
〔書評〕

中
村
史
著
『
日
本
霊
異
記
と
唱
導
』

本
書
『
日
本
霊
異
記
と
唱
導
』
　
（
以
下
、
本
書
と
い
う
）
　
の
著
者
は
、
近

年
矢
継
ぎ
早
に
『
日
本
霊
異
記
』
関
係
の
論
文
を
物
し
、
注
目
さ
れ
て
い
た

が
、
今
回
は
、
そ
の
は
じ
め
て
の
論
文
集
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
を
研
究
す
る
こ
と
の
文
学
史
的
な
意
味
は
何
処
に
あ
る

の
か
。
こ
こ
で
は
古
代
（
前
期
）
文
学
研
究
に
お
け
る
意
義
と
い
う
点
か
ら

考
え
て
み
た
い
。
三
浦
祐
之
氏
に
よ
る
と
、
『
日
本
霊
異
記
』
は
「
最
近
の

古
代
文
学
研
究
の
な
か
で
は
主
流
の
位
置
を
脅
か
す
ほ
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
の
多
く
な
っ
た
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
三
浦

氏
は
、
「
古
代
文
学
研
究
の
全
体
的
な
成
熟
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
（
「
序
」

『
古
代
文
学
講
座
1
1
　
霊
異
記
氏
文
縁
起
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
）
。

前
述
の
文
章
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
「
主
流
」
と
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
記
紀
万
葉
を
中
心
と
す
る
従
来
の
（
上
代
文
学
）
と
し

て
の
研
究
分
野
で
あ
る
。
そ
れ
を
中
心
に
す
る
と
、
『
日
本
霊
異
記
』
な
ど

は
、
取
る
に
足
ら
な
い
「
傍
流
」
の
文
学
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

三
浦
氏
の
発
言
は
、
こ
の
暗
黙
の
う
ち
に
流
通
し
て
い
る
（
上
代
文
学
）
観

が
播
ら
い
で
い
る
こ
と
を
表
し
て
も
い
よ
う
。
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『
日
本
霊
異
記
』
　
へ
の
興
味
の
持
ち
方
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
ろ

う
が
、
近
年
提
唱
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
文
学
生
成
の
（
現
場
）
　
へ
の
着
眼
と
い

っ
た
研
究
動
向
と
関
連
し
て
く
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
物
が
活
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
宮
廷
外
の
一

般
人
や
、
そ
の
一
般
人
を
教
化
し
よ
う
と
す
る
宗
教
実
践
者
の
活
躍
が
多
く

描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
行
動
や
思
念
の
明
快
さ
・
生
々
し
さ
か
ら
一
、
こ
れ

ま
で
の
（
記
紀
万
葉
）
の
研
究
か
ら
は
見
え
て
こ
な
か
っ
た
視
点
を
獲
得
す

る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
学
を
宗
教
的
な
実
践
の

一
顕
現
と
し
、
そ
の
顕
現
を
よ
り
具
体
的
に
捕
ら
え
た
い
と
い
う
願
望
で
も

ある。中
村
氏
の
研
究
方
法
は
、
本
書
の
序
に
お
い
て
明
解
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

氏
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
唱
導
性
の
究
明
を
中
心
に
据
え
、

①
『
日
本
霊
異
記
』
説
話
の
研
究

②
説
話
集
『
日
本
霊
異
記
』
の
研
究

の
二
つ
を
峻
別
し
て
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
①
は
、
「
説
話
集
の
な
か

に
、
編
者
の
編
纂
意
図
と
は
無
関
係
な
、
説
話
集
と
い
う
組
織
体
の
持
つ
秩

序
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
伝
承
さ
れ
生
き
て
動
く
も
の
と
し
て
の
、
個
々
の

説
話
を
見
出
し
、
こ
れ
を
研
究
す
る
」
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
②

は
、
「
編
者
の
編
纂
意
図
を
体
現
し
た
、
説
話
集
と
い
う
秩
序
を
持
っ
た
組

織
体
、
編
纂
さ
れ
、
動
か
な
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
、
説
話
集
総
体
を
研

究
す
る
」
　
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
各
説
話
は
「
標
題
」
　
（
話
の
題
目
）
・
「
素
体
」
（
話
そ
の
も
の
）

・
「
説
示
」
　
（
話
の
説
明
）
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
関
係
は
、
説
話
の
素
材

と
し
て
の
「
素
体
」
が
仏
教
唱
導
の
際
に
、
「
評
論
的
、
教
訓
的
言
辞
」
と

し
て
の
「
説
示
」
を
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
説
話
集
に
組
み
込
ま
れ
る
際
に
、

主
題
を
明
示
す
る
た
め
に
「
標
題
」
が
冠
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
弁
別
す
る
こ
と
が
必

要
で
、
本
書
で
は
ま
ず
、
各
説
話
の
「
標
題
」
と
「
説
示
」
を
取
り
除
い
た

結
果
、
立
ち
現
れ
て
く
る
の
が
「
『
霊
異
記
』
編
纂
の
素
材
と
し
て
用
い
ら

れ
た
原
説
話
」
　
（
＝
素
体
）
だ
と
説
く
。
そ
の
「
原
説
話
」
の
「
法
会
唱
導

の
場
に
お
け
る
経
典
の
例
証
話
と
し
て
の
機
能
を
見
る
」
の
だ
と
い
う
。
こ

れ
は
具
体
的
に
は
悔
過
や
布
薩
な
ど
の
仏
教
儀
礼
を
指
し
、
そ
の
儀
礼
の
場

が
依
拠
す
る
経
典
の
経
説
に
対
応
し
て
「
原
説
話
」
が
形
成
さ
れ
、
「
経
典

の
説
く
と
こ
ろ
の
正
し
さ
を
実
証
す
る
例
話
」
　
（
＝
例
証
話
）
と
し
て
機
能

し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
が
①
の
主
要
な
論
点
で
あ
る
。

ま
た
本
書
は
、
②
の
観
点
か
ら
『
日
本
霊
異
記
』
の
編
纂
論
に
射
程
を
広

げ
て
論
じ
て
い
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
の
編
纂
者
は
「
原
説
話
を
収
集
」
し

て
「
標
題
と
新
た
な
説
示
を
付
加
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
原
説
話
」
の

「
再
解
釈
」
　
「
普
遍
化
」
を
行
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
「
処
理
」
に
よ

っ
て
、
編
纂
者
は
「
原
説
話
」
を
、
「
現
報
善
悪
」
　
「
霊
異
」
を
説
く
里
霊

異
記
』
説
話
へ
変
貌
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
書
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
き
、
『
霊
異
記
』
説
話
の
具
体
例
を

挙
げ
て
論
述
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
説
話
は
「
標
題
」
・
「
素
体
」
・

「
説
示
」
に
解
体
さ
れ
、
主
に
「
素
体
」
・
「
説
示
」
に
つ
い
て
、
法
会
の

際
に
使
用
さ
れ
る
経
典
類
に
、
語
句
や
内
容
上
の
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
は
法
会
と
説
話
の
対
応
関
係
を
論

じ
て
お
り
、
法
会
と
い
う
場
に
お
い
て
の
唱
導
の
諸
相
を
明
ら
か
に
し
て
い

る。

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
経
典
類
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
と
仏
教
思
想
と

の
関
係
、
ま
た
は
海
彼
の
典
籍
と
の
比
較
関
係
を
論
ず
る
際
に
、
こ
れ
か
ら

決
し
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
。
当
然

の
こ
と
を
言
う
よ
う
だ
が
、
今
後
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
研
究
に
は
、
こ
の

よ
う
な
仏
典
な
ら
び
に
漢
籍
と
の
比
較
－
　
影
響
関
係
を
見
る
　
－
と
い
う

視
点
は
、
必
須
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
本
書
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
従
来

の
古
典
作
品
の
比
較
研
究
で
は
ま
ず
第
一
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
、
（
出
典
）

と
い
う
語
を
主
要
な
も
の
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（
出
典
）
と
い
う

語
は
、
机
上
で
の
典
籍
間
の
引
き
写
し
な
の
か
、
伝
聞
・
口
承
関
係
な
の
か
、

な
ど
を
推
察
す
る
余
地
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
て
本
書
で
は
、

法
会
－
宗
教
儀
礼
の
場
－
に
お
け
る
衆
生
教
化
の
た
め
の
例
証
と
い
う
、

き
わ
め
て
動
的
か
つ
具
体
的
な
状
況
の
中
に
説
話
と
経
典
の
関
係
を
想
定
し

て
い
る
。
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そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
の
例
は
、
経
典
の
注
釈
書
類
（
経
疏
）
と
儀
礼
の
関

係
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
第
十
七

縁
に
つ
い
て
、
最
後
の
（
本
書
で
言
う
と
こ
ろ
の
）
　
（
説
示
a
）
に
「
丁
蘭

の
木
母
す
ら
猶
し
生
け
る
姿
を
現
じ
、
僧
の
感
ず
る
画
女
す
ら
尚
し
哀
形
に

応
へ
き
…
・
⊥
以
下
続
く
語
句
が
あ
る
。
こ
の
句
に
つ
い
て
は
『
劉
向
孝
子

伝
』
　
『
諸
経
要
集
』
　
『
法
苑
珠
林
』
が
「
典
拠
、
も
し
く
は
参
考
資
料
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
」
　
（
本
書
六
十
九
貞
）
の
だ
が
、
中
村
氏
は
こ
の
箇
所

の
「
原
典
」
と
し
て
『
十
一
面
経
義
疏
』
　
（
『
十
一
両
神
呪
心
緒
義
疏
』
と

も
。
大
正
蔵
第
3
9
、
慧
沼
述
）
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
神
明
の
功
徳
を
説
く
『
十

一
両
種
』
　
（
『
十
一
両
神
明
心
経
』
と
も
。
大
正
蔵
第
2
0
）
の
記
述
へ
の
解

釈
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
「
木
は
足
れ
心
無
し
。
何
の
故
に
か
動
き
て
声
を

出
す
や
」
と
い
う
「
問
い
」
に
対
す
る
「
答
え
」
と
し
て
、
提
示
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
単
に
「
典
拠
」
と
言
っ
て
す
ま
す
の
で

は
な
く
、
こ
の
表
現
が
法
会
で
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
の
上
巻
第
十
七
縁
の
謡
は
、
「
『
十
－
面
経
義
疏
』
に
も
と
づ
く
説

法
用
類
型
表
現
が
付
さ
れ
た
、
十
一
面
憎
過
の
場
に
お
け
る
、
『
十
一
両
経
』

の
例
証
話
で
あ
っ
た
も
の
か
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
立
論
は
、
義
疏
（
経

疏
）
が
経
典
の
注
釈
だ
と
い
う
性
格
を
把
握
し
て
い
な
い
と
で
き
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
論
述
に
よ
っ
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
説

話
と
経
典
の
関
係
の
一
端
が
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
枚
数
の
都
合
で
詳
述
は
避
け
る
が
、
第
二
編
の
全
部
と
第
三
編
の

第
一
章
は
、
（
法
会
の
場
に
お
け
る
例
証
話
と
し
て
の
説
話
）
と
い
う
論
旨

が
中
心
的
に
作
用
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
の
重
要
さ
は
大
い
に
評
価
さ
れ
る
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べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
さ
ら
な
る
要
望
を
申
し
上
げ
る
と
、
説
話

の
生
成
の
場
の
探
求
を
さ
ら
に
、
具
体
的
に
進
め
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
中

村
氏
は
、
歴
史
資
料
で
奈
良
時
代
に
悔
過
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
段
階
の
歴
史
資
料
で
は
、
そ
の
悔
過
が
ど
の
よ

う
な
儀
式
次
第
で
挙
行
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
中
で
経
典
の
続
編
と
組

み
合
わ
さ
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
（
説
話
）
が
披
漉
さ
れ
た
の
か
、
な
ど
が
い

ま
ひ
と
つ
明
解
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
解
明
す
る
ひ
と
つ
の
手
立
て
は
、
義

疏
（
経
疏
）
の
受
容
の
あ
り
が
た
を
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
前
述
し
た
『
十
一
両
経
義
疏
』
は
、
中
村
氏
の
挙
げ
て
い
る
箇
所

を
読
む
と
、
観
音
像
が
動
揺
し
声
を
発
す
る
と
い
う
、
常
識
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
の
記
述
と
し
て
あ
る
。
た
だ
の
木
像
が
動
い
て

発
声
す
る
の
は
「
一
考
行
人
心
誠
。
二
願
強
盛
故
。
三
菩
薩
願
重
敏
也
」
（
同

右
、
一
〇
一
〇
a
）
　
の
三
点
に
よ
っ
て
あ
り
う
る
の
だ
、
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
の
常
軌
を
逸
し
た
「
願
」
を
受
け
止
め
て
「
丁
蘭
の
木
母
す
ら
…
‥
」

の
（
説
示
）
が
あ
り
、
（
素
体
）
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
法
会
と
い
う
場
に
お

い
て
、
か
か
る
「
願
」
か
ら
説
話
的
表
現
が
ど
の
よ
う
に
表
出
さ
れ
た
の
か
、

可
能
な
限
り
の
探
求
を
し
て
は
し
い
と
い
う
願
望
が
こ
ち
ら
に
は
あ
る
。
そ

の
「
願
」
は
、
景
戒
が
抱
い
た
「
働
悦
」
や
「
俄
悔
」
の
念
と
決
し
て
無
関

係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
編
の
第
二
章
で
は
、
そ
の
「
慧
沼
が
『
十
一
南

緯
義
疏
』
を
著
し
た
動
機
」
を
「
働
悦
や
俄
悔
に
よ
り
悪
業
（
＝
悪
行
）
を

滅
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
」
　
（
二
四
四
頁
）
　
の
で
は
な
い
が
と
し
て
い
る
。

そ
の
第
三
編
の
第
二
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
と
や
や
趣
を
変
え
て
、
景
戒

の
夢
告
と
夢
解
き
を
観
音
悔
追
体
験
で
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
働
幌

・
俄
憎
が
景
戒
の
意
識
の
根
底
に
あ
る
の
は
言
え
る
と
し
て
も
、
景
戒
が
そ

の
よ
う
な
内
的
な
感
情
に
向
か
う
動
機
と
し
て
の
神
秘
体
験
も
考
え
に
入
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
中
村
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
法
苑
珠
林
』

巻
第
二
十
三
の
漸
悦
篤
で
は
、
『
法
楽
経
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
「
覇
者
差

入
。
悦
者
羞
天
」
　
（
大
正
蔵
第
5
3
、
四
五
四
a
）
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
人
」

や
「
天
」
に
対
す
る
日
常
的
な
概
念
か
ら
の
転
換
－
　
「
人
」
　
「
天
」
　
へ
の

「
羞
」
の
自
覚
－
が
、
こ
の
時
代
の
宗
教
者
に
と
っ
て
の
宗
教
体
験
な
の

だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
人
」
　
「
天
」
は
中
国
の
伝
統
的
な
思
想

の
要
素
も
混
入
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
の
こ
と
ま
で
踏

ま
え
て
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
の
働
悦
・
俄
梅
の
問
題
は
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
困
難
な
問
題
だ
と
は
思
う
が
、
法
会
・
例
証
・
漸
悦
な
ど
の
概

念
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
研
究
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
卑
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
が
『
霊
異
記
』
研
究
に
画
期
的
な

意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
。
中
村
氏
の
今
後

の
さ
ら
な
る
研
鎖
を
祈
念
し
、
そ
の
成
果
に
副
目
し
て
い
き
た
い
。

（
三
弥
井
書
店
、
平
成
七
年
五
月
、
二
六
三
頁
、
二
八
〇
〇
円
）

（
や
ま
く
ち
・
あ
っ
し
　
九
州
大
谷
短
期
大
学
専
任
講
師
）

五
　
七


