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本
論
文
は
、
日
本
古
代
中
世
の
文
献
に
み
る
百
鬼
夜
行
に
関
す
る
記
録
と
物
語
、
す
な
わ
ち
百
鬼
夜
行

譚
を
研
究
対
象
と
す
る
。
そ
の
目
的
は
、
百
鬼
夜
行
譚
に
登
場
す
る
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
は
も
と
よ
り
、
そ
れ

と
遭
遇
し
た
人
間
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
百
鬼
夜
行
に
対
す
る
遭

遇
者
の
反
応
か
ら
、
当
時
に
お
い
て
百
鬼
夜
行
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う

な
信
仰
が
あ
っ
た
の
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
論
証
に
あ
た
り
、
記
録
・
説
話
な
ど
文
字
資

料
の
検
討
の
み
な
ら
ず
、
絵
巻
な
ど
絵
画
資
料
を
も
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
検
証
に
よ
っ
て
、

百
鬼
夜
行
の
概
念
規
定
を
行
い
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
い
。 

百
鬼
夜
行
に
関
す
る
文
献
記
録
は
、
概
ね
三
種
類
に
分
類
で
き
る
と
考
え
る
。
最
初
に
確
認
で
き
る
も

の
は
、
陰
陽
道
に
お
い
て
日
時
の
吉
凶
を
示
す
暦
注
の
日
取
り
を
記
録
し
た
も
の
、
い
わ
ゆ
る
百
鬼
夜
行

日
の
記
録
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
物
語
や
説
話
な
ど
に
登
場
す
る
、
夜
中
に
貴
人
や
修
行
者

な
い
し
一
般
庶
民
が
恐
ろ
し
い
異
形
異
類
の
集
団
と
遭
遇
す
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
最
後
に
世
に
現
れ

た
の
は
、
百
鬼
夜
行
絵
巻
と
称
さ
れ
る
一
群
の
絵
巻
で
、
ほ
と
ん
ど
詞
書
を
持
た
な
い
絵
だ
け
の
も
の
で

あ
る
。
前
の
二
種
類
は
す
で
に
平
安
時
代
か
ら
確
認
で
き
る
の
に
対
し
て
、
三
番
目
の
絵
巻
の
出
現
は
室

町
時
代
以
降
に
な
る
。 

現
在
の
研
究
状
況
を
概
観
す
る
と
、
絵
巻
の
研
究
が
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
説
話
は
そ
れ
に
次

ぐ
も
の
で
、
百
鬼
夜
行
が
出
現
す
る
日
取
り
に
つ
い
て
の
研
究
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。
総
じ
て
い
え
ば
、

百
鬼
夜
行
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
の
文

献
資
料
に
視
野
を
広
げ
、
百
鬼
夜
行
と
そ
れ
に
遭
遇
し
た
人
間
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
、
ま
た

何
故
そ
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
と
い
う
、
従
来
の
研
究
と
や
や
異
な
る
視
座
か
ら
、
百
鬼
夜
行
譚
の
思

想
的
や
文
学
的
意
味
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
突
破
口
と
し
て
、『
今
昔
』
所
収
話
に
含
ま
れ
る
要
素
を
詳
細

に
分
析
し
な
が
ら
、
同
じ
要
素
が
ほ
か
の
百
鬼
夜
行
譚
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を

合
わ
せ
て
考
え
た
い
。 

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
右
に
指
摘
し
た
問
題
点
を
意
識
し
つ
つ
、
百
鬼
夜
行
日
と
百
鬼
夜
行
説
話
を
中

心
に
、
六
章
を
立
て
て
問
題
の
解
決
を
試
み
た
い
。 

 第
一
章 

「
鬼
」
の
定
義―

『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
第
十
四
話
を
て
が
か
り
に―

 
 

第
一
章
で
は
、
百
鬼
夜
行
を
説
明
す
る
前
提
に
、
単
独
の
作
品
と
し
て
、
百
鬼
夜
行
譚
を
最
も
多
く
収

載
す
る
『
今
昔
物
語
集
』（
以
下
『
今
昔
』
と
略
す
）
に
お
け
る
「
鬼
」
の
概
念
を
検
討
し
た
い
。
人
が
死

ん
で
「
鬼
」
と
な
る
説
も
あ
れ
ば
、「
魂
」
と
「
魄
」
に
な
る
説
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、「
鬼
」「
魂
」「
魄
」

の
三
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
今
昔
』
に
お
い
て
、
「
鬼
」
が
登
場
す
る
話
は
あ

ま
た
あ
る
の
に
対
し
、
「
魂
」
や
「
魄
」
に
関
す
る
話
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、
『
今
昔
』
巻
十
第
十
四
話
を

手
が
か
り
に
、
三
者
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、『
今
昔
』
に
お
け
る
本
話
の
配
列

問
題
に
注
目
す
る
。
第
三
節
で
は
、
本
話
の
主
人
公
で
あ
る
費
長
房
の
伝
承
の
変
遷
を
追
い
つ
つ
、
日
本

に
お
け
る
尸
解
仙
と
蓬
莱
山
と
の
関
係
に
対
す
る
認
識
を
考
察
す
る
。
第
四
節
で
は
、
日
中
両
国
の
文
献

に
み
る
「
鬼
」
「
魂
」
「
魄
」
の
解
釈
を
整
理
す
る
。
第
五
節
で
は
、
附
録
Ⅰ
「
『
今
昔
』
に
お
け
る
鬼
話
」

と
附
録
Ⅱ
「
『
宇
治
拾
遺
』
に
お
け
る
鬼
話
」
に
基
づ
き
、
『
今
昔
』
に
お
け
る
鬼
話
を
概
観
し
、
鬼
話
の

分
布
情
況
や
「
鬼
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
分
析
す
る
。 

本
章
で
は
、
単
独
の
作
品
と
し
て
、
百
鬼
夜
行
譚
を
最
も
多
く
収
載
す
る
『
今
昔
』
に
お
け
る
「
鬼
」
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の
概
念
を
検
討
し
、
そ
の
概
念
規
定
を
試
み
た
。
ま
ず
、『
今
昔
』
巻
十
第
十
四
話
を
て
が
か
り
に
、
院
政

期
に
お
け
る
「
魂
」「
魄
」「
鬼
」
に
対
す
る
認
識
を
考
察
し
た
。
儒
教
の
経
典
で
は
、「
魂
」
と
は
、
天
に

上
昇
す
る
陽
の
気
で
あ
り
神
に
当
た
る
も
の
、「
魄
」
と
は
、
地
に
沈
む
陰
の
気
で
あ
り
鬼
に
あ
た
る
も
の
、

「
鬼
」
と
は
、
人
間
が
死
ん
で
か
ら
な
る
も
の
と
さ
れ
る
。
「
魂
」
「
魄
」
の
概
念
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

仏
典
の
場
合
、
典
籍
の
成
立
事
情
と
関
わ
り
、「
魂
」
と
「
魄
」
の
概
念
が
混
同
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

区
別
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
六
道
輪
廻
の
対
象
と
な
る
も
の
は
「
魂
魄
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
三
悪
道
に

堕
ち
る
と
鬼
神
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
日
本
に
お
い
て
も
受
容
さ
れ

た
。
し
か
し
『
今
昔
』
で
は
、「
魂
」
と
「
魄
」
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
院
政
期

に
お
い
て
、
両
者
を
「
た
ま
」（
漢
字
表
記
の
場
合
「
魂
」
や
「
魄
」
が
当
て
ら
れ
る
）
と
い
う
和
語
に
集

約
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
時
に
は
、
そ
れ
を
「
鬼
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
、『
今
昔
』

に
み
る
「
鬼
」
に
は
、
食
人
鬼
、
護
法
神
・
眷
属
神
、
疫
鬼
、
冥
途
・
地
獄
の
生
き
物
、
餓
鬼
道
・
畜
生

道
の
生
き
物
、
物
の
精
、
外
道
の
神
と
い
う
複
雑
な
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
人
間
が
死
ん
で
か
ら
な
る
も

の
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

第
二
章 

鬼
と
神
と
怪
異―

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
七
第
五
話
を
て
が
か
り
に―

 

 

第
二
章
で
は
、
同
じ
怪
異
に
対
し
て
「
鬼
」
「
神
」
「
妖
」
の
よ
う
な
異
な
る
呼
称
が
み
ら
れ
る
話
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
章
で
検
討
し
た
「
鬼
」
の
定
義
を
補
足
す
る
。
ま
ず
、『
今
昔
』
巻
二
十
七

第
五
話
を
て
が
か
り
に
す
る
意
図
を
述
べ
る
。
つ
づ
い
て
、
第
二
節
か
ら
第
六
節
に
か
け
て
、「
怪
異
の
現

れ
た
場
所
」「
怪
異
の
登
場
」「
怪
異
へ
の
対
処
」「
怪
異
の
正
体
」「
後
日
談
」
の
順
で
、『
今
昔
』
巻
二
十

七
第
五
話
と
そ
の
類
話
『
宇
治
拾
遺
』
第
百
五
十
八
話
の
本
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
分
析
す
る
。
同

じ
怪
異
に
対
し
て
、
な
ぜ
異
な
る
呼
称
や
解
釈
が
で
き
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
と
り
わ
け
、
怪
異
が
仮

に
あ
ら
わ
し
た
翁
の
格
好
は
、
百
鬼
夜
行
譚
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
今
昔
』
巻
二
十
七
第
三
十
一
話
に
登
場

す
る
廃
屋
に
住
み
込
む
古
狐
が
化
け
た
翁
と
同
じ
で
あ
り
、『
宇
治
拾
遺
』
第
三
話
に
み
る
瘤
取
り
爺
の
姿

を
も
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
怪
異
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
百
鬼
夜
行
譚
に
お
け
る
翁
の
像
の
解
明
に
も
つ
な

が
る
で
あ
ろ
う
。 

本
章
で
は
、
物
の
怪
異
が
「
鬼
」
と
さ
れ
る
話
の
一
群
が
『
今
昔
』
本
朝
世
俗
部
に
集
中
的
に
分
布
し

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、『
今
昔
』
巻
二
十
七
第
五
話
を
て
が
か
り
に
、
出
典
未
詳
の
こ
れ
ら
の
話
の
成
立

事
情
を
明
か
そ
う
と
試
み
た
。
本
章
で
取
り
扱
う
水
の
精
に
関
す
る
説
話
と
そ
の
類
話
に
対
す
る
考
察
は
、

『
今
昔
』
に
お
け
る
鬼
話
の
形
成
や
配
置
の
基
準
の
究
明
す
る
作
業
の
一
環
で
あ
る
。
漢
文
資
料
に
み
る

水
の
精
で
あ
る
罔
象
は
、
日
本
に
お
い
て
魍
魎
と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
罔
象
と

魍
魎
に
当
て
ら
れ
た
和
訓
に
も
混
同
が
生
じ
て
、「
ミ
ズ
チ
」
や
「
ミ
ヅ
ハ
」
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
異
な
る
意
味

合
い
が
「
水
神
」
と
い
う
漢
字
表
記
に
習
合
し
て
し
ま
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
同
じ
怪
異
に
対
し
て
、『
今

昔
』
で
は
、
人
間
に
い
た
ず
ら
を
す
る
害
の
な
い
「
物
ノ
精
」
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
て
、
『
宇
治
拾
遺
』

で
は
、
人
間
を
喰
う
妖
物
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
異
な
る
概
念
が
同
一
の
漢
字
表
記

に
統
合
さ
れ
て
い
く
現
象
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
う
す
る
と
、「
百
鬼
夜
行
」
と
い
う
言
葉
に
も
複

数
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。 

  第
三
章 

百
鬼
夜
行
譚
の
形
成
（
一
）―

具
注
暦
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に―
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第
三
章
で
は
、
諸
文
献
に
み
ら
れ
る
百
鬼
夜
行
の
記
録
を
、「
古
代
中
世
に
お
け
る
百
鬼
夜
行
資
料
一
覧
」

（
附
録
Ⅲ
）
と
し
て
整
理
す
る
。
一
覧
に
揚
げ
る
資
料
を
全
部
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
百
鬼
夜

行
が
ど
の
よ
う
に
記
し
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。「
百
鬼
夜
行
」
と
い
う
言
葉
は
日

本
で
作
ら
れ
た
漢
語
で
あ
る
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
平
安
中
期
の
幼
学
書
『
口
遊
』
が
こ
の
語
の
初
見
で

あ
り
、「
子
子
午
午
巳
〻
戌
〻
未
〻
辰
〻
［
謂
二

之
百
鬼
夜
行
一

］
」
と
百
鬼
夜
行
の
日
に
ち
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ほ
か
に
も
具
注
暦
（
「
忌
夜
行
」
）
・
歴
史
物
語
（
『
大
鏡
』
な
ど
）
・
説
話
（
『
江
談
抄
』
『
宇
治
拾
遺
』

な
ど
）・
古
注
釈
（
『
伊
勢
物
語
』
古
注
釈
）
に
確
認
で
き
る
。
第
二
節
で
は
、『
口
遊
』『
簠
簋
内
伝
』『
拾

芥
抄
』
な
ど
書
物
に
み
る
百
鬼
夜
行
日
の
記
述
に
お
け
る
異
同
を
整
理
す
る
。
そ
れ
が
当
時
の
具
注
暦
に

み
ら
れ
る
暦
注
と
ど
こ
ま
で
一
致
し
て
い
る
の
か
を
第
三
節
に
お
い
て
検
証
す
る
。
時
代
が
下
る
に
つ
れ

て
、『
下
学
集
』
に
「
百
鬼
夜
行
、
節
分
之
夜
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
百
鬼
夜
行
の
出
現
す
る
日
を
、
節
分

の
夜
に
限
定
す
る
と
い
う
特
別
な
解
釈
が
現
れ
る
。
第
四
節
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
背
景
が
あ
っ
て

節
分
の
百
鬼
夜
行
説
が
で
き
た
の
か
を
検
討
す
る
。
第
五
節
と
第
六
節
で
は
、
「
百
鬼
夜
行
」
と
「
節
分
」

と
の
二
語
が
同
時
に
現
れ
る
『
付
喪
神
記
』
と
、
平
安
中
期
の
有
職
故
実
家
の
藤
原
実
資
に
ま
つ
わ
る
伝

承
を
て
が
か
り
に
、
節
分
の
百
鬼
夜
行
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

本
章
で
は
、
百
鬼
夜
行
譚
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、「
百
鬼
夜
行
」
と
い
う
言
葉
の
誕
生
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
具
注
暦
に
焦
点
を
当
て
て
、
百
鬼
夜
行
が
出
現
す
る
日
取
り
を
検
討
し
た
。『
口
遊
』
な
ど
書
物
に
記

さ
れ
て
い
る
日
取
り
は
、
実
際
の
暦
注
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
理
由
と
し
て
、
閏
月
の
存
在
や
覚
え

や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
な
ど
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
こ
そ
、
暦

を
し
っ
か
り
と
確
認
せ
ず
に
百
鬼
夜
行
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
一
方
、『
下
学
集
』
に
み
る
、
具
注
暦
の
暦
注
と
関
係
し
な
い
百
鬼
夜
行
の
日
取
り
は
、
追
儺

行
事
の
変
容
や
、
器
物
の
化
け
物
を
百
鬼
夜
行
と
す
る
中
世
に
現
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
の
影
響
の

も
と
で
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
付
喪
神
と
し
て
の
百
鬼
夜
行
に
つ
い
て
は
、『
伊
勢
物
語
』

第
六
十
三
段
「
つ
く
も
髪
」
に
対
す
る
冷
泉
家
流
古
注
が
大
き
く
関
与
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
中
国
の
文

献
か
ら
の
影
響
も
否
め
な
い
こ
と
、
ま
た
藤
原
北
家
の
一
員
で
あ
る
藤
原
実
資
に
ま
つ
わ
る
百
鬼
夜
行
遭

遇
譚
の
存
在
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

つ
づ
い
て
第
四
・
五
・
六
章
に
お
い
て
は
、
具
体
例
を
通
じ
て
百
鬼
夜
行
説
話
を
考
察
し
た
。 

 第
四
章 

百
鬼
夜
行
譚
の
形
成
（
二
）―

行
疫
神
と
の
か
か
わ
り
を
中
心
に―

 

 

第
四
章
で
は
、
行
疫
神
が
夜
中
に
人
家
に
侵
入
し
て
く
る
の
を
、
神
仏
の
験
力
に
よ
り
無
事
に
や
り
過

ご
す
と
い
う
類
型
の
説
話
群
に
注
目
す
る
。『
八
幡
愚
童
訓
』
や
『
沙
石
集
』
な
ど
文
字
資
料
の
み
な
ら
ず
、

『
融
通
念
仏
縁
起
』
や
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
な
ど
絵
画
資
料
の
画
中
詞
に
も
確
認
で
き
る
。
伊
藤
昌
広

氏
は
そ
の
一
覧
に
お
い
て
、
類
話
関
係
に
あ
る
『
古
事
談
』
第
六
十
八
話
「
永
超
魚
食
事
」
を
収
録
し
た

も
の
の
、『
八
幡
愚
童
訓
』
な
ど
の
存
在
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
神
仏
の
信
仰
を
広
め
る
こ
と
に
つ
れ
て
、

百
鬼
夜
行
の
話
型
が
膨
ら
ん
で
い
き
、
絵
画
化
も
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
そ
の
発
展
ぶ
り
を
検
証

し
て
い
く
と
と
も
に
、
描
か
れ
た
疫
神
の
姿
は
、
付
喪
神
や
地
獄
の
獄
卒
の
形
状
と
重
な
り
合
う
部
分
が

多
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
第
二
節
か
ら
第
五
節
に
か
け
て
は
、『
今
昔
』
巻
十
六
第
三
十
二
話
に
み
る
「
群

行
す
る
異
形
の
姿
」
と
「
牛
飼
い
童
の
姿
」
、
「
唾
を
吐
く
」
と
「
小
槌
で
病
人
を
苛
む
」
と
い
う
、
疫
鬼
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（
疫
神
）
に
関
す
る
形
状
描
写
や
行
為
を
詳
細
に
比
較
し
検
討
し
つ
つ
、
『
今
昔
』
周
辺
の
疫
鬼
（
疫
神
）

の
イ
メ
ー
ジ
と
照
合
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
読
み
取
れ
る
疫
鬼
に
対
す
る
認
識
や
そ
の
背
後
に
あ

る
も
の
を
抽
出
し
た
い
。
こ
の
検
証
に
よ
り
、
文
献
記
録
に
お
け
る
疫
鬼
の
群
行
を
描
く
百
鬼
夜
行
説
話

群
の
享
受
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
六
節
で
は
、
疫
病
神
が
五
色
に
描
か
れ
る
根
拠
に
つ
い

て
解
明
し
た
い
。 

本
章
で
は
、
百
鬼
夜
行
と
行
疫
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
、『
今
昔
』
巻
十
六
第
三
十
二
話
を
出
発
点
と
し

て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
疫
鬼
（
疫
神
）
に
関
す
る
形
状
描
写
や
行
為
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
し
た
。
こ
れ

ら
の
発
想
は
、
仏
教
系
の
文
献
に
類
似
す
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
志
怪
小
説
な
ど
中
国
文
献
に
も
こ
れ
ら

に
近
い
発
想
が
検
出
で
き
る
が
、
は
っ
き
り
し
た
影
響
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
方
、『
今
昔
』

よ
り
後
の
文
字
資
料
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
巻
十
六
第
三
十
二
話
の
重
要
性
を
あ
ぶ
り
だ
し
た
。
特
に
、

フ
リ
ー
ア
美
術
館
本
「
正
嘉
疫
癘
段
」
の
疫
神
像
を
理
解
す
る
の
に
、
巻
十
六
第
三
十
二
話
は
欠
か
せ
な

い
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、『
融
通
念
仏
縁
起
』
「
正
嘉
疫
癘
段
」
の
詞
書
は
、
『
八
幡
愚
童
訓
乙

』
と
同
じ

構
造
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
百
鬼
夜
行
説
話
の
一
種
と
し
て
数
え
た
。
こ
れ
ら
の
話
、
お
よ
び
類

話
関
係
に
あ
る
㉝
『
沙
石
集
』
巻
五
（
本
）
第
一
話
「
円
頓
学
者
鬼
病
免
タ
ル
事
」
や
、
㉟
『
山
王
絵
詞
』

巻
九
第
一
話
「
楽
音
樹
坊
百
日
参
社
事
」
は
、
す
べ
て
本
地
垂
迹
説
に
基
づ
い
て
で
き
た
話
で
あ
る
。
本

地
垂
迹
説
を
唱
え
る
文
献
に
お
い
て
百
鬼
夜
行
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
絵

巻
に
登
場
す
る
疫
病
神
が
色
彩
多
様
で
あ
る
由
縁
は
、『
摩
訶
止
観
』
や
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
な
ど
に
み

ら
れ
る
鬼
病
と
五
臓
と
五
色
と
の
連
想
と
関
わ
る
こ
と
を
検
証
し
た
。 

 第
五
章 

百
鬼
夜
行
と
遭
遇
し
た
際
の
対
処
法
（
一
）―

尊
勝
陀
羅
尼
の
利
益―

 

 

第
五
章
に
お
い
て
は
、
成
立
時
期
も
早
く
話
数
も
多
い
、
尊
勝
陀
羅
尼
の
功
徳
に
よ
り
百
鬼
夜
行
の
難

を
逃
れ
る
と
い
う
類
型
の
説
話
を
取
り
上
げ
る
。
藤
原
高
藤
（
『
江
談
抄
』
）
、
藤
原
師
輔
（
『
大
鏡
』『
宝
物

集
』
な
ど
）
や
藤
原
常
行
（
『
今
昔
』
『
古
本
説
話
集
』
『
打
聞
集
』
『
宝
物
集
』
な
ど
）
な
ど
藤
原
北
家
の

人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
知
ら
れ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
ま
ず
、
類
型
化
し
た
説
話
の
主
人
公
と
な
っ
た

藤
原
高
藤
や
師
輔
や
常
行
は
、
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
整
理
す
る
。
次
に
、
当
時
の

貴
族
社
会
に
お
い
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
が
ど
の
よ
う
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
第
三
節
と
第

四
節
で
は
、『
今
昔
』
巻
十
四
第
四
十
二
話
を
て
が
か
り
に
、
こ
れ
ら
の
類
話
に
み
る
共
通
要
素
を
解
析
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
増
殖
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
ど
う
し
て
尊
勝
陀
羅
尼
を
護

符
と
し
て
持
ち
歩
い
て
日
常
生
活
に
取
り
込
ん
で
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

本
章
で
は
、
百
鬼
夜
行
と
遭
遇
し
た
際
の
対
処
法
の
一
つ
と
し
て
、
ま
ず
院
政
期
ま
で
の
日
本
に
お
け

る
尊
勝
陀
羅
尼
の
受
容
状
況
を
検
討
し
た
。
文
字
文
献
や
記
録
を
見
た
限
り
で
は
、
尊
勝
陀
羅
尼
は
平
安

時
代
に
お
い
て
、
主
に
貴
族
社
会
や
上
級
僧
侶
の
階
層
に
受
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

般
庶
民
の
間
に
お
い
て
も
、
梵
字
で
書
か
れ
た
尊
称
陀
羅
尼
を
護
符
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
点
に
お
い
て
、『
今
昔
』
巻
十
四
第
四
十
二
話
を
は
じ
め
と
す
る
藤
原
常
行
の
伝
承
は
貴
重
な
史
料
で

あ
る
。
次
に
、
話
の
要
素
が
最
も
整
っ
て
い
る
『
今
昔
』
巻
十
四
第
四
十
二
話
の
構
造
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
藤
原
常
行
・
藤
原
高
藤
・
藤
原
師
輔
に
ま
つ
わ
る
尊
勝
陀
羅
尼
の
霊
験
譚
の
構
造
の
類
似
や

共
通
の
題
材
の
存
在
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
伝
承
群
が
定
型
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
尊
勝
陀
羅
尼
の
利
益
を
説
く
百
鬼
夜
行
説
話
の
主
人
公
は
、
す
べ
て
藤
原

北
家
の
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
摂
関
家
に
お
け
る
仏
教
信
仰
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
仏
事
儀
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礼
な
ど
非
日
常
的
な
場
の
み
な
ら
ず
、
尊
勝
陀
羅
尼
は
、
藤
原
氏
の
日
常
生
活
に
ま
で
染
み
込
ん
で
い
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
藤
原
氏
の
影
響
力
の
下
で
、
尊
勝
陀
羅
尼
の
新
た
な
信
仰
形
態
が
生
ま
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

 第
六
章 
百
鬼
夜
行
と
遭
遇
し
た
際
の
対
処
法
（
二
）―

警
蹕
の
魔
除
け
機
能―

 

 

尊
勝
陀
羅
尼
の
功
徳
と
は
別
に
、
警
蹕
の
魔
除
け
機
能
を
強
調
す
る
伝
承
（
第
三
章
で
触
れ
た
藤
原
実

資
に
ま
つ
わ
る
伝
承
）
は
、
室
町
期
の
文
献
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
第
六
章
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第

二
節
で
実
資
の
伝
承
や
『
大
鏡
』
師
輔
伝
に
対
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
平
安
鎌
倉
期
に
お
け
る
賢
人
の
警

蹕
に
よ
る
魔
除
け
伝
承
を
検
討
し
、
そ
の
源
流
を
探
求
す
る
。
次
に
第
三
節
で
は
、
警
蹕
が
元
々
ど
の
よ

う
な
場
面
で
、
誰
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
日
中
両
国
に
お
け
る
魔
除

け
機
能
の
構
造
の
異
同
を
分
析
す
る
。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
な
ぜ
日
本
に
お
い
て
魔
除
け
の
機
能
が
警

蹕
の
声
と
結
び
つ
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
警
蹕
の
魔
除
け
効
果
に
注
目
し
た
文
学
作
品
が
院

政
期
前
後
に
登
場
し
始
め
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
研
究
は
、
院
政
期
の
貴
族
社
会
の
思
想
観
念
の
解

明
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。 

本
章
で
は
、
百
鬼
夜
行
と
遭
遇
し
た
際
の
も
う
一
つ
の
対
処
法
に
つ
い
て
、
日
中
間
の
警
蹕
に
附
加
さ

れ
た
呪
術
的
な
要
素
の
相
違
と
そ
の
発
想
の
由
来
を
分
析
し
た
。
警
蹕
は
、
元
々
天
子
の
出
入
に
限
っ
て

行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
進
行
行
列
の
前
方
の
人
々
を
静
め
て
、
道
を
開
け
た
り
、
天
子
の
警
護
に
当
た
っ

た
り
す
る
の
は
そ
の
主
な
役
割
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
日
中
両
国
の
文
献
は
共
通
す
る
。
魔
除
け
の
機
能

を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
中
国
の
場
合
、
主
に
旄
頭
騎
、
あ
る
い
は
纛
の
よ
う
な
旄
牛
の
尻
尾
で
作
っ
た

飾
り
の
付
い
た
仗
旗
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
平
安
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
警
蹕
の
声
そ
の
も
の
が

魔
除
け
の
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、
警
蹕
に
ま
つ
わ
る
魔
除
け
効
果
の
由
来
に
つ
い
て
、
徳
の

あ
る
人
物
と
関
わ
る
点
は
、
日
中
間
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
魔
除
け
が
先
払
い

の
声
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
魔
除
け
効
果
を
警
蹕
の
声
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢

人
の
特
質
を
際
立
た
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
、
賢
人
の
先
払
い
の
声
で

百
鬼
夜
行
が
退
散
す
る
伝
承
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
。
ま
ず
、「
百
鬼
夜
行
」
と
い
う
言
葉
の
成
立

は
、
平
安
期
の
陰
陽
道
、
特
に
暦
道
関
係
の
書
物
と
関
わ
っ
て
い
る
。
中
国
伝
来
の
具
注
暦
に
は
、
様
々

な
禁
忌
を
記
す
暦
注
が
み
ら
れ
る
。
九
世
紀
後
半
か
ら
、
「
忌
夜
行
」
「
忌
遠
行
」
な
ど
新
し
い
暦
注
が
具

注
暦
に
加
え
ら
れ
、
貴
族
た
ち
の
生
活
に
ま
す
ま
す
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
暦
注

（
具
体
的
に
は
「
忌
夜
行
」
）
に
対
す
る
解
釈
の
文
脈
に
お
い
て
、
「
百
鬼
夜
行
」
は
用
い
ら
れ
た
。
し
か

し
、
具
注
暦
に
付
さ
れ
た
暦
注
の
解
説
を
み
る
限
り
で
は
、「
百
鬼
夜
行
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か

で
は
な
い
。
そ
の
解
明
に
つ
な
が
る
て
が
か
り
は
、
物
語
や
説
話
な
ど
に
み
え
る
、
当
時
の
人
々
が
百
鬼

夜
行
に
遭
遇
し
た
伝
承
で
あ
る
。
百
鬼
夜
行
の
様
子
が
描
か
れ
る
場
面
や
、
そ
れ
に
遭
遇
し
た
人
間
が
と

っ
た
行
動
か
ら
、
百
鬼
夜
行
に
対
す
る
認
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

百
鬼
夜
行
の
姿
か
た
ち
に
つ
い
て
は
、
獄
卒
の
よ
う
な
異
類
異
形
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多

い
。
ま
た
、
冥
途
の
鬼
神
と
近
い
関
係
に
あ
る
行
疫
神
の
こ
と
を
、
は
っ
き
り
百
鬼
夜
行
と
称
す
る
事
例

も
み
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
本
地
垂
迹
説
に
基
づ
い
て
で
き
た
文
献
の
中
で
あ
る
。
暦
注
の
文
脈
で

い
う
「
百
鬼
夜
行
」
と
、
ど
こ
ま
で
一
致
す
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
文
学
作
品
に
お
い
て
、「
百
鬼
夜
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行
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
獄
卒
・
冥
途
の
鬼
神
・
行
疫
神
な
ど
の
概
念
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
疫
神
信
仰
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
百
鬼
夜
行
譚
が
膨
ら
み
、
広
く
流
布
し
て
い

っ
た
。
特
に
中
世
に
お
い
て
、
疫
神
信
仰
と
本
地
垂
跡
説
の
影
響
の
も
と
、
神
仏
の
功
徳
を
説
く
絵
巻
や

霊
験
譚
が
多
く
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
百
鬼
夜
行
と
思
し
き
場
面
場
面
の
考
察
は
、
ま
だ
不

十
分
で
あ
り
、
引
き
続
き
注
意
し
て
い
き
た
い
。 

一
方
、
百
鬼
夜
行
へ
の
対
処
法
と
し
て
、
尊
勝
陀
羅
尼
の
よ
う
な
護
符
を
身
に
つ
け
る
こ
と
や
、
先
払

い
を
頻
り
に
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
後
者
の

機
能
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
藤
原
実
資
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
は
、
警
蹕
の

魔
除
け
作
用
が
は
っ
き
り
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
室
町
時
代
に
現
れ
た
、
付
喪
神
を
百
鬼
夜

行
と
解
釈
す
る
説
を
究
明
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。 

し
か
し
、
暦
に
記
さ
れ
て
い
る
暦
注
を
き
ち
ん
と
確
認
し
て
い
け
ば
、
百
鬼
夜
行
と
遭
遇
す
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
る
は
ず
な
の
に
、
百
鬼
夜
行
遭
遇
譚
が
数
多
く
み
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
理

由
と
し
て
、
『
口
遊
』
『
拾
芥
抄
』
な
ど
に
み
え
る
、
百
鬼
夜
行
が
出
現
す
る
日
取
り
に
関
す
る
記
述
は
、

実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
具
注
暦
に
み
る
暦
注
の
日
に
ち
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
暦
を
確
認
せ
ず
に
『
口
遊
』
の
よ
う
な
書
物
の
記
述
ば
か
り
に
頼
る
と
、
百
鬼
夜
行
の
出
現
す

る
日
に
ち
を
間
違
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
事
情
を
背
景
に
、
暦
注
に

記
さ
れ
た
禁
忌
を
重
視
す
る
平
安
貴
族
に
ま
つ
わ
る
百
鬼
夜
行
遭
遇
譚
が
、
文
学
作
品
の
中
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

     


