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1

　は
じ
め
に

　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
は
奈
良
か
ら
平
安
期
に
か
け
て
編
ま
れ
た
仏
教
説
話
集
で
、

編
者
は
「
諾
楽
の
右
京
の
薬
師
寺
の
沙
門
」
と
名
乗
る
景
戒
と
い
う
人
物
で
あ

る
。
上
、
中
、
下
巻
の
三
巻
、
一
一
六
話
か
ら
な
る
説
話
集
で
あ
り
当
時
の

人
々
の
生
活
を
描
き
出
す
説
話
も
多
い
。
先
行
研
究
で
は
、
守
屋
俊
彦
の
よ
う

に
説
話
の
ル
ー
ツ
や
話
形
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の1
、
中
村
史
の
よ
う
に
採
録

さ
れ
る
説
話
そ
の
も
の
の
唱
導
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の2
が
目
立
つ
。
こ
れ

ら
の
研
究
は
、
一
つ
一
つ
の
説
話
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
採
録
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
を
、
独
立
し
た
も

の
と
し
て
分
析
す
る
の
み
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

編
者
で
あ
る
景
戒
は
説
話
を
時
代
順
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
に
評
語
を

付
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
各
巻
の
序
に
は
編
纂
方
針
や
編
纂
の
動
機
を
始
め
、

景
戒
自
身
の
問
題
意
識
が
書
き
連
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
慮
す
れ

ば
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
単
に
説
話
を
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
景
戒
と
い
う

編
者
の
問
題
意
識
の
下
に
取
捨
選
択
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
取
捨
選
択
に
は
景
戒
と
説
話
と
の
対
話
が
少
な
か
ら

ず
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
を
景
戒
の
思
考
の
場
と
捉
え
直
す

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
お
け
る
景
戒
の
営
み
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
編
者
景
戒
の
思
考
に
迫
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
採
録
さ
れ
る
説
話
一

つ
一
つ
を
連
な
っ
た
も
の
と
し
て
見
て
そ
の
編
述
の
営
為
の
分
析
か
ら
景
戒

の
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。「
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
」
に
つ
い
て
、
R
・
バ
ル
ト
は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
伝
達
の
道
具
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、

た
ん
に
言
語
の
意
図
が
通
っ
て
行
く
開
か
れ
た
道
で
は
な
い
の
だ
。
語
り

を
貫
い
て
流
れ
、
そ
れ
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
よ
う
な
動
き
を
与
え
る
の

は
、
ひ
と
つ
の
無
秩
序
の
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
動
き
が
そ
の
無
秩
序
を

永
続
的
な
執
行
猶
予
の
状
態
に
保
つ
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
は
、
自
分
自
身
に
依
拠
し
て
生
き
る
凝
固
し
た
言
語
で
あ
っ
て
、
な
ん

ら
、
お
の
れ
自
身
の
持
続
に
近
似
物
の
可
動
的
な
連
続
体
を
託
す
る
任
務

を
持
た
ず
、
そ
の
反
対
に
、
そ
の
諸
標
章
の
一
体
性
や
陰
影
に
よ
っ
て
、

楢　

﨑　
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っ
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創
出
さ
れ
る
よ
り
も
遙
か
以
前
に
構
築
さ
れ
た
語
り
の
像
を
罷
り
通
ら
せ

る
任
務
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
…
中
略
＝
稿
者
…
）
す
な
わ
ち
、

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
根
柢
に
は
、
言
語
と
は
異
質
の
︽
事
情
︾
が
あ
り
、

も
は
や
言
語
の
も
の
で
は
な
い
意
図
の
凝
視
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
わ
け

で
あ
る3
。

す
な
わ
ち
、
バ
ル
ト
を
解
説
す
る
内
田
樹
の
こ
と
ば
を
借
り
て
説
明
す
る
な

ら
、
わ
れ
わ
れ
が
「
選
択
す
る
自
由
が
あ
る
」「
集
団
的
言
語
」
で
あ
り
な
が

ら4
、
選
択
し
て
し
ま
え
ば
、「
言
語
と
は
異
質
の
︽
事
情
︾」
を
押
し
つ
け
て

し
ま
う
も
の
だ
と
い
え
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
戻
っ
て
、
上
巻
の
序
を
見
る

と
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

然
れ
ど
も
乃
ち
外
を
学
ぶ
る
者
は
、
仏
法
を
誹
れ
り
。
内
を
読
む
者
は
、

外
典
を
軽
み
せ
り5
。

こ
こ
で
は
、「
外
を
学
ぶ
る
者
」
は
内
典
を
拒
否
し
、「
内
を
読
む
者
」
は
外
典

を
拒
否
す
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
景
戒
は
「
集
団
的
言
語
」
の

「
選
択
」
が
、
選
択
し
な
か
っ
た
「
集
団
的
言
語
」
を
拒
否
す
る
こ
と
に
気
づ

い
て
い
た
。
で
は
、
右
の
引
用
の
よ
う
に
記
す
景
戒
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
に
あ
る

「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
。

2

　﹃日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
に
お
け
る
景
戒
の
思
惟

　

本
稿
で
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
中
巻
を
中
心
的
な
話
題
に
す
る
が
、
ま
ず
は

中
巻
に
先
立
つ
、
上
巻
に
つ
い
て
概
括
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
因
果

応
報
と
い
う
内
典
の
原
理
に
よ
っ
て
事
象
が
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
へ
の
驚
き

と
発
見
で
あ
る
。

誠
に
知
る
。
天
の
哀
び
て
資
く
る
所
、
父
子
は
深
き
縁
な
り
け
り
と
い
ふ

こ
と
を
。
是
れ
奇
異
し
き
事
な
り
。�

（
上
巻
第
九
縁
）

現
報
甚
だ
近
し
。
因
果
を
信
ず
べ
し
。
畜
生
に
見
ゆ
と
雖
も
、
而
も
我
が

過
去
の
父
母
な
り
。
六
道
の
四
生
は
我
が
生
れ
む
家
な
り
。
故
に
慈
悲
无

く
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。�

（
上
巻
第
二
十
一
縁
）

（
親
孝
行
な
人
物
が
、
仏
道
修
行
の
中
で
仙
人
と
な
っ
た
こ
と
を
評
し
て

＝
稿
者
補
）
誠
に
知
る
、
仏
法
の
験
術
広
大
な
る
こ
と
を
。
帰
依
す
る
者

は
必
ず
証
得
せ
む
。�

（
上
巻
第
二
十
八
縁
）

上
巻
に
見
え
る
評
語
を
い
く
つ
か
取
り
出
し
て
み
た
が
、
こ
こ
に
は
、
因
果
応

報
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
不
思
議
な
話
＝
奇
異
が
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
に
対

し
て
の
、「
奇
異
」「
誠
知
」
な
ど
の
驚
き
の
声
を
挙
げ
る
景
戒
の
姿
が
垣
間
見

え
る
。
特
に
、
上
巻
第
三
縁
ま
で
に
記
さ
れ
る
説
話
は
、
一
見
因
果
応
報
で
は

58-10楢崎.indd   128 2017/03/16   11:08:48



―　　―129 ―　　―128

読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
藪
敏
晴
は
、
特
に
上
巻
第
一
縁
を
取
り
あ
げ
て

以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

仏
教
的
要
素
の
か
け
ら
も
み
え
な
い
こ
の
冒
頭
話
は
、
増
補
部
分
と
し
て

切
り
捨
て
な
い
限
り
、
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
が
、
多
く
の
﹃
霊
異

記
﹄
研
究
者
に
と
っ
て
、
最
後
の
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た6
。

し
か
し
、「
仏
教
的
要
素
の
か
け
ら
も
み
え
な
い
」
説
話
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
か
ら
排
除
す
る
必
要
は
な
い
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
編
者

で
あ
る
景
戒
は
、
上
巻
の
序
の
中
で
「
内
典
」
と
「
外
典
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

然
れ
ど
も
乃
ち
外
を
学
ぶ
る
者
は
、
仏
法
を
誹
れ
り
。
内
を
読
む
者
は
、

外
典
を
軽
み
せ
り
。
愚
痴
の
類
は
迷
執
を
懐
き
、
罪
福
を
信
な
り
と
せ

ず
。
深
智
の
儔
ハ
内
外
を
覯
て
、
信
と
し
て
因
果
を
恐
る
。

以
上
の
よ
う
に
内
典
（
＝
仏
教
）
と
外
典
（
＝
仏
教
以
外
）
の
両
方
を
重
視
す

る
己
の
立
ち
場
を
明
確
に
す
る
景
戒
が
、
内
典
的
な
要
素
の
み
で
﹃
日
本
霊
異

記
﹄
を
構
成
す
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
上
巻
冒
頭
三
話
に

つ
い
て
詳
細
に
分
析
を
示
す
紙
幅
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
外
典
的
な
要
素
を
排

除
せ
ず
に
み
れ
ば
、
因
果
応
報
の
論
理
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え

ば
、
上
巻
第
一
縁
は
景
戒
の
話
末
評
語
が
な
い
た
め
、
上
巻
第
一
縁
に
お
い
て

強
調
さ
れ
る
描
写
か
ら
景
戒
自
身
の
意
味
づ
け
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
上
巻
第
一
縁
の
題
名
は
「
電
を
捉
へ
し
縁
」
で
あ
り
、「
電
」
を
人
で
あ

る
少
子
部
栖
軽
が
捕
ま
え
た
こ
と
が
奇
異
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
栖
軽
は

こ
の
こ
と
を
讃
え
ら
れ
、「
彼
の
墓
」
が
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
が
、

そ
こ
で
は
「
彼
が
忠
信
を
詠
ひ
、
電
の
落
ち
し
同
じ
処
に
彼
の
墓
を
」
作
る
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
説
話
冒
頭
で
も
、
天
皇
の
「
肺
脯
の
侍
者
」
と
し
て
仕
え
て

い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
栖
軽
の
、
天
皇
へ
の
「
忠
信
」

と
い
う
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
忠
信
」
を
因
と
し

て
、「
電
」
を
捕
え
る
と
い
う
奇
異
＝
果
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
認
識
が
読

み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
因
果
応
報
の
論
理
は
上
巻
第
一
縁
に
も
確
か
に
働

い
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
教
公
伝
前
の
雄
略
天
皇
期
の
説
話
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
む
し
ろ
上
巻
冒
頭
三
話
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
仏
教
公

伝
前
の
説
話
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
因
果
応
報
の
論
理
に
よ
っ
て
日
本
の
奇
異

が
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
﹃
日
本
霊
異
記
﹄

上
巻
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

＊

　

さ
て
、
外
典
に
よ
る
治
世7
を
も
因
果
応
報
と
い
う
内
典
的
な
論
理
に
よ
っ

て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
景
戒
は
内
典
の
論
理
に
よ
っ
て
世
界
の
事
象
、

目
の
前
の
事
象
に
応
答
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
さ
し
く
内
典
の
論
理
に

基
づ
く
編
纂
物
と
し
て
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
浮
か
び
上
が
る
。
だ
が
、
す
で

に
引
用
し
た
よ
う
に
、
上
巻
の
序
に
お
い
て
景
戒
は
内
典
と
外
典
の
両
方
を
重

視
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
で
は
、
内
典
の
み
で
な
く
外
典
も
ま
た
重
視

す
る
と
い
う
態
度
は
ど
こ
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
各
説
話

を
語
る
こ
と
ば
や
、
解
釈
を
す
る
時
の
こ
と
ば
に
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

　

上
巻
第
二
十
五
縁
を
例
と
し
て
取
り
あ
げ
て
み
る
。
上
巻
第
二
十
五
縁
は
、
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二
つ
の
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
前
半
は
、
大
神
高
市
万
侶
と
い
う
人
物
が

官
位
と
引
き
替
え
に
し
て
、
民
の
農
業
の
妨
げ
に
な
る
か
ら
と
帝
の
御
幸
を
諫

め
た
と
言
う
話
。
後
半
は
、
干
ば
つ
の
時
に
民
の
た
め
に
高
市
万
侶
が
、
己
の

田
に
入
れ
る
は
ず
の
水
を
民
の
田
に
流
し
入
れ
て
救
お
う
と
し
、
そ
れ
に
天
が

感
応
し
て
高
市
万
侶
の
田
に
だ
け
雨
が
降
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
因
果
応
報

の
論
理
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
後
半
の
話
で
あ
る
が
、
説
話
全
体
に
目
を
向
け

る
と
、
上
巻
第
二
十
五
縁
が
内
典
以
外
の
論
理
で
も
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
わ

か
る
。
例
え
ば
、
天
皇
の
「
伊
勢
に
幸
行
さ
む
と
す
」
は
神
祇
的
な
行
為
で
あ

り
、「
大
神
」
氏
は
本
来
祭
祀
を
司
る
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
市
万
侶
は

「
農
務
を
妨
げ
む
」
と
い
う
論
理
で
行
動
を
と
る
。
前
半
の
話
の
「
農
務
を
妨

げ
む
」
と
い
う
論
理
や
、
後
半
の
話
の
民
の
た
め
に
高
市
万
侶
自
身
の
田
を
顧

み
ず
水
を
与
え
る
と
い
う
行
動
は
、
評
語
に
お
い
て
「
忠
信
」「
忠
に
し
て
仁

有
り
」
と
評
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
高
市
万
侶
の
行
動
は
儒
教
の
「
忠
信
」「
忠
」

「
仁
」
と
い
う
こ
と
ば
で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
上
巻
第
二
十
五
縁
は
天
皇
の
神

祇
的
な
行
動
を
、
神
祇
的
な
祭
祀
に
従
事
す
る
高
市
万
侶
が
、
儒
教
的
な
論
理

を
も
っ
て
諫
め
た
と
い
う
説
話
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。「
諸
天
感
応
し
た
ま
ひ
て
」
と
い
う
内
典
的
な
論
理
で
あ
る
因
果
応
報
の

論
理
を
用
い
な
が
ら
も
、
説
話
を
語
っ
て
い
く
こ
と
ば
は
外
典
の
こ
と
ば
が
用

い
ら
れ
て
い
く
。
上
巻
第
二
十
五
縁
は
、
内
典
的
な
知
と
外
典
的
な
知
の
両
者

が
用
い
ら
れ
な
が
ら
解
釈
さ
れ
記
さ
れ
て
い
く
説
話
な
の
で
あ
る
。
河
野
貴
美

子
は
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
中
に
「「
内
典
」「
外
典
」
の
字
句
表
現
を
用
い
た

作
文
の
工
夫
が
随
所
に
み
え
る8
」
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、

﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
文
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
一
の
字
句
表
現
の

由
来
、
背
景
を
通
し
て
改
め
て
考
察
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

と
指
摘
す
る
。
一
つ
一
つ
の
説
話
を
挙
げ
て
分
析
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
ひ
と
ま
ず
上
巻
の
説
話
か
ら
い
え
る
の
は
、
景
戒
自
身
が
「
深
智
の
儔
は

内
外
を
覯
て
、
信
と
し
て
因
果
を
恐
る
」
と
記
す
よ
う
に
、
内
典
的
な
知
と
外

典
的
な
知
に
よ
っ
て
輻
輳
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
が
上
巻
編
纂
時
点
の
景
戒
の

知
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
内
外
の
知
と
因
果
応
報
と
い
う
論
理
に
よ
っ

て
、
景
戒
の
目
の
前
の
事
象
が
説
明
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い
く
の
が
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
上
巻
な
の
で
あ
る
。

3

　因
果
の
明
ら
か
で
は
な
い
説
話
と
の
出
会
い

　

さ
て
、
本
稿
で
中
心
的
に
扱
う
中
巻
に
お
い
て
、
景
戒
の
関
心
は
上
巻
同
様

に
因
果
応
報
の
論
理
へ
と
向
い
て
い
る
こ
と
が
中
巻
の
序
か
ら
も
指
摘
で
き

る
。
中
巻
の
序
は
、
聖
武
天
皇
の
治
世
を
讃
え
る
こ
と
に
多
く
の
紙
面
を
割
き

な
が
ら
、「
善
悪
の
報
は
現
に
し
て
吉
凶
を
示
せ
り
」、「
善
悪
の
表
は
、
多
数

な
り
」
と
記
す
。
ま
た
、
中
巻
序
の
各
所
に
、

善
を
好
む
者
に
は
、
金
珠
の
装
鉢
あ
り
。
譬
如
ば
、
之
を
擯
く
れ
ば
向
ひ

依
り
、
之
を
牽
け
ば
避
け
斥
き
、
加
ふ
れ
ば
損
減
し
、
除
け
ば
満
ち
益
る

が
ご
と
し
。
流
頭
の
糠
を
食
ひ
、
米
明
の
宝
を
捨
て
、
許
由
の
耳
を
繞

み
、
巣
父
の
牛
を
引
く
こ
と
、
豈
此
れ
が
意
に
異
ら
む
や
。

な
ど
と
い
っ
た
因
果
を
説
く
文
言
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
右
の
傍
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線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
、
因
果
応
報
を
語
る
こ
と
ば
は
決
し
て
内
典
的
な
こ
と

ば
だ
け
で
は
な
く
「
許
由
」「
巣
父
」
な
ど
の
故
事
も
引
き
な
が
ら
記
さ
れ
て

い
く
。
他
に
も
「
孟
甞
の
七
善
」「
魯
恭
の
三
異
」
な
ど
と
内
典
以
外
か
ら
の

出
典
か
と
考
え
ら
れ
る
人
物
達9
が
因
果
応
報
の
論
理
の
説
明
や
例
示
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
巻
に
お
け
る
景
戒
の
知
の
あ
り
方
は
中
巻
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

＊

　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
に
お
い
て
因
果
応
報
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の

序
か
ら
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
巻
に
描
か
れ
る
説
話
に
は
一
見
因
果
の
形
で

は
読
み
解
け
な
い
仏
像
の
霊
験
譚
や
経
の
霊
験
譚
が
複
数
採
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
注
目
で
き
る
の
が
、
中
巻
第
十
七
縁
で
あ
る
。

　

中
巻
第
十
七
縁
の
あ
ら
す
じ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

池
に
沈
ん
で
い
る
木
の
先
に
鷺
が
居
り
、
通
り
が
か
っ
た
童
子
た
ち
は
そ

れ
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
。
鷺
は
石
を
投
げ
て
も
逃
げ
ず
、
近
寄
っ
て
み

る
と
水
の
中
に
入
っ
て
消
え
た
。
童
子
た
ち
が
鷺
の
い
た
木
を
見
る
と
、

そ
れ
は
以
前
盗
ま
れ
た
仏
像
で
あ
っ
た
。

中
巻
第
十
七
縁
は
、
観
音
像
が
発
見
さ
れ
た
か
ら
「
菩
薩
の
池
」
と
名
づ
け
ら

れ
た
と
い
う
因
果
が
記
さ
れ
る
た
め
、
由
来
譚
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
景
戒
は
あ
く
ま
で
中
巻
第
十
七
縁
に
描
か
れ
る
奇
異
を
、
不
思
議
な

鷺
の
登
場
に
見
出
す
。

定
め
て
知
る
、
彼
の
鷺
と
見
し
は
、
現
実
の
鷺
に
非
ず
、
観
音
の
変
化
な

る
こ
と
を
。
更
に
疑
ふ
こ
と
莫
れ
。

鷺
は
「
観
音
の
変
化
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
こ
に
は
、
上
巻
に
見
て
き
た
よ

う
な
因
果
応
報
の
論
理
は
発
見
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
上
巻
で
達
成
し
て
き
た

よ
う
に
事
象
が
因
果
応
報
で
読
み
解
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄

に
採
録
さ
れ
る
説
話
の
読
者
で
も
あ
っ
た
景
戒
に
と
っ
て
、
衝
撃
的
な
こ
と
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
景
戒
は
な
お
目
の
前
の
奇
異
の

因
果
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

「
仏
の
滅
後
と
雖
も
、
法
身
常
に
在
す
」
と
者
へ
る
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂

ふ
な
り
。

こ
の
評
語
は
、「
法
身
」
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。「
観
音
の
変

化
」
の
出
現
は
、「
法
身
」
の
存
在
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
「
更
に
疑
ふ
こ

と
莫
れ
」
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
景
戒
は
中
巻
第
十
七
縁
に
描

か
れ
る
奇
異
の
、
見
え
な
い
背
景
や
見
え
な
い
因
に
目
を
凝
ら
し
、
因
果
で
読

み
解
こ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
確
か
に
因
果
に
つ
い
て
の
思

考
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
上
巻
に
み
る
こ
と
の
で
き
る
、
因
果
応
報
の

論
理
そ
の
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
営
み
と
は
同
じ
営
み
で
は
な
い
。

　

法
身
は
本
来
以
下
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

即
ち
仏
所
説
の
正
法
及
び
仏
所
得
の
無
漏
法
、
並
に
仏
の
自
性
た
る
真

如
如
来
蔵
を
云
ふ
。
増
一
阿
含
経
第
一
序
品
に
「
釈
師
世
に
出
で
ゝ
寿
極

め
て
短
し
。
肉
体
逝
く
と
雖
も
法
身
在
り
。
当
に
法
本
を
し
て
断
絶
せ
ざ
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ら
し
む
べ
し
」
と
云
ひ
、
同
第
四
十
四
に
「
我
れ
滅
度
の
後
、
法
当
に
久

し
く
住
す
べ
し
。（
…
中
略
＝
稿
者
…
）
我
れ
釈
迦
文
仏
は
寿
命
極
め
て

長
し
。
然
る
所
以
は
肉
身
は
滅
度
を
取
る
と
雖
も
法
身
存
在
す
」
と
云

ひ
、
又
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
に
「
我
が
滅
後
に
於
て
波
羅
提
木
叉
を

尊
重
し
珍
敬
す
べ
し
。（
…
中
略
＝
稿
者
…
）
今
よ
り
已
後
我
が
諸
弟
子

展
転
し
て
之
を
行
ぜ
ば
、
則
ち
是
れ
如
来
の
法
身
常
住
し
て
而
も
滅
せ
ざ

る
な
り
」
と
云
へ
り
。
是
れ
仏
所
説
の
法
蘊
を
法
身
と
名
づ
け
、
其
の
法

の
滅
盡
せ
ざ
る
を
法
身
常
在
と
な
せ
る
も
の
な
り
。

こ
こ
に
説
か
れ
る
法
身
は
、
釈
迦
の
説
く
法
や
真
理
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

て
、
中
巻
第
十
七
縁
の
評
語
で
説
か
れ
る
よ
う
な
、
観
音
の
化
身
の
因
と
な
る

よ
う
な
存
在
と
し
て
は
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
不
思
議
な
鷺
の
登

場
の
背
景
に
見
出
す
因
と
し
て
の
「
法
身
」
は
、
本
来
の
意
味
か
ら
ず
ら
さ
れ

て
、
拡
大
解
釈
さ
れ
な
が
ら
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
景
戒
は
、
法
身

の
意
味
を
ず
ら
し
な
が
ら
、
因
が
明
確
で
な
く
因
果
で
説
明
の
で
き
な
い
奇
異

に
対
し
て
「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
で
応
答
し
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
こ
と
ば

と
し
て
の
法
身
で
は
な
く
、
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え
な
い
因
と
し
て

の
「
法
身
」
と
景
戒
と
の
出
会
い
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
、「
純
粋
な
抽
象
的
な
真
理11
」
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
は
、
景
戒
の
驚

き
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
で
、
中
巻
第
十
七
縁
以
降
、
思
考
が
進
め
ら
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
の
み
で
説
明
が
試
み
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、「
聖
霊
」「
護
法
」
な
ど
多
く
の
こ
と
ば
で
の
説
明
が
試
み

ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
中
巻
第
二
十
二
縁
は
、
盗
ま
れ
た
仏
像
が
声
を
挙
げ

て
居
場
所
を
知
ら
せ
た
と
い
う
奇
異
が
描
か
れ
て
い
く
が
、
こ
の
声
は
仏
像
の

10

そ
ば
に
い
る
盗
人
に
は
聞
こ
え
ず
、
た
ま
た
ま
道
を
通
り
が
か
っ
た
人
の
み
に

聞
こ
え
る
。
中
巻
第
二
十
二
縁
へ
の
景
戒
の
評
語
は
、

定
め
て
知
る
、
聖
、
甚
だ
し
き
悪
を
輟
め
て
、
是
の
瑞
を
示
し
た
ま
ふ
。

至
誠
懼
る
べ
し
。
聖
霊
无
き
に
は
非
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
。

と
さ
れ
、
中
巻
第
十
七
縁
同
様
に
、
こ
こ
で
も
見
え
な
い
因
が
「
聖
霊
」
と
い

う
こ
と
ば
で
説
明
さ
れ
て
発
見
さ
れ
て
い
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
中
巻
の
説
話
に
発
見
さ
れ
て
い
く
の
は
、
衆
生
の
あ
ず
か
り

知
ら
な
い
所
で
衆
生
に
対
し
て
働
き
か
け
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
目
に
見
え

な
い
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
え
な
い
が
確
実
に
存
在
し
て
景
戒
自
身
の
生

活
世
界
に
影
響
を
与
え
る
力
の
発
見
が
重
ね
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
景
戒
は
自
身

の
驚
き
の
声
と
し
て
「
至
誠
懼
る
べ
し
」
と
い
う
声
を
あ
げ
る
の
で
あ
ろ
う
。

4

　不
思
議
の
第
一

　

中
巻
第
十
七
縁
に
お
け
る
「
法
身
」
や
中
巻
第
二
十
二
縁
の
「
聖
霊
」
な

ど
、
説
話
を
読
み
解
き
な
が
ら
景
戒
は
、＂
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え

な
い
力
＂
を
複
数
の
こ
と
ば
で
意
味
づ
け
て
い
く
。
す
で
に
取
り
挙
げ
た
二
つ

の
説
話
は
、
内
典
的
な
こ
と
ば
に
よ
る
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
く
が
、
中
巻

序
を
見
た
時
に
も
触
れ
た
よ
う
に
中
巻
に
お
い
て
も
内
外
両
者
の
重
視
は
確
認

で
き
、＂
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え
な
い
力
＂
を
意
味
づ
け
る
こ
と
ば

に
も
外
典
的
な
こ
と
ば
は
確
認
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
中
巻
第
三
十
三
縁
で
は
「
神
怪
」
や
「
鬼
啖
」
と
い
っ
た
内
典
以
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外
の
こ
と
ば
で
意
味
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
中
巻
第
三
十
三
縁
は
、
あ
る

娘
の
も
と
に
男
が
求
婚
に
や
っ
て
き
て
、
翌
日
娘
の
両
親
が
娘
の
部
屋
を
見
て

み
る
と
、
娘
は
頭
と
指
を
残
し
て
食
わ
れ
、
男
は
消
え
て
い
た
と
い
う
話
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
付
さ
れ
る
評
語
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

或
い
は
神
怪
な
り
と
言
ひ
、
或
い
は
鬼
啖
な
り
と
言
ひ
き
。
覆
か
へ
す
が
へス
思
ふ

に
、
猶
し
是
れ
過
去
の
怨
な
ら
む
。
斯
れ
も
亦
奇
異
し
き
事
な
り
。

「
神
怪
」
か
「
鬼
啖
」
か
と
ま
ず
は
意
味
づ
け
が
試
み
ら
れ
る
。「
神
怪
」
は
内

典
に
用
例
が
極
端
に
少
な
く
、「
鬼
啖
」
は
内
典
に
用
例
が
な
い
こ
と
ば
で
あ

る
。﹃
東
大
寺
諷
誦
文
稿
﹄
に
も
確
認
で
き
ず
、
一
般
的
な
唱
導
の
中
で
使
わ

れ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
く12
、
内
典
的
な
こ
と
ば
と
は
判
断
で
き

な
い
。
景
戒
は
「
或
い
は
神
怪
」、「
或
い
は
鬼
啖
」
と
「
覆
ス
」
思
考
を
巡
ら

せ
、
最
後
に
は
「
過
去
の
怨
な
ら
む
」
と
意
味
づ
け
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
内
典

的
な
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
様
々
な
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
で
意
味
づ
け
よ

う
と
す
る
景
戒
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
巻
第
三
十
三
縁
は
、
明
確

に
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
前
世
で
為
し
た
業
が
因
と
な
り
、
現
在
の
生
に
果
と

し
て
返
報
の
あ
っ
た
説
話
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
先
に

み
た
中
巻
の
説
話
と
同
様
、
衆
生
の
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
＂
奇
異
を
引
き
起
こ

し
て
い
く
見
え
な
い
力
＂
の
存
在
が
了
解
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
景
戒
に
よ
る
、
説
話
を
解
釈
す
る
こ
と
を
通
し

て
の
＂
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え
な
い
力
＂
の
発
見
と
驚
き
は
、
ま
さ

に
「
覆
ス
」
行
わ
れ
て
い
っ
た
。
積
み
重
な
る
思
考
の
末
に
、
景
戒
は
こ
の

＂
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え
な
い
力
＂
を
「
不
思
議
の
第
一
」
と
説
く
。

そ
れ
が
中
巻
第
三
十
七
縁
で
あ
る
。
中
巻
第
三
十
七
縁
も
ま
た
、
因
果
応
報
で

解
釈
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
み
え
る
説
話
で
、
寺
が
火
事
に
な
っ
た
時
に
仏
像

が
自
ら
寺
の
外
に
飛
び
出
し
て
消
失
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
中
巻

第
三
十
七
縁
中
に
は
、
明
確
に

誠
に
知
る
、
三
宝
の
非
色
非
心
は
、
目
に
見
え
ず
と
雖
も
、
威
力
无
き
に

非
ず
と
い
ふ
こ
と
を
。
此
れ
不
思
議
の
第
一
な
り
。

と
記
さ
れ
、
景
戒
に
よ
っ
て
「
目
に
見
え
ず
と
雖
も
」
働
く
＂
奇
異
を
引
き
起

こ
し
て
い
く
見
え
な
い
力
＂
が
発
見
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
お
け
る
見
え
な
い

力
は
「
三
宝
の
非
色
非
心
」
と
い
う
内
典
的
な
こ
と
ば
で
名
前
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
仏
像
の
霊
験
譚
で
あ
る
こ
と
が
影
響
し
て
、
奇
異
に
ふ
さ
わ

し
い
形
で
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
は
、
景
戒

が
内
典
や
外
典
と
い
っ
た
枠
組
み
に
捕
ら
わ
れ
な
が
ら
意
味
づ
け
て
い
く
の
で

は
な
く
、
こ
と
ば
の
本
来
的
な
意
味
や
、「
法
身
」
の
よ
う
に
こ
と
ば
の
拡
大

解
釈
を
行
い
な
が
ら
、
目
の
前
の
事
象
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
で
意
味
づ
け
て

い
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は

典
型
的
な
応
答
の
型
に
し
た
が
っ
て
説
話
を
解
釈
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
説

話
の
解
釈
と
意
味
づ
け
の
模
索
を
通
し
て
思
考
を
次
第
に
深
め
な
が
ら
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
を
編
纂
し
て
い
く
景
戒
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
漏

れ
る
こ
と
ば
。
そ
れ
が
「
誠
知
」
で
あ
り
「
奇
異
」
と
い
う
驚
き
の
声
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
た
ど
り
着
く
の
が
、
中
巻
第
三
十
七
縁
の
「
此
れ
不
思
議
の
第
一

な
り
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か13
。

　

様
々
な
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
、＂
奇
異
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
見
え
な
い
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力
＂＝「
不
思
議
」
の
力
を
意
味
づ
け
る
こ
と
が
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
に
お

け
る
景
戒
の
思
考
で
あ
り
、
そ
の
契
機
は
因
果
応
報
の
明
確
で
は
な
い
中
巻
第

十
七
縁
の
よ
う
な
説
話
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
因
果
応
報
が
明
ら
か
に
な
ら
ず

と
も
な
お
、
因
果
の
論
理
に
よ
っ
て
事
象
を
意
味
づ
け
よ
う
と
試
み
る
中
で

「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
と
出
会
い
、
思
考
を
深
め
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の

「
法
身
」
は
、
も
と
は
内
典
的
な
こ
と
ば
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
内

典
的
な
話
題
を
内
典
的
に
意
味
づ
け
て
い
く
、
典
型
的
な
内
典
言
説
の
再
生
産

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
く
「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
と

景
戒
の
出
会
い
、
す
な
わ
ち
、
新
た
な
知
と
景
戒
と
の
出
会
い
が
、
景
戒
の
、

世
界
へ
の
よ
り
深
い
思
索
を
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻

に
は
、
景
戒
が
、
己
の
世
界
に
働
き
か
け
て
く
る
「
不
思
議
」
の
力
と
向
き
合

お
う
と
し
、
そ
の
力
へ
と
目
を
凝
ら
し
て
い
く
営
み
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

＊

　

景
戒
と
因
果
の
明
ら
か
で
な
い
説
話
と
の
出
会
い
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
竹
村
和
子
は
、「「
事
実
」
と
価
値
づ
け
ら
れ
た
比
喩
」

を
「
物
語
」
と
呼
び
、
我
々
は
、「
個
別
的
な
物
語
を
と
お
し
て
」
存
在
す
る

「
集
合
的
な
物
語
」
に
「
の
っ
と
っ
て
自
分
自
身
の
経
験
を
解
釈
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
な
か
に
、
本
質
的
な
事
実
性
―
身
体
性
―
と
い
う
も
の

を
形
成
し
て
し
ま
う
」
の
だ
と
い
う14
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

し
か
し
立
ち
止
ま
っ
て
自
分
の
感
情
や
行
為
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
具
体
的

な
感
情
や
行
為
は
、
規
範
的
で
「
本
質
的
な
」
事
実
性
と
は
い
つ
も
ど
こ

か
で
ず
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る15
。

「
個
別
的
な
物
語
」
と
は
景
戒
に
と
っ
て
の
「
説
話
」
で
あ
り
、「
集
合
的
な
物

語
」
と
は
「
諾
楽
の
右
京
の
薬
師
寺
の
沙
門
景
戒
」
に
と
っ
て
の
内
典
的
な
知

と
外
典
的
な
知
に
置
き
換
え
ら
れ
よ
う
。
形
成
さ
れ
た
「
本
質
的
な
事
実
性
」

と
「
個
別
的
な
物
語
」
と
の
間
で
は
、
景
戒
と
「
個
別
的
な
物
語
」
と
の
無
数

の
出
会
い
の
中
で
「
ず
れ
」＝「
戦
慄
的
で
衝
撃
的
な
体
験16
」
が
生
じ
る
。
上

巻
に
お
い
て
因
果
の
論
理
で
説
明
可
能
だ
と
証
明
し
て
き
た
世
の
奇
異
な
る
事

象
。
だ
が
、
現
実
の
中
で
常
に
因
と
果
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
、
と
。
だ
か
ら
こ
そ
景
戒
は
、「
不
思
議
」
の
力
と
向
き
合
う
営
み
が

必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「「
哲
学
す
る
こ
と
」
へ
の

衝
動
が
生
ま
れ
る
源
泉
」
は
「
多
様
で
あ
り
ま
す
」
と
い
い
な
が
ら
も
、

驚
き
か
ら
問
い
と
認
識
が
生
れ
、
認
識
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
疑
い
か
ら

批
判
的
吟
味
と
明
晰
な
確
実
性
が
生
れ
、
人
間
が
受
け
た
衝
撃
的
な
動
揺

と
自
己
喪
失
の
意
識
か
ら
自
己
自
身
に
対
す
る
問
い
が
生
れ
る17
。

と
、
驚
き
を
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
起
点
に
据
え
る
。
景
戒
の
＂
驚
き
＂
は
、

中
巻
に
お
い
て
目
の
前
の
事
象
へ
の
よ
り
深
い
思
考
を
導
い
て
い
く
。
で
は
、

景
戒
の
﹃
日
本
霊
異
記
﹄―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
は
、
こ
の
よ
う
な
営
み
の
果

て
に
ど
こ
に
た
ど
り
着
く
の
か
。

5

　お
わ
り
に
︱
景
戒
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
景
戒
の
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
に
お
い
て

は
、「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
内
典
的
で

あ
れ
外
典
的
で
あ
れ
、
事
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
因
と
な
る
「
不
思
議
」
の
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力
と
向
き
合
う
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
景
戒
が
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
と
い
う
説
話
集
を
書
き
編
纂
す
る
中
で
起

こ
っ
た
思
考
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

中
巻
に
お
け
る
＂
驚
き
＂
は
、
あ
く
ま
で
も
因
果
応
報
の
現
実
の
背
景
に
あ

る
力
へ
の
驚
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
力
の
確
か
ら
し
さ
を
、
説
話
を
通

し
て
ひ
た
す
ら
追
求
す
る
（
＝﹃
日
本
霊
異
記
﹄
上
巻
か
ら
中
巻
の
冒
頭
に
か

け
て
を
編
纂
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
出
会
い
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
を
編
纂
し
て
い
く
と
い
う
行
為
は
M
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
い
う
「
ま
ず

書
く
こ
と
、
果
て
し
な
く
書
く
こ
と18
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
練
習
に
す
ぎ

な
い
」
そ
の
行
為
は
、
説
話
の
分
析
で
見
た
よ
う
に
、
た
と
え
ば
「
大
神
」
や

「
伊
勢
に
幸
行
」、「
仁
」
と
い
う
こ
と
ば
が
記
さ
れ
な
が
ら
「
厳
密
に
書
こ
う

と
す
る
配
慮19
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
い
う
「
厳
密
に
書
こ

う
と
す
る
配
慮20
」
は
、
景
戒
の
内
典
的
な
知
や
こ
と
ば
を
運
用
す
る
の
み
に
捕

ら
わ
れ
ず
、
外
典
的
な
こ
と
ば
や
知
を
も
取
り
入
れ
な
が
ら
「
厳
密
に
」
奇
異

な
る
事
象
を
意
味
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
の
よ
う
な
景
戒
の
手4

に
よ
っ
て
、
編
纂
さ
れ
て
い
く
﹃
日
本
霊
異
記
﹄

は
「
多
次
元
の
空
間
」
と
な
り
、「
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

が
結
び
つ
き
、
異
議
を
と
な
え
あ
い
、
そ
の
ど
れ
も
が
起
源
と
な
る
こ
と
は
な

い21
」。
そ
の
よ
う
な
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
に
お
い
て
、「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば

と
の
出
会
い
を
契
機
に
＂「
不
思
議
」
の
力
＂
と
向
き
合
う
「
著
作
家22
」
た
る

景
戒
は
、
バ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
、「
そ
の
語
彙
は
他
の
語
彙
を
通
し
て
説
明

す
る
し
か
な
い
、
そ
れ
も
無
限
に
そ
う
す
る
し
か
な
い
」
こ
と
を
「
思
い
知
」

る
。

　

ま
た
、
景
戒
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
を
記
し
て
い
く
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
説
話
の
中
に
あ
る
「
多
元
性
が
収
斂
す
る
場
」
と
し
て
の
「
読
者23
」
で

も
あ
っ
た
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
研
究
に
お
い
て
、
多
く
の
論
考
が
そ
れ
ら
の

説
話
の
出
典
を
探
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
採
録
さ
れ
る
説
話

は
、
少
な
か
ら
ず
変
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
景
戒
が
新
た
に
一
か

ら
創
造
し
た
話
で
は
な
い
。
説
話
集

4

4

4

の
編
者
で
あ
る
景
戒
が
、
読
者
で
あ
っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い24
。

＊

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
を
編
纂
す
る
と
い

う
行
為
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
。
こ
こ
ま
で
の
こ
と
か
ら
、「
諾
楽
の

右
京
の
薬
師
寺
の
沙
門
景
戒
」
で
あ
っ
て
も
、
景
戒
が
、
内
典
的
な
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
か
ら
自
由
で
あ
っ
て
、
外
典
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
選
択
す
る
こ

と
も
し
な
い
「
著
作
家
」＝「
読
者25
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ

は
以
下
の
よ
う
に
い
う
。

分
析
の
あ
と
を
厳
密
に
た
ど
れ
ば
、
ま
ず
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
著
作

家
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
か
ら
自
由
に
、
す
な
わ
ち
、
他
の
文
明
―
た
と

え
ば
中
国
の
文
明
―
が
は
る
か
に
完
成
し
た
範
型
を
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し

て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
自
家
用
の
慣
用
と
か
像
と
か
標
識
と
か
試
験

済
み
の
言
い
回
し
と
か
を
持
っ
た
儀
典
的
な
言
語
か
ら
自
由
に
な
れ
ば
、

直
接
的
な
言
語
体
へ
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
、
彼
の
な
か
で
本
能
的
に
語

る
孤
立
的
な
言
語
体
へ
と
戻
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ26
。

こ
こ
で
の
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、
景
戒
は
「
直
接
的
な
言
語

体
へ
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
、
彼
の
な
か
で
本
能
的
に
語
る
孤
立
的
な
言
語
体
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へ
と
戻
る
」
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
ト
の
い
う
「
零
度
」
の
地
点
へ

と
戻
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
景
戒
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
と
い
う
現
代
か

ら
み
る
と
遙
か
昔
の
時
代
に
、「
零
度
」
の
地
点
か
ら
自
ら
の
生
活
世
界
に
起

こ
り
う
る
、
奇
異
な
る
事
象
の
背
景
を
巡
る
問
い
の
思
考
を
試
み
た
こ
と
に
な

ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
竹
村
信
治
が
ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
バ
ル
ト
を
引
き
な

が
ら
述
べ
る
よ
う
に
、「
お
の
れ
（「
著
作
家
」）
を
超
え
た
或
る
経
験
」（
一
つ

一
つ
の
説
話
）
と
の
「
対
話
」
の
為
さ
れ
る
「
文
学
と
い
う
経
験
」
が
﹃
日
本

霊
異
記
﹄
に
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る27
。

　
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
の
各
話
分
析
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は
、「
零
度
」
の

地
点
に
お
い
て
自
ら
の
生
活
世
界
に
根
ざ
し
た
問
い
、
具
体
的
に
は
、
目
の
前

の
奇
異
な
る
事
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
く
の
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い
を
発

見
し
、
そ
れ
を
説
話
を
通
し
て
問
う
て
い
く
景
戒
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
探

求28
」
は
、
決
し
て
「
法
身
」
と
い
う
こ
と
ば
の
抱
え
込
む
内
典
的
な
知
を
用

い
た
、＂
内
典
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
＂
の
み
に
よ
っ
て
応
答
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
例
え
ば
「
法
身
」
と
い
う
内
典
的
な
こ
と
ば
が
嫌
わ
れ
、
使
わ
れ
て

い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
ば
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
思
考

は
深
ま
っ
て
い
く
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄＝
景
戒
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
、「
零

度
」
の
地
点
か
ら
己
の
生
活
世
界
に
関
わ
る
問
い
が
発
見
さ
れ
、
深
め
ら
れ
て

い
く
営
み
で
あ
っ
た
。

付
記

　

本
稿
は
、
広
島
大
学
国
語
文
化
教
育
学
講
座
「
国
語
教
育
カ
フ
ェ
」（
於
：

広
島
大
学
、
二
〇
一
六
年
七
月
三
日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
修
正

を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
、
及
び
本
稿
の
修
正
に
際
し
て
、
指
導
教
員
の

竹
村
信
治
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
に
ご
質
問
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

注1　

守
屋
俊
彦
（
一
九
七
四
）﹃
日
本
霊
異
記
の
研
究
﹄（
三
弥
井
書
店
）
ほ

か
。

2　

中
村
史
（
一
九
九
五
）﹃
日
本
霊
異
記
と
唱
導
﹄（
三
弥
井
書
店
）
ほ
か
。

3　

R
・
バ
ル
ト
（
森
本
和
夫
訳
、
一
九
九
九
）「
政
治
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
」（﹃
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
﹄
所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。

4　

内
田
樹
（
二
〇
一
二
）「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
文
化
資
本
」（﹃
街
場
の
文

体
論
﹄
所
収
、
ミ
シ
マ
社
）。

5　

本
稿
に
お
け
る
注
を
付
さ
な
い
引
用
は
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
本
文
の
引
用

で
あ
り
、﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
を
底
本
と
す
る
。
な
お
、
一
部
現

行
字
体
に
直
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

6　

藪
敏
晴
（
一
九
九
五
）「﹃
日
本
霊
異
記
﹄
の
仏
法
と
歴
史
叙
述
―「
電
の

岡
と
為
ふ
語
の
本
」
考
―
」（﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
三
〇
巻
、
説
話
文
学
会
）。

7　

景
戒
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
巻
の
序
の
中
で
、「
窃
に
歴
た
る
み
代
を
視

る
に
、
宣
化
天
皇
よ
り
以
住
は
、
外
道
に
随
ひ
て
、
卜
者
に
憑
み
た
ま
へ

り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
景
戒
が
欽
明
天
皇
よ
り
前
の
治
世

は
、
外
典
の
下
治
め
ら
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

8　

河
野
貴
美
子
（
二
〇
一
六
）「
日
本
文
学
史
に
お
け
る
﹃
日
本
霊
異
記
﹄

の
意
義
―
そ
の
表
現
と
存
在
―
」（﹃
上
代
文
学
﹄
一
一
六
号
、
上
代
文
学

会
）。

9　
「
許
由
」、「
巣
父
」、「
孟
甞
」、「
魯
恭
」、「
三
異
」、「
七
善
」
の
い
ず
れ
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の
こ
と
ば
も
内
典
に
用
例
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
用
例
は
決
し

て
多
く
は
な
い
。
ま
た
、「
法
会
に
お
け
る
表
白
、
仏
教
の
教
化
の
た
め
の

「
唱
導
」
な
ど
に
用
い
る
覚
え
書
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
」（
野
村
純
一
ほ

か
編
﹃
日
本
説
話
小
事
典
﹄）
と
し
て
の
﹃
東
大
寺
諷
誦
文
稿
﹄
に
は
ど
の

語
も
確
認
で
き
な
い
。
一
般
的
に
、
仏
教
の
唱
導
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
語

彙
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

10　
﹃
望
月
佛
教
大
辞
典
﹄（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）
の
「
法
身
」
の
項
よ
り
引

用
し
た
。
一
部
、
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
。

11　

藤
井
淳
（
二
〇
〇
四
）「
空
海
﹃
法
身
説
法
﹄
そ
の
背
景
と
動
機
」（﹃
南

都
佛
教
﹄
八
四
巻
、
南
都
仏
教
研
究
会
）。

12　
「
神
怪
」
も
「
鬼
啖
」
も
、
用
例
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
た
だ
、「
神
怪
」

に
つ
い
て
、﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に
﹃
史
記
﹄
と
﹃
漢
書
﹄、﹃
法
言
﹄
の
用
例

が
引
か
れ
る
。﹃
法
言
﹄
は
揚
雄
に
よ
る
撰
述
で
、「
道
家
の
言
を
借
り
て
儒

の
道
を
説
」
く
も
の
で
あ
っ
て
、﹃
日
本
霊
異
記
﹄
が
「
外
典
」
と
呼
ぶ
書

物
で
あ
る
。﹃
法
言
﹄「
重
黎
」
に
お
け
る
「
神
怪
」
の
用
例
は
、
外
典
に
お

け
る
用
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

13　
「
不
思
議
」
は
、﹃
望
月
佛
教
大
辞
典
﹄（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）
の
「
不

可
思
議
」
の
項
に
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

是
れ
皆
言
を
以
て
陳
ぶ
べ
か
ら
ず
、
識
を
以
て
測
る
べ
か
ら
ざ
る
所
な

る
を
不
可
思
議
と
名
づ
け
た
る
な
り
。

思
索
を
深
め
て
い
く
中
で
、
景
戒
に
と
っ
て
あ
る
意
味
よ
く
わ
か
ら
な
い
、

言
語
化
不
可
能
な
も
の
と
し
て
「
不
思
議
」
の
力
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
た

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

14　

竹
村
和
子
（
二
〇
〇
二
）「
序　
「
愛
」
に
つ
い
て
「
語
る
」
と
い
う
こ

と
」（﹃
愛
に
つ
い
て　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
欲
望
の
政
治
学
﹄、
岩
波
書

店
）。

15　

注
14
前
掲
書
。

16　

注
14
前
掲
書
。

17　

K
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
（
草
薙
正
夫
訳
、
一
九
五
四
）﹃
哲
学
入
門
﹄（
新
潮

社
）。

18　

M
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
（
森
本
和
夫
訳
、
一
九
九
九
）「
零
地
点
の
探
求
」

（﹃
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
零
度
﹄
所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。

19　

注
18
前
掲
書
。

20　

も
と
も
と
M
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
よ
る
こ
と
ば
。
M
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
（
粟
津

則
雄
訳
、
一
九
八
九
）「
文
学
の
消
滅
」（﹃
来
た
る
べ
き
書
物
﹄
所
収
、
筑

摩
書
房
）。

21　

R
・
バ
ル
ト
（
花
輪
光
訳
、
一
九
七
九
）「
作
者
の
死
」（﹃
物
語
の
構
造

分
析
﹄
所
収
、
み
す
ず
書
房
）。

22　

竹
村
信
治
（
二
〇
一
四
）「
文
学
と
い
う
経
験
―
教
室
で
」（﹃
文
学
﹄

一
五
巻
五
号
、
岩
波
書
店
）。

23　

注
21
前
掲
書
。

24　

景
戒
は
、
流
布
す
る
説
話
を
集
め
、
説
話
集
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
を
編
纂
す

る
こ
と
を
上
巻
序
で
「
聊
か
に
側
ニ
聞
け
る
こ
と
を
注
し
、
号
け
て
日
本
国

現
報
善
悪
霊
異
記
と
曰
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。

25　

注
22
前
掲
論
文
。

26　

注
18
前
掲
書
。
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27　

注
22
前
掲
論
文
。
ま
た
、「
対
話
」
に
つ
い
て
は
氏
（
二
〇
〇
三
）
の

「
作
者
の
位
相
―
お
わ
り
に
」（﹃
言
術
論
―for

説
話
集
論
﹄、
笠
間
書
院
）

を
参
照
し
た
。

28　

M
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
（
粟
津
則
雄
訳
、
一
九
八
九
）「
文
学
の
消
滅
」（﹃
来

た
る
べ
き
書
物
﹄、
筑
摩
書
房
）。

（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
）
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