
渦
に
た
だ
よ
ふ
。
過
去
も
未
来
も
知
れ
や
う
が
な
い
。

た
だ
小
楯
の
い
の
ち
が
ま
だ
絶
た
れ
な
い
か
ぎ
り
、
い
づ
れ
身
柄
は

生
あ
る
も
の
の
世
界
の
一
端
に
流
れ
寄
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
。
い

つ
、
ど
こ
に
。
そ
こ
が
過
去
か
未
来
か
。
一
切
有
情
の
も
の
は
お
の

お
の
業
因
に
由
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
世
界
の
ど
れ
か
に
行
き
つ
く
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
ふ
。
今
は
砂
の
ま
に
ま
に
ゆ
く
ほ
か
な
い
。
そ
の
ひ

ま
に
も
、
砂
は
と
き
に
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
た
て
、
と
き
に
波
涛
の
と

ど
ろ
き
を
発
し
て
、
永
劫
に
流
れ
て
ゆ
く
。
す
で
に
し
て
、
砂
の
流

は
過
去
未
来
に
わ
た
っ
て
き
は
ま
る
と
こ
ろ
の
な
い
生
死
の
大
海
で

あ
っ
た
。

全
て
の
生
滅
は
こ
の
因
縁
の
力
に
よ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
女
陰
は
「
因

（
注
６
）

縁
」
の
根
源
で
あ
る
。
野
口
武
彦
が
「
大
杉
の
内
部
の
乘
二
洞
が
、
す
で
に

見
た
よ
う
に
た
ん
に
特
定
の
一
母
体
の
子
宮
で
は
な
く
、
存
在
そ
れ
自
体

の
、
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
の
母
体
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
は

即
ち
人
間
世
界
に
於
て
因
縁
を
生
み
出
す
根
源
的
な
仕
組
み
に
他
な
ら
な

い
。
野
口
は
引
き
続
き
、
こ
の
白
鹿
の
登
場
を
女
性
原
理
と
し
て
論
じ
て

4６

Hosei University Repository



『六道遊行』論

〈
注
７
）

い
る
が
、
こ
の
玄
牝
は
作
者
ｊ
、
書
い
て
い
る
よ
う
に
老
子
の
『
道
徳
経
』

の
第
六
章
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
谷
神
不
死
是
謂
玄
牝
。
玄
牝
之

門
是
謂
天
地
根
。
縣
縣
若
存
用
之
不
勤
」
、
い
わ
ゆ
る
万
物
を
生
み

出
す
も
の
が
「
玄
牝
」
（
女
性
）
、
「
玄
牝
之
門
」
（
女
性
器
）
で
あ
る
と
い

』（ノ。こ
の
玄
牝
に
つ
い
て
野
口
は
。
玄
牝
」
と
は
万
物
を
分
娩
す
る
宇
宙

の
女
陰
で
あ
り
、
道
教
の
女
性
原
理
の
凝
核
で
あ
る
」
と
し
、
「
「
老
子
』

そ
の
他
の
道
教
思
想
を
異
端
と
み
な
す
儒
学
の
正
統
は
、
こ
れ
に
対
し
て

男
性
原
理
を
と
な
え
る
。
し
か
し
、
儒
学
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
い
た
っ

て
禁
欲
的
で
あ
り
、
「
玄
牝
」
に
対
抗
で
き
る
存
在
原
理
を
持
た
な
い
。

石
川
淳
が
「
六
道
遊
行
』
の
虚
構
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
射
影
す
る
「
巨
根
」

の
ま
ぼ
ろ
し
は
、
ま
さ
に
そ
の
原
理
を
用
意
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
人
間
存
在
は
「
玄
牝
」
に
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。

「
巨
根
」
を
も
っ
て
そ
れ
に
拮
抗
す
る
こ
と
が
、
歴
史
を
つ
ら
ぬ
く
エ
ロ

ス
の
力
学
な
の
だ
、
と
『
六
道
遊
行
」
を
歌
い
上
げ
る
」
も
の
と
し
て
い

ｚ
句
。こ
の
野
口
の
「
女
性
原
理
」
云
々
は
お
そ
ら
く
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と（注
８
）

思
わ
れ
る
。
野
口
同
様
の
意
味
な
の
か
は
判
別
で
菱
ご
な
い
が
、
澁
澤
龍
彦

も
「
『
六
道
遊
行
」
は
石
川
淳
の
小
説
と
し
て
は
め
ず
ら
し
く
、
男
性
原

理
と
女
性
原
理
の
角
逐
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し

て
く
る
」
と
書
評
し
て
い
る
。
「
玄
牝
」
が
万
物
を
生
む
と
い
う
意
味
に

於
て
、
そ
れ
を
「
女
性
原
理
」
と
す
る
の
は
理
解
に
難
く
な
い
が
、
「
道

教
」
が
「
女
性
原
理
」
だ
と
す
る
の
は
や
や
乱
暴
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
道

徳
経
』
に
見
る
道
教
は
別
に
「
女
性
原
理
」
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
る
ほ
ど
、
作
品
に
於
て
は
一
見
「
巨
根
」
を
も
っ
て
女
性
に
対
抗
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
道

鏡
の
巨
根
が
姫
の
み
か
ど
に
対
応
し
、
同
じ
く
巨
根
を
持
っ
た
玉
丸
が
周

り
の
女
性
に
飲
み
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
玉
童
子
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
「
そ
の
童
子
の
を
さ
な
顔
を
、
お
れ
は
け
ふ
町
中

に
見
た
。
ま
ぼ
ろ
し
で
は
な
い
。
輿
に
乗
っ
た
法
師
こ
そ
、
ま
さ
に
か
の

童
子
の
成
人
し
た
も
の
と
知
れ
た
」
と
思
い
、
「
口
に
は
出
さ
な
く
て
も

小
楯
の
目
に
は
法
師
の
顔
に
か
さ
ね
て
玉
丸
の
顔
が
ち
ら
つ
い
た
」
た
め

に
、
「
道
鏡
」
Ⅱ
「
玉
丸
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
だ

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
鏡
の
巨
根
の
力
は
権
力
に
あ
り
、

そ
の
権
力
争
い
に
よ
っ
て
失
墜
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
お
れ
は
ひ
と

り
で
行
く
。
お
も
ふ
ま
ま
に
振
舞
ふ
。
た
れ
の
世
話
に
も
な
ら
な
い
。
じ

ゃ
ま
な
や
つ
は
ど
け
。
し
た
が
ふ
や
つ
は
つ
い
て
来
い
。
ほ
し
い
も
の
は

取
る
。
取
っ
た
も
の
は
捨
て
る
。
も
の
に
も
ひ
と
に
も
、
こ
だ
は
ら
な
い
。

す
べ
て
手
玉
に
と
っ
て
あ
そ
ぶ
。
こ
れ
が
お
れ
の
本
性
」
の
玉
丸
は
如
何

な
る
も
の
に
も
邪
魔
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
石
川
淳
の
初
期
作
品
の
「
普
賢
』
や
「
鷹
」
、
『
落
花
」
、
そ
れ
以

後
の
作
品
に
見
る
「
荒
ぶ
る
神
」
像
を
思
い
浮
か
べ
る
も
の
で
あ
る
。
分

娩
が
即
ち
女
性
原
理
で
「
巨
根
」
が
男
性
原
理
だ
と
い
う
の
は
こ
の
作
品

上
に
於
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
玄
牝
の
白

鹿
も
玉
丸
の
母
の
真
玉
も
女
性
原
理
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り

因
縁
の
象
徴
と
し
て
見
倣
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
六
道
遊
行
』

が
。
巨
根
」
を
も
っ
て
そ
れ
に
拮
抗
す
る
こ
と
が
、
歴
史
を
つ
ら
ぬ
く

エ
ロ
ス
の
力
学
」
だ
と
す
る
野
口
の
論
は
些
か
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
発
想
で

は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
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要
す
る
に
以
上
の
意
味
に
於
て
こ
の
「
女
性
原
理
」
を
思
わ
せ
る
と
こ

ろ
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
を
目
掛
け
て
書
か
れ
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

贄
言
す
る
な
ら
ば
道
鏡
は
「
恋
の
ま
こ
と
」
で
は
な
く
、
権
力
の
座
に

巨
根
を
置
い
て
い
る
（
こ
の
意
味
で
は
『
狂
風
記
』
の
大
吉
に
似
て
い
る
）

し
、
玉
丸
は
権
力
や
女
性
と
い
っ
た
そ
う
い
う
も
の
と
は
一
切
関
係
な
く
、

如
何
な
る
も
の
か
ら
も
呪
縛
さ
れ
な
い
「
荒
ぶ
る
神
」
を
思
わ
せ
る
イ
メ
ー

ジ
を
持
っ
て
お
り
、
自
由
精
神
の
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
が

小
楯
の
冗
法
へ
の
認
識
の
変
化
を
促
し
た
原
因
で
も
あ
っ
た
。

さ
て
、
「
見
る
ま
に
、
ほ
ど
遠
く
、
白
鹿
の
呪
か
、
白
玉
の
み
ち
び
き

か
、
つ
よ
い
綱
に
引
か
れ
て
ゆ
く
や
う
に
、
小
楯
の
す
が
た
は
露
に
ま
ぎ

れ
」
る
如
く
、
小
楯
は
思
い
も
寄
ら
な
い
砂
の
流
れ
に
よ
っ
て
因
縁
の
大

海
、
因
縁
の
兇
縛
に
縛
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
で
因
縁
は
小
楯
の
意
思
と

は
関
係
な
く
作
用
す
る
。
小
楯
の
精
神
も
肉
体
も
「
業
」
と
「
因
」
に
よ
っ

て
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
因

縁
と
い
う
兇
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
限
り
、
道
鏡
の
よ
う
な
冗
法
は
可
能

で
あ
ろ
う
が
、
小
楯
の
目
指
し
て
い
る
冗
法
を
修
め
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。

小
楯
が
最
初
か
ら
因
縁
と
兇
法
の
意
味
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

故
に
兇
法
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
に
よ
っ
て
因
縁
か
ら
解
き
放
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

小
楯
の
こ
の
因
縁
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
玉
丸
の
存
在
に
依
る
。
真
玉

に
産
ま
せ
た
玉
丸
の
誕
生
に
よ
っ
て
小
楯
は
千
数
百
年
に
わ
た
っ
た
現
代

（
未
来
）
に
ま
で
引
き
ず
る
因
縁
、
業
の
深
さ
を
痛
感
す
る
。
「
人
間
は
因

縁
の
き
づ
な
に
依
っ
て
世
世
に
転
変
の
相
を
め
ぐ
る
と
や
ら
・
そ
の
業
の

深
さ
は
畜
類
の
わ
が
身
に
は
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
玉
丸
は
今
後
い

か
に
な
り
ゆ
く
か
」
と
嘆
く
白
鹿
に
こ
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
業
の
深
さ

を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
が
、
そ
れ
以
上
に
小
楯
の
因
縁
の
絆
は
堅

く
な
っ
て
い
く
。
「
子
よ
。
そ
の
宝
は
お
ま
へ
の
身
に
つ
い
て
離
れ
ぬ
。

も
し
他
人
が
よ
こ
し
ま
な
こ
こ
ろ
を
も
っ
て
そ
れ
に
手
を
ふ
れ
た
な
ら
、

三
年
片
腕
が
し
び
れ
よ
う
。
害
心
あ
る
も
の
な
ら
即
座
に
血
を
吐
い
て
死

に
も
し
よ
う
。
泥
も
玉
を
く
も
ら
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ひ
と
を
お
そ
れ
ず
、

世
を
は
ば
か
ら
ず
、
す
く
す
く
と
成
人
せ
よ
。
玉
丸
」
と
祈
り
な
が
ら
、

玉
童
子
を
掛
け
て
あ
げ
る
愛
情
。
こ
れ
こ
そ
が
因
縁
の
意
味
す
る
も
っ
と

も
顕
著
な
一
つ
の
現
象
で
あ
る
。

で
は
、
如
何
に
し
て
小
楯
は
現
代
に
ま
で
因
縁
の
夢
想
を
見
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
れ
は
密
か
に
懸
想
し
て
い
る
「
姫
の
み
か
ど
」
の
存
在
に
あ
る
。
明

ら
か
に
時
空
の
隔
た
り
を
作
品
に
於
て
は
同
時
進
行
の
共
時
性
を
作
り
上

げ
る
こ
と
で
成
功
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
姫
に
対
す
る
思
い
の
因
縁
が
千

数
百
年
過
ぎ
た
現
代
に
形
を
取
っ
て
顕
現
さ
れ
た
と
い
え
る
。
小
楯
の
姫

へ
の
思
い
は
到
底
成
就
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
道
鏡
が
成
就
し
て
い
る

の
は
巨
根
の
持
ち
主
で
あ
り
、
兇
法
を
極
め
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

た
と
え
、
道
鏡
の
そ
れ
が
姫
へ
の
「
恋
の
ま
こ
と
」
で
は
な
い
に
し
て
も
。

そ
の
姫
へ
の
思
い
が
千
数
百
年
の
時
空
を
超
え
て
現
代
に
蘇
っ
た
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
因
縁
は
こ
の
よ
う
に
想
像
を
絶
す
る
く
ら
い
の
力
を

持
っ
て
お
り
、
故
に
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
こ
の
地
上
界
に
於
て
は
不

可
能
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
「
紫
苑
物
語
』
（
昭
和

三
十
一
・
七
）
の
「
宗
頼
」
的
運
動
が
必
要
と
な
る
。
小
楯
に
そ
の
運
動

が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
因
縁
か
ら
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
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｢六道遊行」論

小
楯
の
因
縁
を
「
恋
」
と
「
愛
」
と
に
あ
え
て
分
け
て
考
え
た
い
。
そ

れ
は
た
だ
「
世
の
中
が
さ
わ
が
し
く
、
た
け
だ
け
し
い
と
あ
れ
ば
、
お
れ

は
た
だ
姫
の
み
か
ど
御
一
人
の
遊
楽
に
ふ
け
り
た
ま
ふ
お
姿
を
身
に
し
み

て
お
も
ふ
ば
か
り
だ
。
ま
た
お
れ
の
身
に
か
か
は
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
か

の
遠
い
世
界
の
…
…
」
に
あ
る
よ
う
に
天
平
時
代
の
こ
ち
ら
側
の
姫
に
対

す
る
「
恋
」
と
向
こ
う
側
の
玉
丸
に
対
す
る
「
愛
」
と
に
分
け
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
が
同
時
に
小
楯
か
ら
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
因
縁
か
ら
自
由
の
道
を
獲
得
す
る
契
機
に
も
な
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。

小
楯
の
姫
へ
の
恋
は
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
道
鏡
を
通
じ
て

為
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
即
ち
自
分
の
思
い
を
道
鏡
に
託
し
て

い
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、
道
鏡
の
姫
へ
の
行
為
を
自
分

の
行
為
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
行
為
が
「
ま
こ
と
」
で
あ
る
限
り
に

於
て
で
あ
る
。
道
鏡
の
梵
語
梵
文
や
出
世
は
小
楯
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な

い
。
も
っ
ぱ
ら
姫
に
対
す
る
恋
の
み
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
「
う
む
。

今
の
こ
と
に
し
て
、
道
鏡
の
振
舞
、
な
ん
と
も
脇
に
落
ち
ぬ
。
し
か
し
、

お
ほ
や
け
の
事
に
は
お
そ
ら
く
裏
の
か
ら
く
り
が
あ
ら
う
な
。
し
ば
ら
く

成
行
を
見
よ
う
。
ち
と
の
不
審
が
あ
っ
て
も
、
お
れ
は
道
鏡
を
す
ぐ
に
は

見
捨
て
ぬ
」
小
楯
の
心
に
は
道
鏡
に
「
信
じ
て
う
た
が
は
い
一
儀
」
を
見

て
い
る
。
そ
れ
は
小
楯
の
姫
に
対
す
る
「
恋
の
ま
こ
と
」
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
「
道
鏡
が
姫
の
み
か
ど
を
し
た
ひ
ま
ゐ
ら
せ
る
こ
こ
ろ
に
は
、
う
そ

ろ
雷
７
．｜’

い
つ
は
り
は
な
い
と
見
た
。
み
か
ど
の
み
こ
こ
ろ
に
も
、
さ
だ
め
て
お
な

じ
お
も
ひ
に
燃
え
さ
せ
た
ま
ふ
か
。
こ
の
恋
の
炎
の
絶
え
ぬ
か
ぎ
り
、
き

づ
な
の
切
れ
ぬ
か
ぎ
り
は
、
道
鏡
の
座
は
ゆ
ら
ぐ
こ
と
が
あ
る
ま
い
。
恋

の
ま
こ
と
こ
そ
、
人
間
の
本
性
、
ま
つ
り
ご
と
の
拠
っ
て
立
つ
根
元
」
と

し
て
、
道
鏡
の
そ
れ
を
「
恋
の
ま
こ
と
」
と
見
る
。
そ
れ
は
小
楯
自
身
の

懸
想
す
る
姫
に
対
す
る
思
い
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
権
力
の

座
に
上
っ
た
道
鏡
の
恋
に
一
抹
の
憂
慮
の
念
を
払
拭
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
「
た
だ
姫
の
み
か
ど
を
し
た
ひ
ま
ゐ
ら
せ
る
道
鏡
の
こ
こ
ろ
根
に
、

誓
っ
て
い
つ
は
り
な
し
と
い
へ
る
か
ど
う
か
。
お
れ
の
懸
念
は
そ
こ
に
あ

る
。
恋
の
ま
こ
と
に
扶
け
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、
一
身
の
出
世
栄
耀
の

た
め
に
ち
と
の
細
工
を
ほ
ど
こ
し
た
と
し
て
も
、
お
れ
は
深
く
と
が
め
よ

う
と
は
お
も
は
い
。
も
し
や
恋
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
の
法
王
な
ら
ば
、

道
鏡
こ
そ
捨
て
て
お
け
ぬ
く
せ
も
の
よ
・
次
第
に
依
っ
て
は
お
れ
が
斬
ろ

う
。
こ
の
後
の
成
行
は
目
が
離
さ
れ
ぬ
ぞ
。
姫
の
み
か
ど
に
お
か
せ
ら
れ

て
は
、
道
鏡
に
破
格
の
位
を
お
さ
づ
け
な
さ
れ
て
ま
で
、
恋
慕
の
道
一
筋

に
つ
ら
ぬ
か
せ
た
ま
ふ
。
そ
の
み
こ
こ
ろ
が
お
い
た
は
し
い
」
こ
と
こ
そ

上
記
の
如
く
小
楯
の
「
ひ
と
知
れ
ず
姫
の
み
か
ど
に
恋
慕
」
を
寄
せ
て
い

る
心
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
道
鏡
の
姫
と
の
恋
に
関
し
て
坂
口
安
吾
は
世
に
伝
え

（
注
９
）

る
歴
史
と
は
違
う
見
解
を
「
道
鏡
童
子
」
（
「
オ
ー
ル
読
物
』
昭
一
一
十
七
・

二
「
安
吾
史
證
」
と
し
て
発
表
）
に
書
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
道
鏡
の
「
後

胤
」
説
を
中
心
に
し
た
「
童
貞
童
女
」
論
で
あ
る
。

「
こ
の
女
帝
は
後
世
の
俗
史
に
至
っ
て
ミ
ダ
ラ
千
万
に
描
か
れ
て
い
る

が
、
正
史
は
そ
れ
に
関
し
て
は
極
め
て
か
す
か
に
暗
示
的
な
も
の
が
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
正
史
は
押
勝
や
道
鏡
を
倒
し
て
天
下
を
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と
っ
た
反
対
派
の
筆
に
な
る
も
の
」
に
過
ぎ
ず
、
因
っ
て
作
為
の
史
書
で

あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
道
鏡
に
つ
い
て
は
「
彼
は
マ
ジ
メ
な
禅
行
で
世
に

き
こ
え
、
そ
の
高
徳
と
学
識
で
世
間
の
信
頼
を
博
し
て
い
た
行
い
正
し
い

僧
」
で
あ
り
、
そ
の
故
に
「
道
鏡
と
い
う
人
格
の
現
わ
れ
は
女
帝
の
眼
界

を
一
挙
に
ぬ
り
か
え
、
女
帝
の
生
き
方
を
変
え
て
し
ま
っ
た
」
人
物
で
あ

る
。
従
っ
て
「
道
鏡
の
心
の
位
置
も
女
帝
の
そ
れ
の
ご
と
く
あ
ま
り
に
正

し
く
純
心
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
俗
史
や
正
史
が
伝
え
る
よ
う
な
こ
と
は

あ
り
得
ず
、
む
し
ろ
一
生
涯
「
童
貞
」
だ
っ
た
と
い
う
の
が
「
童
貞
童
女
」

論
で
あ
る
。

道
鏡
の
推
薦
も
ま
た
道
鏡
排
除
も
藤
原
一
門
の
算
術
に
よ
る
陰
謀
に
過

ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
歴
史
が
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
鏡
と
女
帝
と

の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
「
六
道
遊
行
』
の
内
容
と
は
相
反
す
る
こ
と
と
な

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
六
道
遊
行
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
真
偽

の
詮
議
詮
索
は
無
用
で
あ
る
。

〈
注
皿
）

こ
の
坂
口
の
論
に
つ
い
て
北
山
茂
夫
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

道
鏡
を
題
名
と
し
な
が
ら
女
帝
の
家
史
と
恋
に
筆
力
を
ふ
る
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
た
い
へ
ん
よ
い
の
だ
が
、
喜
田
貞
吉
の
、
手
口
を
か
え

た
国
体
論
、
す
な
わ
ち
道
鏡
は
後
胤
な
り
と
い
う
説
に
ひ
っ
か
か
っ

た
点
で
は
ま
っ
た
く
駄
目
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
天
皇
制
の
存

否
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
た
た
か
わ
れ
た
騒
然
た
る
活
況
の
な
か
で
、

女
帝
の
愛
欲
を
肯
定
的
に
描
い
た
の
は
、
壮
快
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
道
鏡
の
後
胤
説
の
是
非
は
と
も
か
く
（
事
実
坂
口
は
後
胤
説

の
否
定
の
立
場
に
あ
る
）
坂
口
は
女
帝
と
道
教
と
の
愛
欲
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
か
ら
こ
そ
「
童
貞
童
女
」
論
を
書
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
女

帝
の
道
鏡
へ
の
尊
敬
の
念
を
「
女
帝
の
愛
欲
を
肯
定
的
に
描
い
た
」
と
い

う
認
識
は
如
何
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
北
山
自
身
が
一
般
に
贈

灸
し
て
い
る
よ
う
に
二
人
の
愛
欲
の
関
係
を
信
じ
、
し
か
し
、
そ
れ
を
肯

定
し
た
い
が
た
め
に
坂
口
の
論
を
「
肯
定
的
に
描
い
た
の
は
、
壮
快
」
だ

と
思
い
込
ん
だ
結
果
か
ら
く
る
無
意
識
の
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
論
を
戻
し
て
言
え
ば
、
小
楯
の
期
待
に
反
し
て
道
鏡
の
恋

は
ま
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
恋
の
ま
こ
と
こ
そ
、
人
間
の

本
性
、
ま
つ
り
ご
と
の
拠
っ
て
立
つ
根
元
」
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
そ
の

道
か
ら
外
れ
た
故
に
道
鏡
の
挫
折
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
「
道
鏡
、
姫
の

み
か
ど
に
仕
へ
ま
つ
る
た
め
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
恋
の
つ
と
め
に
精
を
そ
そ

ぎ
ま
ゐ
ら
す
べ
き
と
こ
ろ
、
あ
ら
う
こ
と
か
天
下
の
国
家
の
と
お
ろ
か
な

沙
汰
に
気
を
う
ば
は
れ
、
玉
の
床
に
み
こ
こ
ろ
を
み
た
し
め
ず
、
あ
や
し

き
も
の
を
献
じ
て
非
力
を
お
ぎ
な
ふ
か
。
色
の
道
に
慨
怠
の
罪
、
こ
こ
に

至
っ
て
笑
止
に
も
、
ま
た
あ
さ
ま
し
く
も
見
え
」
、
彼
の
排
除
は
「
恋
の

ま
こ
と
に
そ
む
い
た
外
道
の
む
く
い
」
と
し
て
の
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
。

こ
の
考
え
は
け
だ
し
道
鏡
の
恋
に
関
す
る
話
で
は
な
く
、
権
力
に
対
す
る

小
楯
の
認
識
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
道
鏡
の
恋
の
終
焉
は
ま
た
小
楯
彼
自
身
の
恋
の
終
わ
り
を
告
げ
る

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
に
於
て
こ
の
事
件
は
「
恋
」
と
い
う
因

縁
の
強
い
糸
を
切
る
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
小
楯
の
子
に
対
す
る
「
愛
」
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
愛
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
玉
丸
へ
の
愛
情
、
煩
悩
に
他
な
ら

な
い
。
か
つ
て
小
楯
は
前
触
れ
も
な
く
自
分
が
も
っ
て
い
た
白
玉
の
作
用

に
よ
っ
て
現
代
に
生
き
る
玉
丸
を
得
た
。
と
い
う
よ
り
も
強
い
因
縁
の
糸

に
つ
ら
れ
て
「
と
き
に
飛
び
去
り
、
と
き
に
吹
き
も
ど
さ
れ
、
こ
こ
と
か
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『六道遊行」論

な
た
と
往
来
の
道
」
を
「
い
つ
と
も
知
れ
ぬ
砂
ま
か
せ
」
に
旅
す
る
。
そ

の
旅
先
の
現
代
（
未
来
）
に
見
る
人
間
模
様
と
は
「
か
た
ち
あ
っ
て
、
こ

こ
ろ
な
き
が
ご
と
き
も
の
だ
。
か
な
た
の
世
界
で
は
物
が
お
び
た
だ
し
い

繁
昌
と
見
え
る
。
人
間
ま
で
物
よ
・
生
き
て
は
ゐ
て
も
、
こ
こ
ろ
が
抜
け

て
、
右
往
左
往
、
め
い
め
い
勝
手
に
あ
ば
れ
ま
は
っ
て
始
末
が
つ
か
ぬ
」

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
子
を
案
ず
る
思
い
は
現
代
の
「
こ
の
世
界

の
泥
の
中
」
か
ら
玉
丸
を
守
る
た
め
玉
童
子
を
掛
け
て
あ
げ
た
そ
の
後
も

小
楯
の
子
煩
悩
は
止
む
こ
と
を
知
ら
な
い
。
「
お
れ
は
子
の
縁
に
引
か
さ

れ
て
こ
の
場
に
来
た
。
気
が
か
り
は
玉
丸
の
み
。
そ
の
行
末
が
ど
う
な
る

や
ら
、
お
い
し
の
こ
と
ば
の
毒
に
く
も
っ
て
見
と
ほ
し
が
た
い
。
そ
こ
に

お
い
し
と
い
ふ
堰
が
あ
っ
て
、
見
よ
う
す
る
お
れ
の
目
を
は
ば
む
。
し
か

し
、
お
れ
の
目
は
堰
を
や
ぶ
っ
て
、
玉
丸
の
前
途
を
ど
こ
ま
で
も
見
ま
も

っ
て
ゆ
く
」
小
楯
の
煩
悩
は
果
て
し
な
く
深
ま
っ
て
い
く
。

「
遠
い
世
界
へ
と
流
れ
る
砂
の
か
よ
ひ
路
」
が
絶
ち
切
ら
れ
た
の
に
も

拘
ら
ず
、
「
神
威
な
に
も
の
ぞ
。
霊
異
は
人
間
の
こ
こ
ろ
に
ひ
そ
む
。
身

を
は
こ
ぶ
た
よ
り
は
封
じ
ら
れ
て
も
、
こ
こ
ろ
を
飛
ば
せ
る
す
べ
」
を
見

出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
「
夢
」
を
も
っ
て
し
た
。
こ
の
夢
こ

そ
、
「
雲
の
か
な
た
に
翔
け
る
乗
物
」
で
あ
り
、
故
に
「
か
な
た
の
世
界

に
分
け
入
っ
て
、
さ
だ
め
な
き
事
の
成
行
を
見
と
ど
け
」
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
未
来
に
生
き
る
玉
丸
へ
の
思
い
は
「
夢
」
を
媒
介
に
し
て
ま

で
因
縁
の
糸
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
お
れ
と
こ
ち
ら
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
と
い
へ
ば
、
た
だ
一
筋
、
玉

丸
の
こ
と
よ
・
知
っ
て
も
ゐ
よ
う
が
、
こ
の
縁
は
太
刀
を
も
っ
て
切
っ
て

も
切
れ
ぬ
。
縁
に
引
か
れ
て
往
来
す
る
」
小
楯
は
兇
へ
の
認
識
の
変
化
が

一
因
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
如
何
に
し
て
因
縁
か
ら
解
き
放
さ
れ
る
の

小
楯
の
因
縁
か
ら
自
由
へ
の
精
神
的
運
動
を
『
紫
苑
物
語
』
の
「
宗
頼
」

や
「
狂
風
記
』
の
「
マ
ゴ
」
と
「
ヒ
メ
」
の
そ
れ
と
は
違
う
方
法
で
獲
得

し
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
は
読
者
に
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
が
薄
弱
に
見
え
る

の
も
確
か
で
あ
る
。
彼
ら
に
見
る
よ
う
な
「
荒
ぶ
る
神
」
の
風
貌
も
、
ま

た
そ
の
た
め
の
精
神
的
運
動
の
量
が
相
対
的
に
弱
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

と
は
い
え
、
彼
は
兜
法
と
い
う
一
つ
の
方
法
を
見
出
し
て
い
る
。

兜
と
は
何
か
。
ま
た
こ
の
兜
を
修
め
る
た
め
の
葛
城
山
と
は
何
か
。

ま
ず
、
葛
城
山
と
は
如
何
な
る
地
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
見
る
こ
と
に

す
る
。古
代
宗
教
に
お
い
て
冗
言
と
か
託
宣
と
か
い
ふ
こ
と
が
如
何
に
重
要

な
意
義
を
占
め
る
か
、
今
更
い
ふ
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
ら
う
。
さ

う
い
ふ
面
を
主
宰
す
る
神
が
こ
の
葛
城
に
を
ら
れ
る
と
す
る
信
仰
が

あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
思
っ
た
だ
け
で
も
、
古
代
こ
の

地
域
が
何
と
な
く
神
秘
の
雰
囲
気
に
満
た
さ
れ
て
ゐ
た
有
様
を
偲
び

得
る
や
う
に
思
ふ
。
と
に
か
く
、
葛
城
山
方
面
は
異
常
な
霊
地
で
あ

っ
た
。

で
あ
ろ
う
か
。

葛
城
人
が
戴
く
神
は
「
一
言
主
」
的
、
即
ち
特
に
一
一
一
一
口
霊
を
掌
る
託
宣

神
的
特
性
を
具
へ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
神
意
が
人
生
の
指
導
者
と
し

て
重
ん
じ
ら
れ
た
上
古
に
お
い
て
特
殊
な
る
地
位
に
在
る
神
で
あ
っ

た
。
さ
う
い
ふ
神
を
朝
廷
側
が
認
め
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

－

￣

■■■■■■■■■■ト

日本文學誌要第７４号5１

Hosei University Repository



統
合
し
た
の
だ
と
い
ふ
記
憶
は
葛
城
山
の
信
仰
界
に
於
け
る
地
位
を

弥
高
め
つ
つ
、
以
て
飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
葛
城
山
に
を
る
と
い
ふ
兜
言
神
を
め
ぐ
っ
た
特
殊
な
歴

史
的
事
情
が
与
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
山
に
対
す
る
霊
異
観
が
昂
ま

り
世
人
の
葛
城
信
仰
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
和
歌
森
太
郎
「
修
験
道
史
研
究
』

昭
和
十
八
・
五
河
出
書
房
）

こ
の
よ
う
に
葛
城
山
は
兇
法
を
修
め
る
霊
山
と
し
て
拝
め
ら
れ
て
い
た
。

文
献
（
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
「
続
日
本
紀
」
「
日
本
霊
異
記
」
）
に
伝

え
る
真
偽
の
詮
議
詮
索
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
窺
え
る
も
の
と
し
て
、
葛
城

山
は
冗
法
の
修
験
の
場
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
葛
城

山
と
小
楯
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
小
楯
に
と
っ
て
葛
城
山
と
は
「
つ
ま
り
、

ヒ
メ
が
年
が
た
つ
に
つ
れ
て
若
が
え
っ
て
〈
目
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
の
い
の

ち
の
光
〉
に
み
ち
る
よ
う
に
、
マ
ゴ
が
地
下
の
世
界
を
掘
り
す
す
む
に
つ

れ
て
溶
岩
の
よ
う
に
力
を
あ
ふ
れ
さ
せ
て
く
る
よ
う
に
、
小
楯
も
老
い
と

死
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
生
命
を
得
る
は
ず
だ
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の
葛
城
山
は
へ
未
知
の
新
た
な
生
と
存
在
の
確
信
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
〈
最
後
の
大
願
〉
は
、
新
た
な
生
命
の
光
の
告
知

（
注
Ⅱ
）

に
通
ず
る
最
初
の
一
歩
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
小
楯
に
於
け
る
「
兇
」
は
如
何
に
し
て
認
識
さ
れ
、
変
化

し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
楯
は
い
う
。
「
兇
こ
そ
お
れ
の
か
ね
て
望
む
と
こ
ろ
よ
・
こ
こ
ろ
な

ら
ず
も
俗
界
の
し
が
ら
み
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
か
の
お
山
の
士
は
ま
だ
踏

ま
ぬ
」
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
俗
界
の
し
が
ら
み
」
か
ら
掛
け
離
れ
た

と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
し
か
究
法
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
天
平
時
代
に
於
て
、
特
に
道
鏡
に

見
る
廃
頚
し
た
仏
教
か
ら
は
何
も
救
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
く
る
苛
立
ち
の

表
れ
で
も
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
「
ほ
と
け
の
教
は
こ
れ
を
な
ん
と
見
る
。
死

人
を
焼
い
た
火
は
経
巻
を
焼
く
も
の
で
は
な
い
か
。
金
銀
と
て
仏
法
恭
敬

を
う
た
っ
て
掻
き
あ
つ
め
た
も
の
よ
◎
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
わ
れ
ら
の
手
に

取
り
も
ど
せ
。
お
れ
は
お
び
た
だ
し
い
経
巻
が
燃
え
ほ
ろ
び
て
空
に
帰
す

る
の
を
見
た
い
」
と
願
う
小
楯
は
「
宿
曜
と
は
も
と
天
竺
に
於
け
る
天
文

の
学
よ
り
出
た
な
。
星
は
七
曜
二
十
八
宿
に
わ
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
神
の
座

ぢ
や
。
人
界
の
吉
凶
善
悪
の
相
す
べ
て
こ
こ
に
あ
ら
は
れ
る
。
禍
福
は
星

の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
天
界
の
運
行
を
見
て
地
上
の
未
来
を
さ

と
る
。
こ
れ
ぞ
兇
の
法
よ
・
法
力
の
神
通
な
る
も
の
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

星
の
う
ご
き
の
舵
を
取
っ
て
、
禍
を
転
じ
て
福
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

兇
と
い
う
も
の
を
「
ぬ
す
み
取
っ
て
、
こ
れ
を
俗
に
も
ち
か
へ
り
、
当
世

の
用
に
使
は
う
と
す
る
」
と
こ
ろ
か
ら
兇
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
小
楯
の
誤
っ
た
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
が
い
う
よ
う
に
そ

れ
は
「
当
世
の
用
。
あ
さ
は
か
な
こ
と
よ
・
落
ち
る
と
こ
ろ
は
道
鏡
が
よ

い
み
せ
し
め
」
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

俗
務
は
道
鏡
に
ま
か
せ
て
、
姫
の
み
か
ど
は
お
あ
そ
び
な
さ
れ
る
。

天
下
の
事
、
な
に
ご
と
ぞ
。
一
身
の
遊
楽
に
こ
そ
、
自
然
の
徳
は
あ

る
。
唐
人
の
こ
と
ば
に
、
物
に
乗
じ
て
以
て
心
を
遊
ば
し
む
と
か
い

っ
た
な
。
晴
も
よ
し
、
雨
も
よ
し
。
お
こ
な
ふ
と
こ
ろ
自
由
神
通
。

ま
こ
と
の
王
者
の
風
よ
・
わ
れ
ら
盗
賊
も
ま
た
あ
そ
ぶ
ぞ
。
こ
の
一

夜
の
ざ
か
づ
き
に
世
事
の
塵
は
浮
か
な
い
。
余
念
な
く
か
た
む
け
て

歓
を
つ
く
さ
う
。
こ
れ
ま
た
別
天
地
の
王
者
の
こ
こ
ろ
だ
。
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『六道遊行』論

今
、
玉
丸
は
巷
の
ま
ん
な
か
に
そ
そ
り
立
つ
黒
木
の
柱
で
あ
っ
た
。

柱
は
お
の
づ
か
ら
震
動
す
る
。
い
き
ほ
ひ
あ
ま
っ
て
、
玉
童
子
は
鎖

が
切
れ
て
ふ
つ
飛
ん
だ
。
と
っ
さ
に
、
小
楯
は
手
の
ひ
ら
に
受
け
と

め
て
こ
れ
を
つ
か
ん
だ
。

小
楯
の
兇
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
は
こ
の
道
鏡
の
挫
折
と
玉
丸
を

守
っ
て
い
た
「
玉
童
子
」
が
切
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、

兇
を
こ
の
地
上
に
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
で
彼
が
目
指
す
大
願
を
成
し
遂
げ

る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
認
識
の
証
拠
で
も
あ
る
。

兇
の
秘
術
を
ぬ
す
み
取
っ
て
、
こ
れ
を
俗
に
も
ち
か
へ
り
、
当
世
の

用
に
使
は
う
と
す
る
。
そ
の
い
ざ
な
ひ
は
つ
よ
く
、
下
ど
こ
ろ
は
燃

え
て
ゐ
た
。
当
世
の
用
。
あ
さ
は
か
な
こ
と
よ
・
落
ち
る
と
こ
ろ
は

道
鏡
が
よ
い
み
せ
し
め
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
兜
の
法
を
修
め
る

こ
と
は
死
と
直
面
す
る
こ
と
に
あ
る
。
道
の
き
は
ま
り
は
、
そ
こ
に

死
を
見
る
ほ
か
な
い
。
今
に
し
て
、
お
れ
は
お
く
れ
て
そ
れ
を
さ
と

っ
た
ぞ
。
（
中
略
）
生
は
死
の
と
も
が
ら
、
死
は
生
の
は
じ
め
と
知

ら
ぬ
か
。
死
生
一
條
。
天
地
の
一
気
に
あ
そ
ぶ
の
み
。
地
上
は
す
で

に
見
た
。
地
下
も
生
き
な
が
ら
の
ぞ
い
た
。
こ
れ
か
ら
は
天
上
を
見

る
こ
と
を
ね
が
ふ
。
山
林
の
行
者
は
天
に
通
ず
ろ
。
法
を
究
め
る
こ

と
深
け
れ
ば
、
死
し
て
活
路
を
ひ
ら
く
は
天
上
か
。
盗
賊
の
最
後
の

大
願
。
そ
の
法
を
ぬ
す
む
。
お
れ
は
霊
山
に
よ
ぢ
て
、
い
ま
だ
見
る

に
至
り
え
ぬ
世
界
に
あ
そ
ぶ
ぞ
。

こ
れ
は
小
楯
の
新
た
な
生
へ
の
出
発
で
あ
っ
た
。
「
こ
れ
で
身
の
ま
は

り
の
一
切
に
け
り
が
つ
い
た
。
す
で
に
姫
の
み
か
ど
の
お
は
さ
ぬ
奈
良
の

都
の
こ
と
も
、
ま
た
行
末
を
見
と
ほ
し
た
遠
い
か
な
た
の
世
界
の
こ
と
も
、

す
べ
て
は
を
は
っ
た
。
お
も
へ
ば
、
｜
場
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
か
。
か
う
い
ふ

お
れ
も
、
こ
の
長
の
年
月
を
へ
て
、
髪
に
ち
と
の
霜
を
置
い
た
ぞ
。
お
れ

は
今
や
う
や
く
老
い
た
。
も
は
や
お
も
ひ
の
こ
す
こ
と
は
な
い
」
故
に
、

小
楯
は
こ
の
人
間
界
か
ら
天
上
界
へ
と
飛
び
込
ん
で
い
く
。

（
注
胞
）

戸
川
安
章
は
「
「
凡
聖
」
と
は
「
六
凡
四
聖
」
の
略
で
、
「
六
凡
」
と
は

「
六
道
」
と
か
「
六
界
」
と
も
い
い
、
地
獄
道
（
地
獄
界
）
・
餓
鬼
道
（
餓

鬼
界
ｌ
「
道
」
と
い
い
、
「
界
」
と
い
う
、
以
下
同
じ
）
・
畜
生
道
・
修

羅
道
・
人
間
道
・
天
道
な
ど
の
凡
愚
な
六
種
の
境
界
に
生
を
う
け
た
も
の

を
い
い
、
声
聞
・
緑
覚
・
菩
薩
お
よ
び
仏
と
い
っ
た
聖
な
る
境
涯
に
あ
る

も
の
を
「
四
聖
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
者
の
六
者
は
、
凡
愚
な
る
行
動

と
、
思
考
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
「
業
（
ご
う
）
」
に
よ
っ
て
、

三
界
を
転
生
輪
廻
し
、
大
い
な
る
苦
悩
を
負
う
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
「
凡
」

と
よ
び
、
の
ち
の
四
種
は
輪
廻
転
生
の
く
る
し
み
を
は
な
れ
、
そ
の
い
う

こ
と
と
、
お
こ
な
う
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
一
致
し
、
人
間
界
や
、
天
上

界
に
生
を
う
け
て
い
る
も
の
の
師
範
と
あ
お
が
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
あ

ま
ね
く
一
切
の
こ
と
に
通
了
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
聖
」
と
よ
ぶ
の

で
あ
る
。
こ
の
「
聖
」
な
る
も
の
と
、
「
凡
」
な
る
も
の
と
が
、
同
一
の

場
に
立
っ
て
い
る
の
が
、
現
前
の
娑
婆
世
界
（
現
実
の
社
会
）
で
あ
る
」

と
い
う
。
小
楯
は
「
地
下
」
も
「
地
上
」
も
す
で
に
見
、
こ
れ
か
ら
は
六

道
の
最
後
の
「
天
上
」
に
遊
ぶ
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
天

上
」
も
迷
い
の
世
界
、
即
ち
こ
の
人
間
界
と
同
じ
く
「
業
」
の
世
界
で
あ

る
。
一
見
小
楯
が
天
上
に
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
恰
も
「
業
」
か
ら
自
由
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
た
だ
天
上
界
に
行
く
こ
と
だ
け
で
は
「
聖
」

の
世
界
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
小
楯
の
い
う
天
上
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
「
山
林
の
行
者
は
天
に
通
じ
る
」
と
こ
ろ
の
、
換
言
す
れ
ば
兇
法
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に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
山
林
」
と
は
即
ち

（
注
旧
）

山
で
あ
る
。
古
代
に
於
け
る
山
に
つ
い
て
村
山
修
一
は
「
シ
ナ
の
道
教
思

想
・
神
仙
思
想
の
影
響
」
が
あ
っ
た
と
し
た
上
で
、
現
在
で
も
あ
る
両
基

制
（
「
サ
ン
マ
イ
」
「
山
墓
」
「
イ
ケ
墓
」
な
ど
の
「
共
同
墓
地
」
で
、
「
穣

多
き
忌
む
べ
き
と
こ
ろ
」
と
「
「
ラ
ン
ト
ウ
」
「
マ
イ
リ
墓
」
「
内
墓
」
「
清

墓
」
な
ど
の
「
神
聖
な
祭
祀
の
霊
地
」
と
す
る
）
は
「
古
代
人
が
も
っ
た

山
岳
信
仰
の
両
面
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
山
に
は
死
者
の
国
、
暗
黒
の
世

界
が
あ
る
反
面
、
聖
な
る
国
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
世
界
も
想
定
せ
ら
れ
て
い

た
」
と
い
う
よ
う
に
小
楯
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
世
界
」
の
よ
う
な
、
「
業
」

か
ら
自
由
の
世
界
を
思
い
描
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に

於
て
は
「
業
」
の
三
界
の
一
つ
で
あ
る
天
上
界
は
小
楯
が
一
生
を
か
け
て

の
大
願
で
は
な
い
と
い
え
る
。
小
楯
が
目
指
す
世
界
は
い
う
ま
で
も
な
く

「
聖
」
の
世
界
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
死
」
が
「
業
」
を
超
越
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
か
ら
自
由
で

あ
る
た
め
に
は
「
凡
愚
な
る
行
動
と
、
思
考
」
の
転
換
を
見
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
小
楯
は
千
数
百
年
の
時
空
を
往
き
来
し
な
が
ら
そ
れ
を
手

に
入
れ
て
い
た
。
そ
の
認
識
の
変
化
の
上
に
小
楯
は
天
上
を
意
識
し
て
い

る
。
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
「
天
上
」
は
六
道
の
そ
れ
で
は
な
く
、
そ
こ

か
ら
超
越
し
た
と
こ
ろ
の
「
聖
」
の
世
界
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

「
表
は
地
蔵
、
裏
を
か
へ
せ
ば
す
な
は
ち
閻
魔
。
地
蔵
菩
薩
即
閻
羅
身

と
知
れ
。
こ
れ
ぞ
釈
迦
如
来
の
御
旨
を
奉
じ
て
天
上
よ
り
地
獄
ま
で
六
道

の
衆
生
を
救
は
せ
た
ま
ふ
菩
薩
な
れ
ば
、
と
き
に
は
お
ん
身
を
変
じ
て
閻

羅
王
と
も
な
り
た
ま
ふ
。
二
面
一
体
に
て
、
菩
薩
像
は
た
ふ
と
く
し
て
お

そ
ろ
し
い
。
（
中
略
）
人
間
の
世
に
お
い
て
、
生
け
る
閻
羅
王
に
は
た
れ

が
な
る
。
菩
薩
の
み
こ
こ
ろ
を
体
し
て
申
さ
う
な
ら
、
す
な
は
ち
こ
の
小

石
川
淳
の
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
に
物
語
性
の
作
品
が
あ
る
。
そ
の
中
で
「
紫

苑
物
語
』
、
「
八
幡
縁
起
」
、
そ
れ
か
ら
こ
の
『
六
道
遊
行
」
に
は
一
連
の

共
通
点
を
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
「
因
果
」
で
あ
っ
た
り
、
「
縁
起
」
で
あ
っ

た
り
、
こ
こ
で
は
「
因
縁
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
人
公
た

ち
に
秩
序
や
伝
統
へ
の
叛
逆
の
み
で
な
く
、
お
の
れ
の
精
神
生
活
を
抑
圧

す
る
も
の
に
対
し
て
闘
う
強
靭
な
精
神
の
劇
を
描
い
て
見
せ
た
。

小
楯
に
見
る
千
数
百
年
の
時
空
の
共
時
性
は
「
狂
風
記
」
の
「
マ
ゴ
」

と
「
ヒ
メ
」
に
賦
与
さ
れ
た
「
万
古
」
の
思
想
Ｉ
過
去
・
現
在
・
未
来
の

共
時
性
、
換
言
す
れ
ば
、
「
狂
風
記
」
の
「
千
年
後
と
は
す
な
わ
ち
今
の

こ
と
」
の
思
想
と
通
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
マ
ゴ
」
と
「
ヒ
メ
」
が
「
輪

廻
」
を
断
ち
切
る
方
法
を
見
せ
て
く
れ
た
ご
と
く
、
ま
た
『
紫
苑
物
語
」

の
「
宗
頼
」
が
手
に
入
れ
た
「
平
太
」
の
世
界
が
「
因
果
」
か
ら
精
神
の

自
由
を
獲
得
す
る
よ
う
に
、
六
道
の
民
衆
を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
「
聖
」

の
世
界
に
新
た
な
「
生
」
を
生
き
る
小
楯
を
描
い
た
の
が
こ
の
「
六
道
遊

楯
こ
そ
そ
れ
」
で
あ
る
よ
う
に
六
道
の
民
衆
の
救
済
を
試
み
、
そ
の
た
め

に
は
小
楯
自
身
の
因
縁
で
あ
る
白
玉
か
ら
脱
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
「
今
、
山
中
の
清
音
を
聴
か
う
と
す
る
身
に
は
、
も
は
や
玉
は

い
ら
ぬ
。
こ
れ
を
都
の
空
に
投
げ
か
へ
し
て
、
お
れ
の
こ
こ
ろ
を
雲
に
と

ど
め
る
」
こ
と
が
即
ち
因
縁
Ⅱ
「
業
」
か
ら
自
由
を
獲
得
す
る
唯
一
の
小

楯
の
道
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
白
玉
は
小
楯
の
精
神
作
用
を
固
定
さ
せ

る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
故
に
そ
こ
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
、

即
ち
精
神
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
小
楯
の
宿
願
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
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｢六道遊行」論

行
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
六
道
」
を
「
遊
行
」
す
る
、
い
わ
ゆ
る
遊
ぶ

・
行
脚
す
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
「
六
道
」
Ⅱ
「
業
」

を
超
越
し
て
い
く
一
つ
の
方
法
を
描
い
た
と
い
え
る
。

注１
、
野
口
武
彦
『
江

八
・
六
筑
摩
書

２
、
助
川
徳
是
『
石

一
三
弥
井
書
店

３
、
澁
澤
龍
彦
『
海
」
昭
｛

４
、
川
村
二
郎
『
文
芸
」
両

５
、
栗
坪
良
樹
『
文
学
界
」

６
、
野
口
武
彦
前
掲
書

７
、
『
老
子
・
荘
子
講
義
」

８
、
澁
澤
龍
彦
前
掲
書

９
、
坂
口
安
吾
『
坂
口
安
一

文
庫

、
、
北
山
茂
夫
『
女
帝
と
｝

、
、
立
石
伯
『
石
川
淳
一

１３１２
、、

戸
川
安
章

村
山
修
一

野
口
武
彦
『
江
戸

八
・
六
筑
摩
書
房

タ

１

川
西
政
明
「
す
ば
る
」
（
昭
和

い
す
る
痛
烈
な
調
刺
」
と
論
じ
る
。

『
女
帝
と
道
鏡
」
昭
和
四
十
四
・
六
中
公
新
書

『
石
川
淳
論
」
一
九
九
○
・
三
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン

「
修
験
道
と
民
族
宗
教
」
二
○
○
五
・
三
岩
田
書
院

『
山
伏
の
歴
史
」
昭
和
四
十
七
・
三
塙
書
房

『
石
川
淳
研
究
」

『
江
一
戸
が
か
ら
に
な
る
日
」
石
川
淳
論
第
二
一
九
八

『
坂
口
安
吾
全
集

昭
和
五
十
八
・
七

昭
和
五
十
八
・
一

一
昭
和
五
十
八
・
七

大
正
九
・
二
興
文
社

（
昭
和
五
十
八
・
二
に
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