
｢日本霊異記』における女性の救いの問題

平
安
時
代
の
初
め
に
成
立
し
た
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
『
日

本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
（
以
下
「
日
本
霊
異
記
」
と
略
す
）
は
、
そ
の

名
の
通
り
「
現
報
」
ｌ
現
世
で
の
善
悪
の
報
い
を
描
く
も
の
で
あ
る
が
、

現
世
を
離
れ
仏
の
住
む
世
界
に
赴
き
た
い
と
い
う
浄
土
信
仰
も
少
数
だ
が

見
ら
れ
る
。

か
た
ち
は

我
、
聞
く
所
に
従
ひ
て
口
伝
を
選
び
、
善
悪
を
億
ひ
、
霊
奇
を
録

こ

き

い

は

ひ

も

ほ
ど
こ

せ
り
。
願
は
く
は
、
此
の
福
を
以
て
、
群
迷
に
施
し
、
共
に
画

（１）

荊
刷
渕
瓢
設
倒
に
生
れ
む
こ
と
を
。

（下巻三十九縁）

「
西
方
の
安
楽
国
」
と
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
西
方
極
楽
浄
土
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
往
生
へ
の
願
い
を
記
し
た
箇
所
は
他
に
も
見
ら

れ
、
上
巻
二
十
二
縁
の
道
照
や
下
巻
三
○
縁
の
観
規
な
ど
の
往
生
謹
も
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
で
往
生
を
願
っ
た
り
往
生
し
た
り
す
る
の
は

み
な
、
僧
つ
ま
り
男
性
で
あ
る
。

一
方
、
『
日
本
霊
異
記
」
に
見
ら
れ
る
女
性
の
最
も
す
ぐ
れ
た
果
報
と

し
て
の
転
生
の
場
所
は
「
天
」
で
あ
る
。

き
く
た

「花を売る女人は、例郵洲刃に生まる。毒を供する掬多は返

「
日
本
霊
異
記
」
に
お
け
る
女
性
の
救
い
の
問
題

Ｉ
上
巻
十
三
縁
を
中
心
に
Ｉ

は
じ
め
に

・つつ／、-し

浬
藥
経
に
説
き
た
ま
へ
る
が
如
し
。
「
母
、
子
を
慈
ぴ
、
因
り
て

自
ら
鋼
刃
に
生
ま
る
」
と
者
へ
る
は
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

（中巻四十二縁）

た
だ
し
、
ど
ち
ら
も
経
典
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
実
際
に
女
性
が
果
報
に

よ
り
他
界
へ
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
話
は
な
い
。
編
者
・
景
戒
は
、
極

楽
浄
土
の
種
類
品
等
を
定
め
、
理
論
と
実
例
に
よ
っ
て
凡
夫
も
往
生
可
能

か
ざ
い

で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
唐
・
迦
才
の
『
浄
土
論
』
を
読
ん
で
い
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
の
中
に
は
女
性
の
往
生
謹
も
あ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
『
日
本
霊
異

記
』
に
は
、
往
生
ど
こ
ろ
か
女
性
の
天
へ
の
転
生
を
語
る
話
も
な
い
の
だ

ろうか。
『
日
本
霊
異
記
」
が
語
る
女
性
の
善
報
は
、
貧
窮
か
ら
の
脱
却
（
中

十
四
・
中
二
十
八
・
中
三
十
四
・
中
四
十
二
な
ど
）
や
、
病
の
治
癒
（
下

十
一
・
下
三
十
四
な
ど
）
な
ど
、
現
世
利
益
的
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
そ
ん
な
中
で
、
現
報
で
は
あ
る
も
の
の
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
と
は
異

な
る
次
元
の
女
性
の
話
が
一
話
だ
け
あ
る
。
上
巻
十
三
縁
で
あ
る
。

ミ

サ

ヲ

わ

ざ

く
ら

女
人
の
風
声
な
る
行
を
好
み
て
仙
草
を
食
ひ
、
現
身
を
以
て
天
を

の
た
ま

こ

い

り
て
善
心
を
生
ず
」
と
者
へ
る
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

関
口
一
十
三

（中巻二十四縁）
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『日本霊異記ｊにおける女性の救いの問題

飛
び
し
縁
第
十
三

や
ま
と
の
く
に
う
だ
の
こ
お
り
ぬ
り
べ
ミ
サ
ヲ
を
み
な
こ
す
な
は

大
倭
国
宇
太
郡
漆
部
の
里
に
、
風
流
な
る
女
有
り
き
。
是
れ
即

そ

い
り
べ
み
や
つ
こ
ま
る
を
む
な
め
む
ま
れ
な
が
ら
み
さ
を

ち
彼
の
部
内
の
漆
部
の
造
麿
が
妾
な
り
。
天
年
に
、
風
声
に

わ
ざ
な
ひ
と
と
な
り
マ
サ
ナ
ル
コ
ト

な
な

、？←よ

行
を
為
し
、
自
悟
、
塩
醤
ヲ
心
に
存
せ
り
。
七
た
り
の
子
産
れ

お

せ
ま

な

ひ
だ

た
よ
り
な

な

生
ふ
。
極
め
て
窮
り
て
食
元
く
、
子
を
養
さ
む
に
便
元
し
。
衣
元

つづ

か
は
あ
み

き

よ

っ

づ

き

ぐ
し
て
藤
を
綴
る
。
日
々
に
沐
浴
し
て
身
を
潔
め
、
綴
れ
を
著
た
り
。

ご
と

と
ど
ま

野
に
臨
む
毎
に
、
草
を
採
る
を
事
と
す
。
常
に
は
家
に
住
り
て
家

よ
シ
キ
ミ
ヲ

を
浄
む
る
を
心
と
す
。
菜
を
採
り
て
は
調
へ
盛
り
、
子
を
唱
び
端

ナ

ホ

ク

ゑ

み

ふ

ふ

む

つ

いた

坐
テ
、
咲
を
含
み
馴
れ
言
ひ
、
敬
を
到
し
て
食
ふ
。
常
に
是
の
行

わざ

そ
ミ
サ
ヲ
ア
タ
カ

を
以
て
身
心
の
業
と
せ
り
。
彼
の
気
調
恰
モ
天
上
の
客
の
如
し
。

こ
こ
な
に
は
な
が
ら
と
よ
き
き

き
の
え
と
ら

み
ざ
を

是
に
難
破
の
長
柄
の
豊
前
の
宮
の
時
の
甲
寅
の
年
に
、
其
の
風
流

つ

な
る
事
、
神
仙
に
感
応
し
、
春
の
野
に
菜
を
採
み
し
と
き
に
、
仙
草

み
さ
を

を
食
ひ
て
天
を
飛
び
き
。
誠
に
知
る
、
仏
法
を
修
せ
ず
と
も
風
流
な

し
や
う
じ
ん
に
ょ
も
ん
き
ゃ
う
の
た
ま

る
を
好
め
ば
、
仙
薬
の
感
応
す
る
こ
と
を
。
精
進
女
問
経
に
云

た
だ

は
ら

へ
る
が
如
し
。
「
俗
家
に
居
住
す
と
も
、
心
を
端
し
く
し
、
庭
を
掃

の
た
ま

こ

い

へ
ば
、
五
功
徳
を
得
む
」
と
者
へ
る
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

心
身
を
清
め
、
野
草
を
摘
ん
で
は
調
理
し
、
貧
し
い
な
が
ら
も
子
と
の

団
藥
を
、
心
が
け
た
女
人
が
神
仙
の
感
応
を
受
け
て
飛
天
し
た
と
い
う
話

で
、
末
尾
に
女
性
の
功
徳
に
関
す
る
経
典
を
引
い
て
い
る
。
「
今
昔
物
語
集
』

巻
二
○
第
四
十
二
は
本
話
を
典
拠
と
す
る
が
、
女
が
神
仙
に
仕
え
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
末
尾
の
経
典
引
用
部
分
が
な
い
こ
と
な
ど
、
い
く

つ
か
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

な
お
、
「
懐
風
藻
」
藤
原
不
比
等
「
遊
二
吉
野
一
」
詩
の
第
三
句
に
見
え

る
「
漆
姫
」
は
、
本
話
の
主
人
公
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
第
四
句
の
「
拓
媛
」

は
、
『
万
葉
集
」
巻
三
な
ど
に
見
ら
れ
る
拓
枝
伝
の
仙
女
で
あ
り
、
と
も

に
当
時
の
貴
族
に
よ
く
知
ら
れ
た
神
仙
謹
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

（２）

本
話
に
関
す
る
先
行
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
「
神
仙
の
教
へ
に
説

く
所
さ
へ
も
、
既
に
仏
法
中
に
存
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
仏
法
の
広

（３）

大
さ
を
説
く
意
図
が
あ
っ
た
」
と
い
う
松
浦
貞
俊
氏
の
言
や
「
そ
も
そ
も

、

、

、

こ
の
話
は
仏
典
を
引
く
引
か
な
い
の
問
題
以
前
に
、
十
分
仏
教
的
で
あ
っ

た
。
即
ち
題
辞
に
言
う
女
人
が
『
好
風
声
の
行
』
と
い
う
『
因
』
が
『
現

身
飛
天
』
と
い
う
『
果
』
を
生
ん
で
い
る
点
で
、
こ
の
話
は
仏
教
の
説
く

（４）

『
因
果
の
理
』
に
ぴ
た
り
と
沿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
原
田
敦
子

氏
の
言
な
ど
、
仏
教
説
話
集
で
あ
る
本
書
に
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
が
採
録

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
説
明
に
先
学
の
苦
心
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
上

巻
十
三
縁
を
読
み
解
い
て
い
く
た
め
に
は
、
仏
教
と
神
仙
思
想
が
ど
の
よ

う
に
融
合
し
た
か
を
解
明
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
代
は
下
る
が
、
大
江
匡
房
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
本
最
初
の
神
仙
説

話
集
で
あ
る
「
本
朝
神
仙
伝
』
〈
一
○
九
八
年
頃
〉
に
見
ら
れ
る
仙
人
た
ち

（５）

の
多
く
は
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
登
仙
ｌ
仙
人
に
な
っ
て
い
る
。
神
仙

讃
を
含
む
道
教
的
思
想
は
仏
教
に
容
易
に
包
括
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
上
巻
十
三

縁
の
飛
天
を
仏
教
に
お
け
る
天
へ
の
転
生
に
準
じ
る
も
の
と
位
置
づ
け
、

仏
教
に
お
い
て
登
仙
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

上
巻
十
三
縁
の
女
人
は
「
現
身
を
以
て
天
を
飛
」
ん
だ
が
、
こ
れ
は
単

に
大
空
を
飛
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
登
仙
ｌ
仙
人

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

大
空
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
「
天
」
の
用
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
下

｜
、
神
仙
證
と
「
風
流
」
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｢日本霊異記」における女性の救いの問題

二
十
五
な
ど
）
が
、
「
日
本
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
る
「
天
」
の
用
例
は
ほ

あ
め

と
ん
ど
は
い
わ
ゆ
る
天
の
意
か
、
初
利
天
や
上
天
な
ど
仏
語
と
し
て
の
天

の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
上
巻
二
十
八
縁
に
お
い
て
役
優
婆
塞
が
「
遂
に
仙

な
と
作
り
て
天
に
飛
び
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
飛
天
す
る
こ
と
を

も
っ
て
仙
人
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

「
日
本
霊
異
記
』
以
前
に
も
神
仙
的
記
事
は
あ
る
が
、
登
仙
し
た
こ
と

を
明
確
に
描
い
た
も
の
は
他
に
は
な
い
。
前
述
し
た
藤
原
不
比
等
「
遊
二

た

づ

ひ

あ

が

吉
野
一
」
詩
の
「
漆
姫
」
も
「
鶴
を
控
き
て
挙
り
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

上
代
の
神
仙
的
記
事
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
『
万
葉
集
』

巻五わ伺鎚仁棚松浦洞卜蒋」があるが、せう
え
う
い
さ
さ
た
ま
し
ま
ふ
ち

余
暫
松
浦
の
県
に
往
き
て
遁
遙
し
、
肌
か
に
玉
島
の
潭
に
臨
み

を

と

め

あ

て
遊
寛
せ
し
に
、
忽
ち
に
魚
を
釣
る
女
子
ら
に
値
ひ
き
。
花
の
ど

か
ほ
な
ら
び
な
て
す
が
た
た
ぐ
ひ

ま
よ

と
き
容
双
無
く
、
光
れ
る
儀
匹
無
し
。
柳
の
葉
を
眉
の
中
に
開

き、桃の花を頬の上に強く・蔑烈雲を職ぎ、風洞世に細

わ
れ

た

さ

と

た

け
だ
し

れ
た
り
。
僕
問
ひ
て
日
は
く
「
誰
が
郷
誰
が
家
の
児
ら
そ
、
若
疑
神

を

と

め

ゑ

》』

仙
な
ら
む
」
か
と
い
ふ
。
娘
ら
皆
咲
み
て
答
へ
て
日
は
く
、
「
児
ら

あ

ま

いへ

い

や

ひ

と

き
ち

は
漁
夫
漁
夫
の
舍
の
児
、
草
庵
の
微
し
き
者
に
し
て
、
郷
も
無
く
家

な

に

な

さ
が

ま
た

も
無
し
。
何
そ
称
を
云
ふ
に
足
ら
む
。
た
だ
性
水
を
便
と
し
、
復
、

ら
く
ほ

いたづ

心
に
山
を
楽
し
ぶ
の
み
な
り
。
或
る
は
洛
浦
に
臨
み
て
徒
ら
に
玉

あ

る

ふ

か

ふ

ふ

た
ま
き
か

魚
を
羨
み
、
乍
は
巫
峡
に
臥
し
て
空
し
く
烟
霞
を
望
む
。
今
避
遁
に

う

ま

ひ

と

あ

あ

す
な
は
ち
く
わ
ん
き
よ
く
の
ま
た

貴
客
に
相
遇
ひ
、
感
応
に
勝
へ
ず
し
て
、
諏
欺
曲
を
陳
ぶ
。
而

い
ま
よ
り
あ
に

こ
た

今
而
、
豈
偕
老
に
あ
ら
ざ
る
べ
け
む
」
と
い
ふ
。
下
官
対
へ
て
日
は

を
を
つ
つ
し

う
け
た
ま
は

く
「
唯
唯
、
敬
み
て
芳
命
を
奉
る
」
と
い
ふ
。
時
に
日
山
の
西

り
ぱ
い

く

わ

い

ほ

う

の

よ

に
落
ち
、
騒
馬
去
な
む
と
す
。
遂
に
懐
抱
を
申
べ
、
因
り
て
詠
歌

（６）

を
贈
り
て
日
は
く
（
後
略
）

と
あ
り
、
男
が
神
仙
と
思
わ
れ
る
女
性
た
ち
に
出
会
う
と
い
う
形
で
あ
る
。

巻
六
・
一
○
一
六
は

ま
へ
つ
き
み
た
ち
さ
せ
う
べ
ん
こ
せ
の
す
ぐ
な
ま
る
あ
そ
み

春
二
月
に
、
諸
の
大
夫
等
の
左
少
弁
巨
勢
宿
奈
麿
朝
臣
の

う
た
げ

家
に
集
ひ
て
宴
せ
る
歌
一
首

う
な
は
ら

わ
た
り
み
や
び
を

》）

海
原
の
遠
き
渡
を
遊
士
の
遊
ぶ
を
見
む
と
な
づ
さ
ひ
そ
来
し

や
ど

か

し
る

右
の
一
首
は
、
白
紙
に
書
き
て
屋
の
壁
に
懸
着
け
た
り
。
題
し

て一置く「謹彌私職の他れる蕊鍵は、風洞秀才の

を
の
こ

ぼ
ん
か
く

士
の
爲
な
り
。
こ
は
凡
客
の
望
み
見
ら
え
ぬ
か
も
」
と
い
へ
り
。

「
蓬
莱
の
仙
媛
」
つ
ま
り
仙
女
の
化
し
た
嚢
護
は
、
風
流
秀
才
の
士
の
た

め
と
述
べ
る
。

ま
た
、
『
丹
後
国
風
土
記
」
逸
文
の
筒
川
の
喚
子
の
も
と
へ
現
れ
た
神

女
は
、
「
風
流
之
士
」
が
ひ
と
り
海
に
漂
っ
て
い
た
た
め
、
近
し
く
語
ら

い
た
い
と
思
っ
て
現
れ
た
と
い
う
。

つ
つ
か
は

お
ほ
み
た
か
ら
く
さ
か
べ
お
び
と
き
き

こ
の
里
に
筒
川
の
村
あ
り
。
こ
こ
の
人
夫
、
噴
部
の
首
が
先

お
や

し
ま
こ

ひ
と
と
な
り
か
た
ち
す
ぐ

つ
祖
、
名
を
筒
川
の
喚
子
と
云
ふ
ひ
と
あ
り
。
為
人
、
姿
容
秀
美

み
や
び
か

た
ぐ
ひ

い
は
み
づ
の
え
う
ら
し
ま
こ

れ
風
流
な
る
こ
と
類
な
し
。
こ
れ
、
謂
ゆ
る
水
江
の
浦
の
嗅
子
と

ひ
と

は
つ
せ
あ
き
く
ら
み
や
あ
め
の
し
た
を
さ
め
た
ま

い
ふ
者
な
り
。
：
．
長
谷
の
朝
倉
の
宮
に
御
宇
ひ
し
天
皇
の

み
よ
し
ま
こ
ひ
と
り
ち
ひ
き

わ
た
な
か
う
か
い

御
世
、
喚
子
、
独
小
き
船
に
乗
り
海
中
に
汎
び
出
で
て
釣
せ
り
。

み

か

み

よ

へ

い

を

し

な

は

い

つ

い

ろ

か

め

三
日
三
夜
を
経
ぬ
れ
ど
一
つ
の
魚
を
だ
に
得
ず
、
乃
ち
五
色
の
亀

あ
や

、うかつ

す
な
は
い
ね

を
得
つ
。
心
に
奇
異
し
と
思
ひ
船
の
中
に
置
き
即
ち
森
つ
る
に
、

た
ち
ま
ち
を
み
な

か
ほ
う
る
は

な
ら

忽
に
婦
人
と
な
り
ぬ
。
そ
の
容
美
麗
し
く
、
ま
た
比
ぶ
ひ
と
な
し
。

い

へ

は

る

に

は

な

い

か

喚
子
、
問
ひ
て
日
は
く
「
人
宅
遙
け
く
遠
く
、
海
庭
に
人
乏
き
に
誼

き

た

を

と

め

ゑ

こ
た

誼に人忽来れる」といふ。女娘の微咲みて対へて日はく「剛

ひ
と
り
う
み
う
か

か
た

あ

洞之士、独蒼海に汎くり。近く談らはむおもひに勝へず、

か
ぜ
く
も
む
た
き
た

風
雲
の
就
来
れ
り
」
と
い
ふ
。
喚
子
ま
た
問
ひ
て
日
は
く
「
風
雲
は
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い
づ
く

あ
め
う
へ

何
処
ゆ
か
来
れ
る
」
と
い
ふ
。
女
娘
、
答
へ
て
日
は
く
「
天
の
上
な

や

ま

ぴ

と

ねが

う
た
が

か
た
ら
ひ
う
つ
く
し
み
た
ま

る
仙
家
之
人
な
り
。
請
は
く
は
君
な
疑
ひ
そ
。
相
談
の
愛
を
垂

を
と
め

お
そ

へ
」
と
い
ふ
。
こ
こ
に
、
喚
子
、
神
の
女
と
知
り
催
り
疑
ふ
心
を

（７）

鎮
め
き
◎
（
後
略
）
（
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
）

こ
れ
ら
『
万
葉
集
』
や
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
見
ら
れ
る
神
仙
的

、

、

、

、

、

記
事
に
お
い
て
、
神
仙
と
は
出
会
う
も
の
で
あ
っ
て
、
な
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
上
巻
十
三
縁
と
の
共
通
点
も
あ
る
。
そ
れ
は
神
仙
が
女
性

で
あ
る
こ
と
と
、
「
風
流
」
の
語
で
あ
る
。

上
巻
十
三
縁
に
お
い
て
は
、
女
人
の
生
活
態
度
を
表
す
語
と
し
て
「
風

流
」
「
風
声
」
「
気
調
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
ミ
サ
ヲ
と

訓
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
「
今
昔
物
語
集
』
巻
二
○
第
四
十
二
に
お
い
て
は
、

「
風
流
」
と
い
う
表
記
に
統
一
さ
れ
る
。
『
今
昔
物
語
集
」
の
編
者
が
そ
の

内
容
を
示
す
に
あ
た
り
、
三
種
の
表
記
の
な
か
で
「
風
流
」
が
最
も
象
徴

的
で
あ
る
と
考
え
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
万
葉
集
』
の
「
風
流
」
は
、

本
居
宣
長
以
来
ミ
ヤ
ビ
と
訓
む
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
鎌

倉
時
代
に
仙
覚
が
記
し
た
『
万
葉
集
註
釈
』
で
は
、
巻
二
・
三
一
六
の
「
風

流
士
」
を
タ
ハ
レ
ヲ
と
訓
み
「
風
流
」
を
タ
ハ
レ
と
し
て
い
る
な
ど
、
訓

に
関
し
て
は
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
『
日
本
霊

異
記
』
と
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
風
流
」
の
訓
の
違
い
に
つ
い
て
は
考

盧
に
い
れ
ず
、
「
風
流
」
と
い
う
表
記
か
ら
の
み
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
「
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
風
流
」
の
語
は
神
仙
的
記
事
だ

け
に
使
わ
れ
る
語
で
は
な
く
、
先
に
挙
げ
た
も
の
以
外
で
は
、
巻
二
・

一
二
六
～
一
二
八
、
巻
四
・
七
一
二
、
巻
六
・
一
○
一
一
～
一
○
一
二
序
、

巻
一
六
・
三
八
○
七
左
注
に
も
見
ら
れ
る
。
呉
哲
男
氏
は
、
こ
れ
ら
の
用

例
に
み
ら
れ
る
「
風
流
」
は
す
べ
て
「
個
人
的
な
特
質
を
さ
す
語
」
と
し
、
『
万

葉
集
』
の
「
風
流
」
は
「
い
ち
じ
る
し
く
好
色
の
意
味
合
い
を
強
め
て
い
る
」

（８）

と
述
べ
て
い
る
が
、
好
色
と
い
う
点
に
、
神
仙
的
記
事
と
の
関
連
が
あ
る
。

「
遊
二
於
松
浦
河
一
序
」
に
は
、
『
遊
仙
窟
』
に
み
え
る
用
語
が
多
用
さ

（９）

れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
後
期
万
葉
に
お
い
て
は
、
六
朝
後
期
か

ら
唐
代
に
か
け
て
の
道
教
の
神
仙
志
向
の
影
響
を
受
け
た
「
風
流
」
が
好

（叩）
ま
れ
、
そ
の
要
素
は
「
琴
・
詩
・
酒
・
妓
」
で
あ
り
、
妓
女
と
の
交
情
は
、

（Ⅲ）

風
流
な
神
女
（
仙
女
）
と
の
そ
れ
に
見
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。
猪
股
と
き

わ
氏
は
、
「
遊
二
於
松
浦
河
一
序
」
の
背
景
に
遊
行
女
婦
と
の
交
友
を
想
定

（吃）
し
た
。
つ
ま
り
『
万
葉
集
』
の
お
け
る
神
仙
的
記
事
は
、
仙
女
と
の
交
情

を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
巻
十
三
縁
に
お
け
る
「
風
流
」
は
「
個
人
的
な
特
質
を
さ

す
語
」
と
い
う
性
質
と
「
万
葉
集
』
以
来
の
異
郷
に
住
む
仙
女
と
い
う
神

仙
謹
像
を
継
承
し
つ
つ
も
、
新
た
な
意
味
を
持
つ
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
。
女
人
が
妾
と
し
て
七
人
の
子
を
生
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
交

情
を
前
提
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
「
風
流
」
と
い
う
表
現
が
か
か
っ

て
い
る
の
は
、
男
の
足
が
絶
え
た
後
の
生
活
ぶ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ

、

、

、

、

、

し
て
、
上
巻
十
三
縁
は
神
仙
を
出
会
う
も
の
で
は
な
く
、
な
る
も
の
と
し

、

、

て
語
っ
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
仙
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
一
体
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

’
一
、
仏
教
と
登
仙

、

、

こ
の
節
で
は
、
仏
教
と
登
仙
ｌ
仙
人
に
な
る
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
『
日
本
霊
異
記
」
の
編
者
で
あ
る
景
戒

が
、
神
仙
謹
を
含
む
道
教
的
思
想
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
み
て

いこ》つ○
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景
戒
の
道
教
的
思
想
に
対
す
る
態
度
が
伺
え
る
部
分
は
そ
れ
ほ
ど
多
く

か》いＯや
う
さ
う
き
や
う
か
い

て
ん
だ
い
ち
し
ゃ

羊
僧
景
戒
、
学
ぶ
る
所
は
天
台
智
者
の
問
術
を
得
ず
。
悟
る
と
こ

じ
ん
じ
ん
べ
ん
じ
や

ろ
は
神
人
弁
者
の
答
術
を
得
ず
。

右
は
、
下
巻
序
の
一
部
で
あ
る
。
「
神
人
弁
者
」
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
は
「
神

通
力
を
得
た
人
や
、
弁
舌
さ
わ
や
か
な
者
。
前
の
「
天
台
智
者
」
と
対
応

し
て
用
い
た
。
「
弁
者
」
は
儒
・
道
教
の
徒
で
、
神
人
に
は
神
道
を
も
ふ

く
め
て
い
る
か
。
仏
教
以
外
の
三
道
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
」
と
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
道
教
の
「
弁
者
」
は
、
「
天
台
智
者
」
と
並
ん
で
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
下
巻
三
十
八
縁
で
も

い
ま
け
に
ヲ
二

た

づ

い

ま

然
る
に
景
戒
、
未
だ
軒
韓
黄
帝
の
陰
陽
の
術
を
推
ね
ず
。
未
だ

て
ん
だ
い
ち
し
ゃ

げ

天
台
智
者
の
甚
深
の
解
を
得
ず
。

と
、
「
軒
轤
黄
帝
の
陰
陽
の
術
」
が
、
「
天
台
智
者
の
甚
深
の
解
」
と
並
記

さ
れ
て
い
る
。
黄
帝
は
医
術
の
祖
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
こ
こ
で
景
戒
が

陰
陽
術
と
関
連
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
典
拠
は
不
明
だ
が
、
景
戒
が
陰
陽
術

の
よ
う
な
道
教
的
思
想
に
も
関
心
を
持
ち
、
一
定
の
敬
意
を
払
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
上
巻
十
三
縁
以
外
に
も
道
教
的
思
想
が
見
ら

（旧）

れ
る
話
が
い
く
つ
か
あ
る
の
だ
が
、
仏
教
と
の
関
連
と
い
う
問
題
を
考
え

や

す

の

こ

る
上
で
象
徴
的
な
の
は
上
巻
五
縁
で
あ
る
。
上
巻
五
縁
は
大
部
屋
栖
野
古

の
む
ら
じ

連
の
伝
記
で
あ
る
が
、
後
半
は
冥
界
訪
問
謹
の
形
式
を
取
る
。
屋
栖
野

古
連
は
冥
界
の
様
子
と
出
来
事
を
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。

二》ン

わ
た

五
つ
の
色
の
雲
有
り
。
霊
の
如
く
に
北
に
度
れ
り
。
其
の
雲
の
道
よ

か
ぐ
は

み
ゃ
う
き
ゃ
う
ま
じ

み

り
し
て
往
く
に
、
芳
し
き
こ
と
名
香
を
雑
ふ
る
が
如
し
ｏ
観
れ
ば
、

ほ
と
り

カ

カ

ヤ

コ

コ

か

く

道
の
頭
に
黄
金
の
山
有
り
。
即
ち
到
れ
ば
、
面
舷
ク
。
差
二
、
莞

い
た
だ
き

り
ま
し
し
聖
徳
太
子
待
ち
立
ち
た
ま
ふ
。
共
に
山
の
頂
に
登
る
。

ひ
と
り
び
く

き
ゃ
う
ら
い
ま
う

其
の
金
の
山
の
頂
に
、
一
の
比
丘
居
り
。
太
子
、
敬
礼
し
て
日
さ

ワ
ラ
ハ

の

ち

く
、
「
是
は
東
の
宮
の
童
ナ
リ
。
今
よ
り
已
後
、
経
る
こ
と
八
日
に

ま

さ

ト

サ

キ

ぶ
く

し
て
、
応
に
銘
キ
鋒
に
逢
は
む
。
願
は
く
は
、
仙
薬
を
服
せ
し
め
た

タ
マ
キ

ノ

ま
へ
」
と
ま
う
す
。
比
丘
、
環
ノ
ー
つ
の
玉
を
解
き
て
授
け
、
呑

ぷ
く

な

な
む
め
う
と
く
ぼ
ぎ
つ

ず

ミ
服
せ
し
め
て
、
是
の
言
を
作
さ
く
、
「
南
無
妙
徳
菩
薩
と
三
遍
調

△めい礼
せ
し
め
よ
」
と
い
ふ
。
（
以
下
略
）

妙
徳
菩
薩
に
「
仙
薬
」
を
貰
っ
て
服
し
た
屋
栖
野
古
連
は
災
い
を
逃
れ
る

事
が
で
き
、
蘇
生
後
は
長
生
き
し
た
と
い
う
。
「
仙
薬
」
と
い
う
道
教
的

思
想
が
仏
教
の
中
に
自
然
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
仏
教
と
道
教
的
思
想
の
接
近
は
『
日
本
霊
異
記
」
内
だ
け
に

留
ま
ら
な
い
。
「
経
国
集
』
巻
二
十
所
収
の
下
毛
野
晶
麻
呂
対
策
文
に
は
、

「
周
孔
の
名
教
」
（
儒
教
）
と
「
釈
老
」
（
仏
教
と
道
教
）
と
が
、
本
質
的

に
同
一
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
た
以
下
の
策
問
が
見
ら
れ
る
。

問
。
周
孔
名
教
、
興
邦
化
俗
之
規
、
繰
老
格
言
、
致
福
消
映
之
術
、

（脚）

為
當
内
外
相
乖
、
為
復
精
騒
一
櫟
、
定
其
同
不
、
覆
此
真
読
。

儒
者
で
あ
る
鐙
麻
呂
は
そ
れ
を
否
定
す
る
が
、
「
釈
老
」
と
い
う
形
で
仏

教
と
道
教
が
一
括
し
た
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
鐙
麻
呂

は
『
懐
風
藻
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
五
言
詩
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
二
新
羅

客
一
」
の
作
者
で
も
あ
り
、
こ
の
詩
は
養
老
四
年
〈
七
二
○
〉
に
詠
ま
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
対
策
文
が
書
か
れ
た
年
代
も
お
お
よ
そ
推

定
で
き
る
。
奈
良
時
代
前
半
に
は
す
で
に
仏
教
と
道
教
的
思
想
は
非
常
に

緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
道
教
的
思
想
は
こ
の
時
代
の
浄
土
信
仰
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い

る
。
以
下
は
、
長
屋
王
が
父
母
の
冥
福
を
祈
っ
て
書
写
し
た
『
大
般
若
波
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識
鰔
三
界
含
識
、
六
趣
稟
霊
、
元
願
不
遂
、
有
心
必
獲
明
美
、
因
果
達
焉

（旧）

罪
福
、
六
度
因
満
、
四
智
果
円

試
み
に
書
き
下
す
な
ら
ば
、
①
は
「
こ
の
善
業
を
以
て
登
仙
の
二
尊
の

たす

お
の
お
の

神
霊
を
資
け
奉
ら
ん
。
各
本
願
に
随
ひ
て
上
天
に
往
生
し
、
弥
勒
に
頂

ま
み

礼
せ
ん
。
浄
域
に
遊
戯
し
、
彌
陀
に
面
え
奉
ら
ん
。
並
び
に
正
法
を
聴
聞

し
、
倶
に
元
生
忍
を
悟
ら
ん
。
」
、
②
は
「
登
仙
の
者
は
浄
国
に
生
れ
、
天

上
に
昇
り
て
法
を
聞
き
て
道
を
悟
り
、
善
を
修
し
て
成
覚
せ
ん
。
」
と
な

る
。
霊
は
ま
ず
「
登
仙
」
し
、
そ
れ
か
ら
弥
勒
の
い
る
「
上
天
」
（
兜
率
天
）

へ
往
生
し
、
さ
ら
に
阿
弥
陀
の
い
る
「
浄
域
」
（
西
方
極
楽
浄
土
）
に
お

い
て
正
法
を
聴
聞
し
、
「
元
生
忍
」
〈
真
理
を
悟
っ
た
安
ら
ぎ
）
を
悟
る
と

い
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は
悟
り
に
至
る
ま
で
の
段
階
を
記
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』
は
、
こ
の
記
事
を
挙
げ
て
「
登
仙
」
を
「
貴

人
の
死
を
敬
っ
て
い
う
語
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
そ
う
な
っ
て

、

、

い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
時
代
、
「
登
仙
」
ｌ
仙
人
に
な
る
こ
と
が
往

生
に
至
る
最
初
の
段
階
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
素
直
で
あ
ろ

う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
天
に
登
っ
て
仙
人

羅
密
多
経
』
巻
二
六
七
の
奥
書
の
願
文
で
あ
る
。
神
亀
五
年
〈
七
二
八
〉

に
書
か
れ
た
た
め
、
俗
に
神
亀
経
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

神
亀
五
歳
次
戊
辰
五
月
十
五
日
、
仏
弟
子
長
王
、
至
誠
発
願
、
奉
写

大
般
若
経
一
部
六
百
巻
、
其
経
乃
行
行
列
華
文
、
勾
勾
含
深
義
読
謂

者錨耶去悪、被閲者納福藻栄、①叫岻鐵頚勺封詞烈聾川．割

（邪）

山
聴
聞
正
法
、
ｌ
倶
悟
元
生
忍
、

豊
鼻
堕
憲
嶺
君
君
凛
熱
麺
鐵
蕊
魂
面
棗
篭

又
以
此
善
根
、
仰
資
現
御
禺
天
皇
並

と
な
る
こ
と
の
初
出
と
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
上
巻
十
三
縁
の
女
人
登
仙
は
、
は
じ
め
に
引
用
し
た

中
巻
二
十
四
縁
．
四
十
二
縁
の
経
典
引
用
を
除
け
ば
『
日
本
霊
異
記
』
に

お
い
て
唯
一
、
女
性
の
往
生
の
問
題
に
関
わ
る
話
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
『
日
本
霊
異
記
』
で
実
際
に
往
生
を
願
っ
た
り
浄
土
に
往
生

し
た
り
す
る
の
は
み
な
僧
で
あ
り
、
女
性
の
最
も
す
ぐ
れ
た
果
報
と
し
て

の
転
生
の
場
所
は
、
引
用
経
典
に
お
け
る
最
高
で
天
、
説
話
だ
と
上
巻

十
三
縁
の
登
仙
ど
ま
り
で
あ
る
こ
と
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
美
術
史
の
方
で
示
唆
に
富
む
研
究
が
あ
る
。
法
隆

寺
の
玉
虫
厨
子
（
飛
鳥
時
代
）
の
台
座
背
面
に
描
か
れ
た
須
弥
山
図
の
表

現
に
関
す
る
長
岡
龍
作
氏
の
論
考
で
あ
る
。
長
岡
氏
は
ま
ず
、
玉
虫
厨
子

（
飛
鳥
時
代
）
の
須
弥
山
図
に
は
篦
需
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
と
し
、
さ
ら
に
須
弥
山
図
の
上
方
（
宮
殿
部
背
面
）
に
霊
鷲
山
図
が
配

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

篦
岩
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
る
須
弥
山
に
見
ら
れ
る
の
は
、
中

国
的
世
界
で
あ
る
、
一
方
、
霊
鷲
山
は
イ
ン
ド
の
山
で
あ
る
。
（
中
略
）

こ
の
イ
ン
ド
的
世
界
観
は
大
乗
仏
教
的
と
い
い
か
え
ら
れ
る
。
他
方
、

須
弥
山
図
の
主
た
る
モ
チ
ー
フ
は
神
仙
思
想
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
、

両
者
を
支
え
る
二
つ
の
世
界
観
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
仙
思
想
と
大
乗
仏

教
と
い
う
思
想
の
違
い
に
還
元
さ
れ
る
。
玉
虫
厨
子
の
想
定
す
る
、

成
仏
へ
の
道
は
こ
の
二
つ
の
世
界
観
の
中
に
あ
る
。
別
納
叫
刎
角
列
７
棚

叫
。
霊
鷲
山
図
を
須
弥
山
図
の
上
部
に
置
い
た
意
味
は
、
こ
の
点
に

（旧）

あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

仙
思
想
の
世
界
観
個
潟
研
副
勺
道
仙
終
点
が
初
利
充
で
あ
げ
矧
製
〕
の

侭
遣
猷
な
ふ
ぱ
剛
１
斜
魯
が
邸
認
戦
幽
累
観
叡
罵
頁
劇
副
Ⅵ
淵
囚
創
剖
創
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｢日本霊異記』における女性の救いの問題

五。一者自心清浄．他人見已生二清浄少。｜署為二他所一鼈。

三
者
天
心
歓
喜
。
四
者
集
二
端
正
業
一
・
五
者
命
終
生
二
於
善
道
天
中
一
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
仏
が
説
い
て
い
る
の
は
仏
塔
清
掃
の
功
徳
で
あ
る
。
し

か
し
上
巻
十
三
縁
で
は
「
庭
を
掃
へ
ば
、
五
功
徳
を
得
む
」
と
「
佛
塔
地
」

を
「
庭
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
本
経
で
は
な
く
『
諸

経
要
集
」
巻
三
旋
逵
縁
第
五
敬
塔
部
に
あ
る
「
無
垢
精
進
女
問
経
云
、
掃

レ
地
得
二
五
功
徳
一
」
あ
る
い
は
「
無
垢
清
浄
女
問
経
云
」
と
述
べ
る
「
法

上
巻
十
三
縁
は
、
そ
の
末
尾
に
お
い
て
「
精
進
女
問
経
」
と
い
う
経
典

を
引
用
し
て
い
る
。
「
精
進
女
問
経
』
は
、
「
無
垢
優
婆
夷
経
』
あ
る
い
は
「
無

垢
優
婆
夷
問
経
』
と
も
い
い
、
仏
が
無
垢
優
婆
夷
に
対
し
て
功
徳
を
説
く

経
典
で
あ
る
。
そ
の
現
在
確
認
で
き
る
本
文
が
以
下
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
た
こ
の
時
代
の
仏
教
思
想
を
支
え

る
世
界
観
は
、
神
仙
思
想
か
ら
な
る
も
の
と
大
乗
仏
教
か
ら
な
る
も
の
の

二
つ
が
あ
り
、
前
者
の
世
界
観
に
お
け
る
終
点
は
初
利
天
で
あ
る
と
す
る

のである。

こ
れ
を
「
日
本
霊
異
記
』
に
重
ね
て
考
え
る
と
、
浄
土
に
往
生
し
た
の

が
す
べ
て
僧
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
巻
二
十
四
縁
の
経
典
引
用
部
分
で

初
利
天
に
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
花
を
売
る
女
人
」
、
同
じ
く

中
巻
四
十
二
縁
の
経
典
引
用
で
梵
天
に
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

子
を
慈
し
ん
だ
「
母
」
で
、
上
巻
十
三
縁
の
登
仙
し
た
女
人
も
俗
人
で
あ
っ

た
こ
と
に
気
付
く
。
『
日
本
霊
異
記
」
に
お
け
る
女
性
の
救
い
に
関
す
る

語
り
は
、
尼
で
は
な
く
在
俗
の
女
性
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

佛
告
二
無
垢
優
婆
夷
一
言
。

三
、
仏
教
と
女
性

台
他
く
日
司
５
百
圧
弗

・何等為し

（旧）

苑
珠
林
』
巻
三
八
敬
塔
篇
の
孫
引
き
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
仮
に
そ

う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
経
に
も
「
諸
経
要
集
』
に
も
な
い
「
俗
家
に

た
だ

居
住
す
と
も
、
心
を
端
し
く
し
」
と
い
う
章
句
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

着
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
日
本
霊
異
記
』
は
、
在
俗
で
も
、
庭

と
い
う
仏
道
に
関
係
の
な
い
日
常
の
延
長
の
場
所
の
清
掃
で
あ
っ
て
も
、

五
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
は
男
性
に
関
し
て
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
お
そ
ら

く
、
出
家
に
対
す
る
男
女
の
違
い
が
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
に
あ
た
り
、
象
徴
的
な
の
は
中
巻
二
縁
で
あ
る
。
中
巻
二
縁
は
、
和

ち
ぬ
の
あ
が
た
い
し
ゃ
ま
と
ま
ろ

泉
国
泉
郡
の
大
領
で
あ
る
血
沼
県
主
倭
麻
呂
が
、
烏
の
邪
淫
を
見
て
つ

く
づ
く
世
の
中
が
厭
に
な
っ
て
官
位
も
妻
子
も
捨
て
、
行
基
に
弟
子
入
り

し
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
間
に
そ
の
妻
の
逸
話
が
挟
ま
れ
て
い
る
。

め

い

つひ

大
領
の
妻
も
亦
血
沼
県
主
な
り
。
大
領
捨
つ
と
者
へ
ど
も
、
終
に

あ
た
し
こ
こ
ろ
な

つ
つ
し
み

こ
こ
お
の
こ
ご

他
心
元
く
、
心
に
慎
あ
り
て
貞
潔
な
り
。
髪
に
男
子
、
病
を
得

み
や
う
じ
ゅ

士
寺
つ

ち

て
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
母
に
白
し
て
言
は
く
、
「
母
の
乳
を
飲
ま

こ
と

ば
、
我
が
命
を
延
ぶ
べ
し
」
と
い
ふ
。
母
、
子
の
言
に
随
い
、
乳
を

ア

あ

病
め
る
子
に
飲
ま
し
む
。
子
飲
み
て
嘆
き
て
言
は
く
、
「
憶
乎
、
母

ア

マ

ち

す
な
は

の
甜
キ
乳
を
捨
て
て
、
我
死
な
む
か
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
命
終
し

し
か

い

ぬ
。
然
し
て
大
領
の
妻
、
死
に
し
子
に
恋
ひ
、
同
じ
く
共
に
家
を
出

で
、
善
報
を
修
め
習
ひ
き
。

大
領
が
あ
っ
さ
り
と
妻
子
を
捨
て
て
顧
み
な
い
の
に
対
し
、
残
さ
れ
た
大

領
の
妻
は
そ
れ
で
も
「
終
に
他
心
元
く
、
心
に
慎
あ
り
て
貞
潔
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
病
に
冒
さ
れ
た
子
の
求
め
に
応
じ
乳
を
与
え
、
子

の
死
後
に
出
家
し
た
。
こ
の
大
領
の
妻
は
、
妻
と
し
て
も
母
と
し
て
も
仏

教
者
と
し
て
も
理
想
の
女
性
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

-１１４-



｢日本霊異記ｊにおける女性の救いの問題

が

い

く

じ

ゅ

を
捧
げ
て
、
街
衡
の
問
に
乞
食
し
、
或
は
偽
り
て
邪
説
を
謂
し
て
、

そ
ん
い
ふ

き

ら

く

し

ゆ

し

ゆ

く

えう〃くわ

村
邑
の
中
に
寄
落
し
、
聚
宿
を
常
と
し
て
、
妖
誰
群
を
成
せ
り
。

け
ん
ら
ん

（旧）

初
め
は
修
道
に
似
て
、
終
に
は
軒
乱
を
挟
め
り
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
在
京
の
僧
尼
」
は
、
主
と
し
て
養
老
元
年
〈
七
一
七
〉

四
月
壬
辰
〈
二
十
三
日
〉
の
前
詔
に
み
え
る
行
基
と
そ
の
弟
子
等
を
指
す
。

中
巻
二
縁
の
大
領
が
、
官
位
も
妻
子
も
捨
て
行
基
に
弟
子
入
り
し
た
よ
う

に
、
夫
や
子
を
捨
て
た
妻
や
親
を
捨
て
た
子
も
多
く
い
た
よ
う
で
、
そ
れ

が
「
親
夫
を
顧
ず
」
、
「
初
め
は
修
道
に
似
て
、
終
に
は
軒
乱
を
挟
め
り
」

と
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
日
本
霊
異
記
』
は
そ
の
よ
う
に
家
族

を
捨
て
出
家
す
る
女
性
は
描
か
な
い
。

『
日
本
霊
異
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
九
世
紀
初
め
頃
に
成
立
し
、

法
会
に
際
し
て
の
手
控
え
と
い
わ
れ
て
い
る
「
東
大
寺
調
調
文
稿
』
に
は
、

こ
こ
ろ

く
は
た

男
衆
は
俗
家
に
居
る
と
雛
ど
も
情
は
眞
道
を
認
つ
。
現
に
欲
楽
を

中
巻
二
縁
の
よ
う
に
女
性
が
出
家
す
る
話
は
「
日
本
霊
異
記
』
に
は
珍

し
い
。
そ
れ
は
本
書
が
、
母
性
や
母
の
慈
愛
を
称
揚
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
と
お
そ
ら
く
関
係
し
て
い
る
の
だ
が
、
幼
い
頃
か
ら
出
家
を
し
た
よ
う

な
例
は
と
も
か
く
と
し
て
、
既
婚
女
性
の
出
家
に
は
家
庭
や
子
の
養
育
と

い
う
問
題
が
あ
っ
た
。

既
婚
女
性
の
出
家
を
問
題
視
し
た
古
い
例
と
し
て
、
『
続
日
本
紀
』
養

老
六
年
〈
七
一
三
）
七
月
己
卯
〈
十
十
日
〉
の
太
政
官
奏
の
一
節
が
あ
る
。

こ
の
こ
ろ

せ
ん
し
き
き
や
う
ち

た
く
み

近
在
京
の
僧
尼
、
浅
識
軽
智
を
以
て
、
罪
福
の
因
果
を
功
に
説

と
り
も
ろ
も
ろ
い
つ
は
を
こ
つ

き
、
戒
律
を
練
ら
ず
し
て
、
都
裏
の
衆
庶
を
詐
り
誘
る
。
内
に

し
や
う
け
う
け
が
く
わ
う
い
う
か

聖
教
を
顎
し
、
外
に
皇
猷
を
鱈
け
り
。

に
人
の
妻
子
を
し
て
剃

。
或
は
経
を
負
い
鉢

聞
く
室
家
を
雛

か
し
こ

ミ
な
か

衆
の
行
は
是
の
如
く
畏
む
可
き
衆
の
中
中
に
て
敢
へ
て
申
し
何
ぞ

（釦）

言はむ。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
女
衆
」
の
「
行
」
と
し
て
、
「
仏
の

法
を
荘
り
厳
ふ
」
こ
と
と
「
家
を
治
め
人
を
慰
ぶ
」
こ
と
の
二
点
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
別
の
箇
所
に
「
吾
、
此
の
花
を
奉
り
十
方
に
飛

ば
し
て
仏
土
の
荘
厳
を
作
さ
む
」
と
い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
の
で
、
仏
に

花
を
奉
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は
家
政
を
取
り
仕
切
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
男
衆
」
の
よ
う
に
「
俗
家
に
居
る
と
雛
ど
も
」
と
い
う
断
り
は
な
い
が
、

こ
の
「
女
衆
」
と
い
う
の
は
在
俗
の
女
性
た
ち
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
。
在
俗
の
女
性
の
役
割
と
し
て
家
政
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
夫
や
子
を

捨
て
て
出
家
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
太
政
官
奏
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
「
日
本
霊
異
記
』
の
時
代
で
も
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
部
分
は
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
十
三
縁
と
並
ぶ
、
ミ
サ
ヲ

と
い
う
訓
の
か
な
り
古
い
用
例
と
な
る
。
上
巻
十
三
縁
で
の
表
記
は
「
風

流
」
「
風
声
」
「
風
調
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
雅
」
の
字
に
ミ
サ
ヲ

の
訓
が
振
ら
れ
、
「
男
衆
」
と
対
応
す
る
「
女
衆
」
の
「
行
」
を
修
飾
し

て
い
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
訓
釈
は
、
九
世
紀
半
ば
か
ら
十
世
紀

頭
に
か
け
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ミ
サ
ヲ
と
い
う
訓
と
し
て

は
「
調
謂
文
稿
』
の
方
が
古
い
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
ミ
サ
ヲ
の
訓

そ
そ

受
け
て
世
法
に
着
せ
ず
。
浮
華
の
代
に
は
想
を
智
水
に
濯
き
て
菩
提

を
求
む
。
薄
信
の
時
に
は
誠
を
覚
樹
に
馳
せ
て
法
糧
を
袰
む
。

ミ
ヤ
ビ
ナ
古

女
衆
は
窃
た
る
窕
や
か
な
る
形
を
現
は
す
と
錐
ど
も
、
丈
夫
の
志

ウ

ル

わ

ミ

サ

ヲ

み

ワ

ザ

を興こし、世の中の美しく雅なる行と為る。剣淵伽上柵

節
』
５
エ
曳
酋
邦
７

旧
め
人
を
敬

女
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（劃）

や
語
源
に
つ
い
て
は
特
に
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
上
巻
十
三
縁
の
女
人
の
態

度
を
象
徴
的
に
表
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
今
後
の
課
題
と
す
べ

き
問
題
で
あ
る
。

女
性
が
出
家
す
る
話
は
『
日
本
霊
異
記
」
に
は
珍
し
い
と
述
べ
た
が
、

女
性
の
出
家
が
増
え
は
じ
め
た
の
は
ち
ょ
う
ど
本
書
が
成
立
し
た
九
世
紀

以
降
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
と
い
う
の
は
国
家
公
認
の
得

度
や
受
戒
を
し
た
官
尼
が
減
り
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
の
尼
寺
も
衰
退
し

て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
個
人
的
な
出
家
は
大
幅
に
増
加
し

（龍）

た
と
い
う
。

『
日
本
霊
異
記
』
よ
り
だ
い
ぶ
時
代
は
下
る
が
、
十
一
世
紀
半
ば
に
成

立
し
た
「
大
日
本
国
法
華
験
記
」
の
奈
良
の
京
の
女
の
話
は
、
既
婚
女
性

が
仏
道
修
行
す
る
こ
と
の
困
難
さ
が
よ
く
わ
か
る
話
で
あ
る
。

第
百
二
十
一
奈
良
の
京
の
女
某
氏

つ
ば
び
ら
か

奈
良
の
京
に
一
の
女
人
あ
り
。
姓
名
い
ま
だ
詳
な
ら
ず
。
性

や？

に
う
な
ん

ぎ
ゃ
う
め
う
た
ん
じ
よ
う

を
稟
く
る
こ
と
柔
軟
に
し
て
、
形
貌
端
正
な
り
。
夫
婦
の
礼
に
随

画う

よ
は
ひ
い
た
み
づ
か

ひ
て
、
数
子
を
産
生
め
り
。
過
半
の
齢
到
り
て
自
ら
道
心
を
発
し
、

法
華
経
一
部
を
書
写
し
て
、
所
持
の
経
と
な
せ
り
。
一
部
を
読
み
習

ご
も
ぐ
さ
う
し

ひ
て
、
行
住
坐
臥
、
偏
に
こ
の
経
を
謂
し
て
、
語
黙
造
次
、
た
だ
妙

せ
ろ

し
ょ
く
ふ

法
を
持
し
て
、
更
に
世
路
を
営
ま
ず
。
養
蚕
織
婦
、
永
く
そ
の
業
を

え
ぷ
〃
§

捨
て
、
裁
綴
染
色
、
更
に
そ
の
営
を
忘
る
。
飯
食
衣
服
の
家
の
中
の

で
ん
ぱ
く

こ
と
ご
と

所
作
、
乃
至
、
田
畠
農
業
の
こ
と
、
悉
く
に
皆
知
ら
ず
。
た
だ
一

を
ふ
と
よ
の
つ
れ

、
心
に
合
掌
し
て
、
法
華
経
を
読
調
す
。
そ
の
夫
、
尋
常
に
云
は
く
、

い
と
ま

世
路
を
経
る
人
は
、
経
営
に
暇
な
く
、
世
間
を
送
り
過
す
。
何
人

と
ぜ
ん

か
徒
然
と
し
て
、
自
身
を
知
ら
ず
、
夫
の
作
法
を
知
ら
ず
、
子
の
有

様
を
知
ら
ず
し
て
、
た
だ
経
巻
を
執
り
て
、
年
月
を
送
る
こ
と
あ
ら

の

ち

ひ
ま

む
や
。
先
づ
世
間
の
要
事
を
作
し
て
よ
り
以
後
、
そ
の
隙
に
時
々
経

を
読
み
仏
に
仕
ふ
。
こ
れ
を
例
の
こ
と
と
す
べ
し
と
い
へ
り
。
か
く

い

の
ご
と
く
常
途
に
、
こ
れ
を
教
へ
道
ふ
と
い
へ
ど
も
、
更
に
聞
き
入

い
よ
い
よ

ほか

れ
ず
し
て
、
弥
世
の
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
偏
に
他
の
人
を
雇
ひ

て
、
家
の
こ
と
を
営
ま
し
た
り
。
か
く
の
ご
と
く
万
の
こ
と
を
忘
れ

た
だ

て
、
直
に
経
を
読
調
す
る
こ
と
廿
余
年
な
り
。

い
た

最
後
の
時
藻
り
て
、
数
日
の
悩
病
平
癒
し
畢
へ
ぬ
。
身
体
を
沐
浴

ｒ）や、？、え

と

し
、
新
し
き
浄
衣
を
着
て
、
手
に
経
巻
を
執
り
、
夫
に
向
ひ
て
語
り

て
云
は
く
、
数
十
余
年
、
夫
妻
の
契
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
今
日
こ
の

ざ
か
ひ

界
を
去
り
て
、
他
の
世
界
に
趣
き
行
く
。
何
ぞ
相
送
ら
ざ
る
と
い

ふ
。
ま
た
男
女
に
語
り
て
云
は
く
、
我
汝
等
を
生
み
育
て
て
、
多
く

く
だ

罪
業
を
作
り
、
多
く
の
身
を
催
き
分
ち
て
人
と
成
ら
し
め
っ
。
何
ぞ

た
ん
こ

そ

と
し
こ
ろ

今
単
己
に
て
他
の
境
に
移
去
る
に
、
一
人
も
相
副
は
ざ
る
や
。
年
来

お
の
お
の

所
持
せ
る
法
華
経
六
万
九
千
三
百
余
字
、
諸
仏
各
光
明
を
放
ち
、

ゐ
に
ょ
う

ゐ

無
量
の
菩
薩
各
燈
炬
を
捧
げ
て
、
前
後
を
囲
饒
し
、
極
楽
に
将
て

去
る
と
い
へ
り
。
か
く
の
ご
と
く
語
り
了
り
て
、
即
ち
読
経
礼
仏
し

し
に
か
ば
れ

て
入
滅
せ
り
。
然
る
に
、
そ
の
死
屍
は
数
日
を
経
た
り
と
い
へ
ど

け
は
ひ

か
う
ば

を
ふ
と
こ

も
、
そ
の
気
極
め
て
香
し
く
し
て
、
沈
檀
等
の
ご
と
し
。
夫
子

く
わ
ん
ぞ
く
ゑ
ん
ぎ
ん

（認）

春
属
、
遠
近
親
疎
、
皆
道
心
を
発
し
て
、
法
華
経
を
読
み
た
り
。

奈
良
の
京
の
女
が
信
心
を
起
こ
し
た
の
は
「
過
半
の
齢
到
り
て
」
で
「
飯

食
衣
服
の
家
の
中
の
所
作
、
乃
至
、
田
畠
農
業
の
こ
と
、
悉
く
に
皆
知
ら

ず
」
に
法
華
経
を
読
調
し
た
と
こ
ろ
、
夫
に
「
尋
常
に
云
は
く
、
世
路
を

経
る
人
は
、
経
営
に
暇
な
く
、
世
間
を
送
り
過
す
。
何
人
か
徒
然
と
し
て
、

自
身
を
知
ら
ず
、
夫
の
作
法
を
知
ら
ず
、
子
の
有
様
を
知
ら
ず
し
て
、
た

だ
経
巻
を
執
り
て
、
年
月
を
送
る
こ
と
あ
ら
む
や
。
先
づ
世
間
の
要
事
を
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作
し
て
よ
り
以
後
、
そ
の
隙
に
時
々
経
を
読
み
仏
に
仕
ふ
。
こ
れ
を
例
の

こ
と
と
す
べ
し
」
と
、
ま
ず
は
夫
の
こ
と
子
の
こ
と
家
の
こ
と
を
し
、
そ

の
合
間
に
経
を
読
み
仏
に
仕
え
る
べ
き
だ
と
諭
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夫
の

言
葉
か
ら
は
、
既
婚
女
性
は
ま
ず
は
家
の
こ
と
を
や
る
べ
き
だ
と
い
う
世

間
の
論
理
が
透
け
て
見
え
る
。

中
巻
二
縁
で
、
大
領
の
妻
は
子
の
死
後
に
出
家
し
た
。
こ
の
出
家
を
子

に
対
す
る
母
の
情
愛
の
深
さ
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能

だ
が
、
「
大
日
本
国
法
華
験
記
』
の
奈
良
の
京
の
女
の
話
を
重
ね
合
わ
せ

る
と
、
夫
や
子
が
い
な
く
な
っ
て
は
じ
め
て
出
家
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
一
人
の
女
性
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
『
日
本
霊
異
記
』
は
大
領
の

妻
を
、
妻
と
し
て
も
母
と
し
て
も
仏
教
者
と
し
て
も
理
想
の
女
性
像
と
し

て
描
い
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
理
想
的
で
あ
ろ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
出
家
は
遠
の
く
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
「
日
本
霊
異
記
』
ミ
サ
ヲ

は
だ
か
ら
こ
そ
、
「
花
を
売
る
女
人
」
や
子
を
慈
し
む
「
母
」
、
「
風
流
」

な
女
人
と
い
っ
た
在
俗
の
女
性
の
救
い
を
語
る
の
で
は
な
い
か
。

「
日
本
霊
異
記
』
中
巻
十
三
縁
は
、
出
家
を
し
た
り
経
を
読
む
な
ど
の

仏
教
的
な
行
為
を
し
な
く
と
も
、
子
を
慈
し
み
家
政
を
取
り
し
き
り
、

ミ
サ
ヲ

「
風
流
」
な
Ｉ
世
俗
を
超
え
た
高
潔
で
清
ら
か
な
生
活
態
度
を
と
っ
て

い
れ
ば
、
登
仙
し
、
そ
の
後
の
修
行
に
よ
っ
て
は
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
在
俗
の
女
性
に
対
す
る
救
い
の
論
理
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
ｌ
ミ
サ
ヲ
と
い
う
生
活
態
度

以
上
、
「
日
本
霊
異
記
』
上
巻
十
三
縁
の
飛
天
を
仏
教
に
お
け
る
天
へ

の
転
生
に
準
じ
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
仏
教
に
お
い
て
登
仙
す
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
の
時
代
、
登
仙
は
往
生
に
至
る

最
初
の
段
階
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
『
日
本
霊
異
記
』
は
女

性
の
往
生
を
語
ら
な
い
が
、
理
想
と
さ
れ
る
女
性
像
や
母
像
の
狭
間
で
生

き
る
在
俗
の
女
性
へ
、
飛
天
と
い
う
救
い
の
論
理
を
さ
し
の
べ
て
い
た
の

である。
そ
う
考
え
る
と
上
巻
十
三
縁
の
読
み
も
変
わ
っ
て
く
る
。
飛
天
し
た
と

い
う
結
末
の
方
に
ば
か
り
意
識
が
い
き
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
上
巻
十
三

縁
の
大
半
は
、
貧
し
い
な
が
ら
も
子
を
育
む
女
の
生
活
ぶ
り
の
描
写
に
費

や
さ
れ
て
い
る
。
描
写
の
量
が
そ
の
ま
ま
話
に
お
け
る
語
り
手
の
関
心
を

表
す
と
す
れ
ば
、
編
者
景
戒
の
主
た
る
関
心
は
、
女
が
飛
天
し
た
と
い
う

ミ
サ
ヲ

こ
と
で
は
な
く
、
飛
天
に
到
る
ま
で
の
、
「
風
流
」
と
評
さ
れ
た
そ
の
生

活
ぶ
り
の
方
に
あ
る
と
い
え
る
。
上
巻
十
三
縁
は
飛
天
し
た
と
い
う
結
果

で
は
な
く
、
そ
の
結
果
に
至
る
ま
で
の
過
程
ｌ
つ
ま
り
在
俗
の
女
性
が

こ
の
世
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
を
語
る
話
で
あ
る
の
だ
。

注
（
１
）
『
日
本
霊
異
記
』
の
訓
読
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
る
。

な
お
、
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
て
い
る
部
分
は
訓
釈
に
よ
る
部
分
で

ある。

（
２
）
中
林
栄
子
「
日
本
霊
異
記
の
考
察
ｌ
女
人
好
風
声
之
行
食
仙
草
以

現
身
飛
天
縁
第
十
三
に
つ
い
て
」
『
文
学
・
語
学
』
恥
、
一
九
六
二
年

十
二
月
・
藤
森
賢
一
「
白
鳥
の
商
ｌ
『
霊
異
記
」
上
巻
十
三
縁
考
ｌ
」
『
仏

教
文
学
」
２
号
、
一
九
七
八
年
三
月
・
永
藤
靖
『
日
本
霊
異
記
の
新

研
究
」
新
典
社
、
一
九
九
六
年
・
河
野
貴
美
子
ヨ
日
本
霊
異
記
』
の

編
纂
と
『
捜
神
記
」
・
『
法
苑
珠
林
」
ｌ
神
仙
伝
的
記
事
の
存
在
を
め
ぐ
っ

て
」
和
漢
比
較
文
学
会
・
中
日
比
較
文
学
会
編
『
新
世
紀
の
日
中
文

学
関
係
ｌ
そ
の
回
顧
と
展
望
」
勉
誠
出
版
、
二
○
○
三
年
な
ど
。
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（
３
）
松
浦
貞
俊
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
」
大
東
文
化
大
学
東

洋
研
究
所
、
一
九
七
三
年
、
六
十
六
頁

（
４
）
原
田
敦
子
「
女
人
昇
天
ｌ
『
日
本
霊
異
記
」
上
巻
十
三
縁
の
一
考

察
」
『
国
語
と
国
文
学
』
田
巻
ｎ
号
、
一
九
七
五
年
十
一
月

（
５
）
仏
道
修
行
に
よ
り
登
仙
す
る
の
は
、
日
本
の
神
仙
證
の
特
徴
で
あ

る
。
日
本
と
中
国
の
仙
人
の
特
徴
と
違
い
に
関
し
て
は
、
松
田
智
浩

『
日
本
と
中
国
の
仙
人
』
岩
田
書
院
、
二
○
一
○
年
に
詳
し
い
。

（
６
）
『
万
葉
集
』
の
訓
読
は
講
談
社
文
庫
に
依
る
。

（
７
）
『
風
土
記
』
の
訓
読
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
る
。

（
８
）
呉
哲
男
『
古
代
日
本
文
学
の
制
度
論
的
研
究
王
権
・
文
字
・
性
』

お
う
ふ
う
、
二
○
○
三
年
、
第
三
章
「
風
流
」
論

（
９
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
」
塙
書
房
、
一
九
六
四

年
、
「
遊
仙
窟
の
投
げ
た
影
」

（
皿
）
岡
崎
義
恵
「
風
流
の
思
想
」
『
日
本
芸
術
思
潮
』
一
九
四
七
年

（
Ⅱ
）
小
西
甚
一
「
風
流
と
『
み
や
び
」
ｌ
琴
・
詩
・
酒
・
妓
の
世
界
」
『
国

文
学
』
Ⅳ
巻
Ｍ
号
、
一
九
八
二
年
一
○
月

（
ｕ
）
猪
股
と
き
わ
「
後
期
万
葉
と
「
風
流
」
」
『
古
代
文
学
』
刈
号
、

一
九
九
○
年
三
月

（
週
）
上
四
（
Ｐ
解
・
死
後
に
生
前
の
姿
で
再
会
）
・
上
五
（
仙
薬
）
・
上

二
十
八
（
登
仙
）
な
ど

（
Ｍ
）
『
経
国
集
」
の
引
用
は
覆
刻
日
本
古
典
全
集
に
依
る
。

（
喝
）
竹
内
理
三
『
奈
良
遺
文
」
中
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
二
年
、
宗

教
編
下
。

（
略
）
長
岡
龍
作
「
日
本
の
仏
像
飛
鳥
・
白
鳳
・
天
平
の
祈
り
と
美
」

中
央
公
論
新
社
、
二
○
○
九
年
、
第
三
章

（
Ⅳ
）
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
十
四
巻
九
五
○
頁

（
肥
）
禿
氏
祐
祥
「
日
本
霊
異
記
に
引
用
せ
る
経
典
に
就
い
て
」
『
仏
教

研
究
』
一
巻
二
号
、
一
九
三
七
年

（
岨
）
「
続
日
本
紀
」
の
訓
読
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
。

（
別
）
「
東
大
寺
調
調
文
稿
」
の
訓
読
は
勉
誠
社
文
庫
に
依
る
。

（
Ⅲ
）
参
考
ま
で
に
、
辞
書
類
の
記
述
を
載
せ
て
お
く
。
『
時
代
別
国
語

大
辞
典
上
代
編
」
は
「
イ
カ
ー
ミ
カ
（
厳
）
、
イ
ッ
ー
ミ
ッ
ミ
ッ

シ
の
関
係
に
対
比
し
て
、
イ
サ
ヲ
シ
の
語
幹
と
同
義
の
語
か
、
イ
サ

ヲ
シ
の
「
勇
・
勤
・
功
」
な
ど
の
意
味
は
、
い
づ
れ
も
そ
の
と
き
に

あ
た
っ
て
誠
実
高
雅
な
態
度
・
行
為
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。
ま
た
、

「
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
」
は
「
（
１
）
マ
サ
ヲ
（
真
青
）
の
義

〔
語
麓
・
国
語
の
語
源
と
そ
の
分
類
Ⅱ
大
島
正
健
。
大
言
海
〕
。
（
２
）

ミ
チ
ス
ヱ
ト
ホ
ス
（
道
末
徹
）
の
義
。
ま
た
ミ
サ
ダ
メ
ヲ
ヘ
（
身
定

寛
）
の
義
〔
日
本
語
原
学
Ⅱ
林
舜
臣
〕
。
（
３
）
ミ
サ
マ
ヲ
モ
（
見
様
重
）

の
反
〔
名
語
記
〕
。
（
４
）
ミ
サ
ヲ
（
身
竿
・
躬
竿
）
の
義
。
操
行

の
直
立
す
る
意
〔
名
言
通
・
和
訓
栞
・
偲
言
集
覧
（
増
補
）
〕
。
（
５
）

モ
リ
ソ
フ
ァ
ト
（
守
添
例
）
の
義
〔
和
訓
集
説
〕
。
（
６
）
ミ
サ
ホ
（
身

狭
火
）
の
義
。
〔
紫
門
和
語
類
集
〕
。
（
７
）
ミ
サ
ホ
（
真
直
）
の
義
〔
言

元
梯
〕
。
（
８
）
ミ
サ
ホ
（
神
作
法
）
の
義
〔
和
語
私
臆
紗
〕
・
」
と
様
々

な
語
源
説
を
挙
げ
る
。

（
躯
）
こ
の
時
代
、
夫
が
存
命
し
て
い
る
既
婚
女
性
が
仏
道
修
行
を
行
う

際
に
何
が
問
題
と
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
浦
令
子

氏
の
論
考
（
光
華
女
子
大
学
・
短
期
大
学
真
宗
文
化
研
究
所
編
『
日

本
史
の
中
の
女
性
と
仏
教
」
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
、
第
四
章
）
が

詳しい。

（
邪
）
『
大
日
本
国
法
華
験
記
」
の
訓
読
は
思
想
大
系
に
依
る
。
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