
行基の歌

二
、
問
題
の
所
在

本
縁
は
以
下
に
掲
げ
る
標
題
が
示
す
よ
う
に
、
「
烏
の
邪
婬
」
「
世
を
獣

ふ
」
「
善
を
修
す
」
の
三
つ
が
説
話
全
体
を
構
成
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考

え
ら
れ
る
。
本
縁
は
烏
の
邪
婬
を
見
た
血
沼
県
主
倭
麻
呂
が
世
を
厭
い
、

出
家
し
て
行
基
の
弟
子
と
な
り
善
を
修
し
な
が
ら
も
、
不
幸
に
し
て
彼
は

行
基
に
先
立
っ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
行
基
の
歌
へ
と
展
開
す
る
。

最
後
に
説
話
全
体
へ
の
評
語
が
加
え
ら
れ
て
、
出
家
し
た
倭
麻
呂
を
讃
す

「
日
本
霊
異
記
』
（
以
下
、
『
霊
異
記
こ
の
中
に
は
、
歌
を
含
み
持
つ
説

話
が
幾
つ
か
存
在
す
る
。
そ
こ
に
見
え
る
歌
は
、
事
件
の
前
兆
を
灰
め
か

（１）

す
童
謡
の
如
き
歌
と
、
上
巻
第
二
縁
、
上
巻
第
四
縁
、
中
巻
第
二
縁
の
説

話
に
付
随
し
た
歌
で
あ
る
。
後
者
の
歌
に
つ
い
て
は
説
話
内
容
に
合
わ
せ

た
改
変
が
行
な
わ
れ
た
歌
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
歌
を
求
め
る
必

要
性
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
行
基
説
話
の
一
つ
で
あ
る

中
巻
第
二
縁
（
以
下
、
本
縁
）
の
歌
が
説
話
内
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義

を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

行
基
の
歌

｜
、
は
じ
め
に

特
集
・
〈
音
〉
を
書
く

Ｉ
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
縁
Ｉ

る
「
賛
日
」
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
説
話
の
構
成
上

か
ら
本
縁
を
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
の
五
段
落
に
分
け
て
掲
げ
る
。

回脚削剛闇間同国出剖訓叫、謝劃燭到ｕ縁第二

Ａ
禅
師
信
厳
は
、
和
泉
国
泉
郡
の
大
領
、
血
沼
県
主
倭
麻
呂
な
り
。
聖

武
天
皇
の
御
世
の
人
な
り
き
。
此
の
大
領
の
家
の
門
に
大
樹
有
り

を
ち
こ
ち

き
。
烏
、
巣
を
作
り
児
を
産
み
抱
き
て
臥
せ
り
き
。
雄
烏
は
暹
邇
に

飛
び
行
き
て
食
を
求
り
、
児
を
抱
け
る
妻
を
養
ひ
つ
。
食
を
求
り
て

タ
ガ
ヒ

カ
ダ
つ
る

行
け
る
頃
に
、
他
烏
、
遁
二
来
り
て
婚
ブ
。
今
の
夫
に
軒
ミ
婚
ぴ
て
、

はふ

心
に
就
き
て
共
に
高
く
空
に
義
り
、
北
を
指
し
て
飛
び
、
児
を
棄
て

て
膳
み
ず
。
時
に
先
の
夫
の
烏
、
食
物
を
哺
み
持
ち
来
り
て
、
見
れ

ば
妻
烏
元
し
。
時
に
児
を
慈
び
、
抱
き
臥
せ
り
て
、
食
物
を
求
ら
ず

し
て
数
の
日
を
経
ぬ
。
大
領
見
て
、
人
を
し
て
樹
に
登
り
、
其
の
巣

を
見
し
む
る
に
、
児
を
抱
き
て
死
に
を
り
。
大
領
見
て
、
大
き
に
悲

しぴ、改心し、同川脇閣闇間間国、冊副剃馴酬、家を出でぬ。

妻子を離れ、官位を捨て、行基大徳に随ひて、雪劃傾ｕ週

を
求
め
き
。
名
を
ば
信
厳
と
日
へ
り
。
但
し
要
ず
語
り
て
日
は
く
、

「
大
徳
と
倶
に
死
な
む
。
必
ず
当
に
同
じ
く
西
方
に
往
生
せ
む
」
と

いへり。 大
塚
千
紗
子

夏
期
セ
ミ
ナ
ー

-６１-
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烏
と
い
ふ
大
を
そ
鳥
の
こ
と
を
の
め
共
に
と
言
ひ
て
先
だ
ち
去

ぬ
る

り
夫
の
大
い
な
る
炬
あ
ら
む
と
す
る
時
に
は
、
先
づ
蘭
松
を
備
く
。
雨

降らむとする時には、兼ねて石坂潤ふ・回側削剛阿山削固回

団、領、道心を発しっ・先善の方便に、苦を見、道を悟る

と者へるは、其れ斯れを謂ふなり。欲界雑類の鄙なる行是

くの如し。訓剃割訓矧司割、愚なる者は貧ル。

Ｅ賛に日はく、「可シくアルカナ、血沼県主の氏。同剛耐剛幽

閉側国、俗塵を獣ひ背けり。浮花の仮趣にして、常に身を

浄くし、傾雪に勤め、恵命を祈る。心に安養の斯を尅み、

是の世間を解脱せり。異に秀レニタル厭士なり」と者へ

（２）恥Ⅲソ○

Ａ
．
Ｂ
は
倭
麻
呂
夫
婦
の
出
家
で
あ
る
。
Ａ
は
妻
烏
の
邪
婬
に
よ
っ
て

夫
烏
と
児
が
死
に
、
こ
の
顛
末
を
見
た
倭
麻
呂
は
世
を
厭
い
、
行
基
に
師

事
し
出
家
を
し
て
信
厳
禅
師
と
戒
名
す
る
。
Ｂ
は
倭
麻
呂
か
ら
離
縁
さ
れ

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

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

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

が
命
を
延
ぶ
べ
し
」
と
い
ふ
。
母
、
子
の
言
に
随
ひ
、
乳
を
病
め
る
ア
マ

子
に
飲
ま
し
む
。
子
飲
み
て
歎
き
て
言
は
く
、
「
噴
呼
、
母
の
甜
キ

乳
を
捨
て
て
、
我
死
な
む
か
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
命
終
し
ぬ
。
然
し

て
大
領
の
妻
、
死
に
し
子
に
恋
ひ
、
同
じ
く
共
に
家
を
出
で
、
雪
濁

劃傾捌割「酬割。

Ｃ
信
厳
禅
師
、
幸
元
く
縁
少
な
く
し
て
、
行
基
大
徳
よ
り
先
だ
ち
て
命

終しぬ。

徳
奥
き
詠
ビ

歌を作、りぞ目削鳳４、

た
妻
の
話
で
あ
り
、
妻
は
男
児
の
病
死
を
機
に
「
家
を
出
で
、
善
法
を
修

め
習
ひ
き
」
と
出
家
を
す
る
。
Ｃ
は
、
信
厳
の
死
と
そ
の
死
を
悲
し
ん
だ

行
基
の
歌
を
記
す
。
Ｄ
は
本
縁
へ
の
評
語
で
あ
り
、
物
事
に
は
必
ず
前
兆

が
あ
る
こ
と
の
例
証
を
示
す
。
「
欲
界
雑
類
の
鄙
な
る
行
」
と
は
「
烏
の

邪
婬
」
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
た
世
間
の
汚
濁
に
気
付
い

て
背
く
者
、
貧
る
者
と
の
二
者
が
お
り
、
倭
麻
呂
は
前
者
で
あ
っ
た
。
Ｅ

は
そ
の
倭
麻
呂
へ
の
賛
で
あ
る
。
先
の
Ｄ
評
語
で
示
し
た
欲
界
雑
類
で
あ

る
世
間
か
ら
脱
し
、
「
修
善
」
に
勤
め
て
解
脱
を
達
成
し
た
倭
麻
呂
を
賞

賛
し
て
い
る
。

本
縁
は
烏
の
邪
婬
を
契
機
と
し
て
倭
麻
呂
が
出
家
を
行
な
う
が
、
こ
う

し
た
出
家
の
あ
り
方
を
松
浦
貞
俊
氏
は
「
異
様
な
こ
と
」
と
指
摘
し
て
「
そ

れ
を
景
戒
は
、
佛
が
方
便
に
異
事
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
本
篇
を
綴

（３）
つ
た
」
と
、
編
者
景
戒
の
解
釈
に
よ
る
記
述
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
し
た
。

『
霊
異
記
』
に
お
い
て
出
家
動
機
を
記
す
説
話
は
他
に
、
聖
徳
太
子
の
死

去
を
機
と
し
た
太
子
の
従
者
、
大
部
屋
栖
野
古
（
上
巻
第
五
縁
）
、
「
出
家

し
て
仏
法
を
修
学
せ
む
」
（
中
巻
第
二
一
縁
）
と
願
っ
た
金
鷲
優
娑
塞
や
、

「
七
歳
よ
り
以
前
に
、
法
華
八
十
花
厳
を
転
読
せ
り
。
黙
然
り
て
逗
ら
ず
。

終
に
出
家
を
楽
ひ
」
（
下
巻
第
一
九
縁
）
と
幼
少
よ
り
才
智
を
見
せ
た
尼

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
出
家
動
機
は
太
子
へ
の
忠
義
や
仏
道
へ
の
帰
依
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
悪
い
事
象
を
契
機
と
し
た
出
家
證
は
異
例
と
い
え
る
。

信
厳
は
そ
の
「
世
を
散
ひ
」
と
い
う
厭
世
的
動
機
に
よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
、

Ｅ
賛
日
は
信
厳
を
「
異
に
秀
レ
ニ
タ
ル
」
と
賛
す
る
。
し
か
し
行
基
は
「
大

徳
突
き
詠
上
」
と
、
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
信
厳
の
死
を
泣
き
悲
し
む
の
で
あ

る
。
こ
の
行
基
の
悲
し
み
と
歌
の
詠
出
と
は
密
接
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ

る。

-６２-



行基の歌

こ
の
行
基
の
歌
の
詠
出
動
機
に
つ
い
て
中
田
祝
夫
氏
は
信
厳
が
行
基
に

交
わ
し
た
「
要
ず
語
り
て
〔
要
語
〕
」
以
下
の
内
容
か
ら
「
死
な
ば
も
ろ

と
も
に
と
言
っ
て
約
束
し
た
の
に
、
信
厳
は
先
に
死
ん
だ
と
、
（
愛
情
を

（４）

含
め
て
）
恨
ん
だ
も
の
」
と
解
釈
し
て
、
歌
意
と
詠
出
動
機
に
愛
惜
の
意

を
見
出
し
た
。
行
基
は
弟
子
に
要
語
を
破
ら
れ
、
先
に
往
生
を
遂
げ
ら
れ

て
泣
き
悲
し
む
。
こ
の
た
め
に
本
縁
は
行
基
の
徳
を
示
す
こ
と
や
行
基
の

菩
薩
と
し
て
の
性
質
を
示
す
も
の
と
は
一
見
し
て
捉
え
に
く
く
、
僧
で
あ

る
行
基
の
詠
歌
が
本
縁
に
何
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す

べ
き
と
考
え
る
。

問
題
と
す
る
行
基
の
歌
を
以
下
に
再
掲
す
る
。

１
．
烏
と
い
ふ
大
を
そ
鳥
の
こ
と
を
の
め
共
に
と
言
ひ
て
先
だ
ち
去
ぬ

る

（
「
霊
異
記
」
中
巻
第
二
縁
）

歌
の
三
句
目
「
こ
と
を
の
め
」
に
つ
い
て
真
福
寺
本
「
霊
異
記
」
に
は

（５）

「
去
止
乎
能
米
」
と
あ
る
が
、
狩
谷
板
斎
の
「
疑
ハ
能
美
ノ
之
調
」
や
鹿

（６）

持
雅
澄
の
「
米
ノ
字
は
未
の
誤
ふ
る
べ
し
」
と
い
う
指
摘
に
よ
っ
て
多
く

の
注
釈
書
は
「
こ
と
を
の
み
〔
能
未
〕
」
と
校
訂
を
行
い
、
限
定
の
意
（
言

（７）

葉
だ
け
）
と
し
て
解
釈
し
た
。
真
福
寺
本
の
ま
ま
解
釈
を
行
な
う
立
場
は

（８）

中
田
祝
夫
氏
と
多
田
一
臣
氏
の
両
氏
で
あ
り
、
中
田
氏
は
「
の
め
」
を
「
頼

む
」
の
連
用
形
で
「
あ
て
に
さ
せ
て
」
と
解
釈
す
る
。
「
霊
異
記
』
中
・

下
巻
の
善
本
は
真
福
寺
本
で
あ
る
か
ら
「
能
米
」
に
校
訂
を
行
う
べ
き
で

は
な
い
と
判
断
し
、
本
稿
で
は
中
田
説
に
従
い
た
い
。
下
二
句
の
「
共
に

と
言
ひ
て
先
だ
ち
去
ぬ
る
」
は
「
共
に
」
と
の
約
束
を
し
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
先
に
行
か
れ
て
取
り
残
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
散
文
部
と
照

三
、
「
烏
」
の
歌

合
す
れ
ば
先
に
往
生
を
し
た
信
厳
を
指
す
。

こ
の
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
十
四
・
三
五
二
一
番
歌
の
東
歌
を
援
用
し
つ

（９）

つ
、
説
話
内
容
と
首
尾
呼
応
さ
せ
た
も
の
と
屡
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
『
万
葉
集
』
の
影
響
が
歌
の
詞
章
か
ら
見
て
取
れ
る
。

（旧）

２
．
烏
と
ふ
大
を
そ
烏
の
真
実
に
も
来
ま
さ
ぬ
君
を
児
ろ
来
と
そ
鳴
く

（
巻
十
四
・
三
五
二
二

歌
の
意
は
、
烏
の
「
児
ろ
来
」
と
い
う
鳴
声
が
、
あ
た
か
も
自
分
の
元
へ

（Ⅲ）

恋
人
が
来
る
こ
と
を
鳴
い
て
伝
達
し
て
い
る
よ
う
に
聞
き
な
す
が
、
「
真
実

に
も
来
ま
さ
ぬ
君
」
と
実
際
に
恋
人
は
詠
み
手
の
元
へ
は
来
な
か
っ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
東
歌
と
行
基
の
歌
と
は
上
二
句
の
詞
章
を
共
通
と
し

つ
つ
も
、
二
句
目
以
降
は
歌
の
趣
向
が
異
な
る
。
し
か
し
、
詠
み
手
が
求
め

る
相
手
の
不
在
と
烏
へ
の
罵
倒
と
い
う
占
憧
お
い
て
は
共
通
す
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
大
を
そ
鳥
」
は
「
大
嘘
烏
」
含
万
葉
集
佳
詞
」
）
な
ど
、
古
注

釈
は
「
大
嘘
鳥
」
と
、
実
際
に
は
相
手
が
来
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
「
児
ろ

（帽）

来
」
と
鳴
く
嘘
つ
き
の
烏
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
を
そ
」
を

嘘
の
意
で
採
る
こ
と
は
甲
乙
の
点
に
問
題
が
あ
る
た
め
に
「
恋
ふ
と
言
は

ば
を
そ
る
と
わ
れ
を
思
ほ
さ
む
か
も
」
（
巻
四
・
六
五
四
）
、
「
咲
く
花
も
を

そ
る
は
う
き
を
」
（
巻
八
・
一
五
四
八
）
の
「
を
そ
る
（
軽
率
と
か
ら
『
佐

佐
木
評
釈
」
と
『
全
註
釈
」
以
降
の
注
釈
書
は
軽
率
の
意
と
採
る
。
「
霊

異
記
」
の
行
基
の
歌
に
お
い
て
も
「
大
を
そ
」
は
「
大
嘘
」
の
意
と
解
す

傾向にある伽、東歌と同様に軽率な鳥として理解するのが穏当

だ
ろ
う
。
こ
の
東
歌
の
ほ
か
に
、
『
万
葉
集
』
に
は
烏
の
鳴
声
を
詠
む
歌

と
し
て
以
下
の
例
が
あ
る
。

３
．
暁
と
夜
烏
鳴
け
ど
こ
の
山
上
の
木
末
の
上
は
い
ま
だ
静
け
し

（巻七・一二六三）

-６３-
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４
．
朝
烏
早
く
な
鳴
き
そ
わ
が
背
子
が
朝
明
の
姿
見
れ
ば
悲
し
も

（巻十二・三○九五）

３
は
夜
明
け
に
夜
烏
が
暁
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
鳴
く
が
、
山
上
の
木
末

は
ま
だ
静
か
で
あ
る
こ
と
だ
と
詠
む
。
烏
が
夜
明
け
を
告
げ
る
こ
と
は
男

と
の
逢
瀬
の
時
間
が
終
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
烏
は
鳴
く
が

「
い
ま
だ
静
け
し
」
と
逢
瀬
の
時
間
を
引
き
延
ば
そ
う
と
す
る
女
の
歌
で

あ
る
。
４
も
明
け
方
に
鳴
く
烏
の
習
性
に
寄
せ
て
詠
ま
れ
る
。
烏
の
鳴
声

は
朝
の
訪
れ
を
告
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
男
女
の
逢
瀬
を
引
き
裂
く

も
の
で
も
あ
っ
た
。
３
，
４
は
そ
の
鳴
声
に
よ
っ
て
逢
瀬
の
時
間
を
引
き

裂
く
烏
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
東
歌
の
烏
も
そ
の
鳴
声
に
よ
っ

て
非
難
さ
れ
て
い
た
。
漢
詩
集
に
お
い
て
烏
は
孝
養
の
烏
と
し
て
登
場
す

る洲、それとは異なり、鳴声によって男女の逢瀬を阻む要因と

し
て
、
ま
た
は
そ
の
鳴
声
か
ら
嘘
を
告
げ
る
と
い
っ
た
如
く
に
忌
ま
わ
し

い
烏
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鳴
声
に
よ
っ
て
男
女
の
逢
瀬
を

阻
む
要
因
と
し
て
、
ま
た
は
恋
人
の
到
来
を
期
待
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
も
、

そ
の
期
待
が
達
成
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
烏
の
鳴
声
が
歌
の
中
に
配
置

さ
れ
て
い
る
。
行
基
の
歌
の
烏
も
、
「
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
る
忌
ま
わ
し

き
悪
烏
の
イ
メ
ー
ジ
に
寄
せ
な
が
ら
「
こ
と
を
の
め
共
に
と
言
ひ
て
先
だ

ち
去
ぬ
る
」
と
結
ば
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
「
こ
と
を
の
め
」
に
つ
い
て

現
段
階
で
は
明
確
な
意
味
と
解
釈
は
見
出
せ
な
い
が
、
「
こ
と
」
と
は
説

話
部
に
お
い
て
行
基
と
共
に
死
ぬ
と
の
約
束
を
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
先
に

死
ん
だ
信
厳
の
「
言
」
を
指
し
て
お
り
、
自
ず
と
「
先
立
ち
去
ぬ
る
」
対

象
は
「
共
に
」
と
の
約
束
を
残
し
て
去
っ
た
信
厳
と
な
る
。

約
束
を
し
た
言
葉
と
現
実
と
の
乖
離
を
歌
に
よ
っ
て
詠
む
例
を
以
下
で

確
認
し
た
い
。

５
．
忘
れ
草
わ
が
下
紐
に
着
け
た
れ
ど
醜
の
醜
草
言
に
し
あ
り
け
り

（巻四・七二七）

６
．
言
の
み
を
後
も
逢
は
む
と
ね
も
こ
ろ
に
わ
れ
を
頼
め
て
逢
は
ざ
ら

む
か
も

（巻四・七四○）

７
．
あ
り
あ
り
て
後
も
逢
は
む
と
司
刺
別
劃
堅
め
言
ひ
つ
っ
逢
ふ
と
は

無

し

に

（

巻

十

二

・

三

三

三

）

５
は
、
恋
の
辛
さ
を
忘
れ
ら
れ
る
と
い
う
忘
れ
草
を
自
分
の
下
紐
に
結

ん
だ
が
、
そ
の
名
の
通
り
に
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
を
憎
み
「
醜
の

醜
草
」
と
詠
む
。
６
は
「
後
も
逢
は
む
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
、
逢
瀬
を

遂
げ
よ
う
と
し
な
い
相
手
に
対
す
る
不
信
感
が
示
さ
れ
る
。
７
は
「
逢
う

と
は
な
し
に
」
か
ら
、
実
現
し
な
い
逢
瀬
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
り
、
逢
瀬
を
約
束
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
を
実
現
さ
せ
な
か
っ
た

相
手
へ
の
怨
恨
と
批
難
と
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
５
の
「
言
に
し
あ
り
け

り
」
は
、
物
の
名
と
は
反
対
に
そ
の
言
葉
の
よ
う
な
効
果
を
現
実
に
得
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
６
，
７
の
「
言
の
み
」
は
相
手

か
ら
の
言
葉
を
頼
り
に
し
た
も
の
の
、
そ
の
言
葉
が
現
実
に
叶
わ
な
か
っ

た
過
去
を
詠
む
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
相
手
か
ら
発
せ
ら
れ
た
逢
瀬
の
言
葉

が
「
言
の
み
」
で
あ
っ
た
過
去
と
、
逢
瀬
へ
の
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
こ
と

へ
の
批
難
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
例
を
通
し
て
行
基
の
歌
を
検
討
す
る
に
、
行
基
は
信
厳
の
言
葉
を

頼
り
と
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
い
言
葉
と
な
っ
た
こ

と
を
愛
惜
の
意
を
以
て
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
批
難
の
内
実
は
「
烏

と
い
ふ
大
を
そ
鳥
」
と
、
悪
鳥
で
あ
る
烏
に
寄
せ
て
歌
わ
れ
る
よ
う
に

Ａ
「
烏
の
邪
婬
」
の
妻
烏
の
行
為
と
、
先
だ
っ
た
信
厳
と
を
重
層
さ
せ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
妻
烏
は
己
の
邪
婬
の
た
め
に
夫
烏
と
児
を
捨
て
て

-６４-



行基の歌

『
霊
異
記
』
は
行
基
を
「
文
殊
師
利
菩
薩
の
反
化
」
（
上
巻
第
五
縁
）
や

「
内
に
は
菩
薩
の
儀
を
密
め
、
外
に
は
声
聞
の
形
を
現
す
」
（
中
巻
第
七
縁
）
、

「
是
れ
化
身
の
聖
な
り
。
隠
身
の
聖
な
り
」
（
中
巻
第
二
十
九
縁
）
と
呼
ぶ

よ
う
に
、
隠
身
の
聖
と
し
て
の
徳
を
備
え
た
高
僧
と
し
て
語
る
。
ま
た
、

母
親
に
抱
か
れ
た
赤
子
を
見
た
行
基
が
前
世
の
因
縁
を
見
る
話
（
中
巻
第

三
十
縁
）
の
よ
う
に
、
行
基
の
示
し
た
霊
験
や
隠
身
の
聖
と
し
て
の
徳
や

知
性
を
語
る
。
し
か
し
、
本
縁
は
弟
子
の
死
に
よ
っ
て
約
束
を
反
故
と
さ

れ
て
泣
き
悲
し
む
行
基
の
姿
と
歌
に
よ
っ
て
説
話
部
が
終
了
す
る
た
め

に
、
一
見
し
て
行
基
の
徳
を
顕
わ
す
た
め
の
も
の
と
は
言
い
難
い
。

歌
の
直
前
の
文
脈
で
あ
る
Ｃ
は
「
信
厳
禅
師
、
幸
元
く
縁
少
な
く
し
て
、

行
基
大
徳
よ
り
先
だ
ち
て
命
終
し
ぬ
。
大
徳
突
き
詠
上
、
歌
を
作
り
て
日

は
く
」
と
行
基
の
感
情
が
「
実
」
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
信
厳
の
死
に
よ

る
悲
し
み
か
ら
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
詠
歌
の
主

去
っ
た
よ
う
に
、
信
厳
も
ま
た
妻
子
を
捨
て
て
出
家
を
す
る
。
こ
う
し
た

信
厳
の
行
為
は
、
出
家
の
為
と
は
錐
も
結
果
と
し
て
妻
烏
と
同
じ
行
為
に

（旧）

な
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
「
烏
の
邪
婬
」
を
見
て
出
家
を
し
た
倭
麻
呂
も
妻

烏
と
同
じ
で
あ
り
、
彼
自
身
も
ま
た
「
烏
」
Ⅱ
「
烏
と
い
ふ
大
を
そ
烏
」

な
る
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
本
縁
に
お
い
て
烏
は
子
を

捨
て
て
去
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
烏
に
比
さ
れ
る
信
厳
は
最
後
に
行
基
の

元
か
ら
も
去
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
際
、
信
厳
に
取
り
残
さ
れ
て
泣
く
行
基
の
姿
に
注
目
し
た
い
。
『
霊

異
記
」
に
お
い
て
は
高
僧
と
さ
れ
る
行
基
が
な
ぜ
弟
子
の
死
に
よ
っ
て
泣

き
、
歌
の
詠
出
へ
と
展
開
す
る
の
か
に
つ
い
て
次
節
よ
り
検
討
す
る
。

四
、
行
基
の
嘆
き
と
歌
の
意
義

体
者
の
心
情
が
説
話
内
の
文
脈
に
明
示
さ
れ
た
後
に
歌
へ
と
転
ず
る
例
と

し
て
は
「
霊
異
記
』
上
巻
第
二
縁
の
狐
妻
と
夫
と
の
離
別
に
お
け
る
歌
が

ある。

ス
ソ
ぞ
め

８
．
時
に
、
彼
の
妻
、
紅
の
欄
染
の
裳
〔
今
の
桃
花
の
裳
を
云
ふ
・
〕

サ

を
著
て
窃
窕
ビ
て
裳
欄
を
引
き
つ
つ
逝
く
。
夫
、
封
回
Ⅱ
劉
馴
劉
側
。
、

恋
ひ
て
歌
ひ
て
日
は
く
、

恋
は
皆
我
が
上
に
落
ち
ぬ
た
ま
か
ぎ
る
は
る
か
に
見
え
て
去
に

し
子
ゆ
ゑ
に

き

つ

れ

と
い
ふ
。
故
に
其
の
相
生
ま
し
め
し
子
の
名
を
岐
都
禰
と
号
く
。

含
霊
異
記
』
上
巻
第
二
縁
）

夫
は
、
紅
の
裳
を
引
い
て
去
る
狐
妻
の
姿
を
見
た
こ
と
で
「
恋
ひ
て
」

と
あ
る
よ
う
に
恋
情
が
喚
起
さ
れ
て
歌
へ
と
転
開
し
て
い
る
。
散
文
部
で

夫
の
抱
い
た
妻
へ
の
「
恋
」
と
、
歌
の
詞
章
「
恋
は
皆
」
が
対
応
し
つ
つ
、

「
は
ろ
か
」
や
「
去
に
し
子
」
に
よ
っ
て
狐
の
妻
が
は
る
か
遠
く
へ
去
る

こ
と
を
歌
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
夫
の
歌
を
例
に
見
れ
ば
、

行
基
の
感
情
を
表
現
す
る
「
奥
」
や
「
詠
」
に
よ
っ
て
行
基
の
歌
が
詠
出

さ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
の
、
「
詠
」
は
『
霊
異
記
」
で
は
他
に
雄
略
天
皇
か
ら
電
を
捉
え
る

こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
少
子
部
が
死
ん
だ
際
に
用
い
ら
れ
る
。
「
然
る
後
時

に
、
栖
軽
卒
せ
ぬ
。
天
皇
勅
し
て
七
日
七
夜
留
め
た
ま
ひ
、
彼
が
忠
信
を

謝
酬
、
電
の
落
ち
し
所
に
同
じ
処
に
彼
の
墓
を
作
り
た
ま
ひ
き
。
」
（
上
巻

第
一
縁
）
と
栖
軽
の
死
を
偲
び
、
雄
略
天
皇
は
彼
の
墓
を
造
営
し
た
と
説

明
さ
れ
る
よ
う
に
、
行
基
の
「
詠
」
は
死
ん
だ
信
厳
を
偲
ぶ
意
で
あ
る
だ

ろ
う
。
さ
ら
に
「
実
」
に
着
目
す
れ
ば
、
「
霊
異
記
』
に
お
い
て
泣
く
動

作
を
意
味
す
る
語
「
笑
・
啼
・
泣
・
涕
」
の
中
で
も
「
突
」
は
顕
著
に
用

-６５-



特集・〈音〉を書く

謁
列
型
例
訓
剣
勵
割
、
冑
憩
出
Ⅲ
詞
割
喫
９
。
阿
難
白
し
て
言
は
く
、
「
何

の
因
縁
を
以
て
か
、
如
来
喫
割
た
ま
ふ
』
と
ま
う
す
。
仏
、
阿
難
に

告
り
た
ま
は
く
、
「
是
の
女
、
先
世
に
一
の
男
子
を
産
む
。
深
く
愛

た
ち
ま
ち

心
を
結
び
、
口
に
其
の
子
の
閏
を
蝶
ふ
。
母
三
年
を
経
て
、
傭
倹
に

病
を
得
、
命
終
の
時
に
臨
み
、
子
を
撫
で
閑
を
暖
ひ
て
、
斯
く
言
ひ

き
。
『
我
、
生
々
の
世
に
常
に
生
れ
て
相
は
む
』
と
い
ひ
て
、
隣
家

の
女
に
生
れ
、
終
に
子
の
妻
と
成
り
、
自
が
夫
の
骨
を
祠
り
て
、
今

剰
酬
到
り
。
本
末
の
事
を
知
る
が
故
に
、
我
突
け
ら
く
の
み
」
と
の

た
ま
へ
り
」
と
者
へ
る
は
、
其
れ
斯
れ
を
謂
ふ
な
り
。

（
『
霊
異
記
』
中
巻
第
四
十
一
縁
）

９
は
蛇
と
女
と
の
異
類
婚
姻
讃
を
語
る
説
話
で
あ
り
、
出
典
の
不
明
な

経
典
か
ら
の
引
用
部
分
で
あ
る
。
仏
と
阿
難
は
墓
の
前
で
泣
く
夫
婦
と
会

う
。
こ
の
夫
婦
は
前
世
に
お
い
て
母
と
息
子
の
関
係
な
の
で
あ
り
、
前
世

で
母
（
現
世
の
妻
）
は
息
子
（
現
世
の
夫
）
へ
の
愛
執
に
よ
っ
て
転
生
し
、

隣
の
家
の
女
に
生
ま
れ
て
、
成
長
し
た
息
子
の
妻
と
な
る
。
こ
の
夫
婦
の

関
係
は
、
前
世
で
の
「
愛
心
」
の
結
果
に
よ
る
悪
因
で
あ
り
、
死
ん
だ
家

族
を
偲
ん
で
二
人
は
墓
の
前
で
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
夫
婦

に
お
け
る
愛
執
の
因
縁
を
知
っ
た
仏
は
「
音
を
出
し
て
嘆
く
」
と
あ
る
。
『
霊

異
記
』
で
は
「
和
泉
国
の
海
中
に
し
て
楽
器
の
音
声
有
り
き
。
」
（
上
巻
第

例
が
多
い
。
そ
の
「
突
」
く
対
象
は
僧
侶
、
在
家
者
と
様
々
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
仏
在
世
時
に
お
い
て
仏
が
罪
有
る
も
の
を
見
て
「
笑
」
く
と
い

う
記
述
を
挙
げ
た
い
。

９
．
経
に
説
き
た
ま
へ
る
が
如
し
。
「
昔
、
仏
と
阿
難
と
、
墓
の
辺
よ

り
し
て
過
ぎ
し
に
、
夫
と
妻
と
二
人
、
共
に
飲
食
を
備
け
て
、
墓
を

祠
り
て
慕
ひ
突
く
。

判恐酬Ｙ母啼罫丁当罫淵罰型摺辿灯
墓
を

。仏、

て
還
隠
る
。
高
即
ち
絹
物
を
取
り
辞
別
し
て
去
る
。
船
侶
帆
を
腿
ぐ

る
や
、
蟻
復
身
を
出
し
山
に
登
り
て
望
む
。
荊
刈
羽
荊
剖
詞
刷
矧
鯏
副

掛
川
引
澗
邦
。
（
藁
高
僧
屋
巻
第
一
、
安
世
高
）

皿
は
安
世
高
と
前
世
で
同
学
で
あ
っ
た
者
と
の
再
会
の
場
面
で
あ
る
。

し
か
し
、
再
会
し
た
同
学
は
性
格
の
高
慢
さ
か
ら
死
後
に
「
螺
」
で
あ
る

蛇
の
身
を
受
け
て
蛇
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。
安
世
高
は
「
之
に
向
ひ

て
梵
語
数
番
・
讃
唄
数
契
す
」
と
し
て
蛇
に
向
か
っ
て
「
讃
唄
」
を
歌
う
。

後
に
蛇
神
は
死
に
、
安
世
高
の
前
に
は
蛇
神
の
身
を
脱
し
た
少
年
（
同
学
）

が
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
梵
語
数
番
・
讃
唄
数
契
」
に
よ
っ
て
蛇
神
に

五
縁
）
、
「
蘇
め
て
弟
子
を
喚
ぶ
。
弟
子
声
を
聞
き
」
（
中
巻
第
七
縁
）
、
「

心
経
を
謂
ず
る
音
、
甚
だ
微
妙
に
し
て
、
諸
の
道
俗
の
為
に
愛
楽
せ
ら
れ

き
」
二
霊
異
記
』
中
巻
第
一
九
縁
）
の
諸
例
が
あ
り
、
楽
器
の
「
音
声
」

の
他
、
人
の
声
な
ど
も
「
音
」
と
表
記
す
る
。
仏
は
夫
婦
の
悪
因
に
つ
い

て
「
本
末
の
事
を
知
る
が
故
に
、
我
突
け
ら
く
の
み
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
お
い
て
の
「
音
」
と
は
仏
の
悲
し
み
と
働
突
に
伴
っ
た
嘆
き
の
音

で
あ
ろ
う
。
９
の
仏
の
「
音
」
と
本
縁
の
行
基
の
詠
歌
を
同
列
に
扱
う
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
悲
し
み
に
お
け
る
「
実
」
と
音
と
の
関
係

性
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
僧
の
「
音
」
に
よ
る
営
み
が
仏
教
説
話

に
記
さ
れ
る
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
、
『
梁
高
僧
伝
』
安
世
高
の
伝
を
確

認したい。

皿
．
高
曰
く
、
「
故
に
来
り
て
相
度
す
。
何
ぞ
形
を
出
さ
Ｆ
る
」
。
神
日

く
、
「
形
甚
だ
醜
異
な
り
、
衆
入
必
ず
催
れ
ん
」
。
高
曰
く
、
「
但
出

で
よ
、
衆
人
怪
ま
じ
」
と
。
神
、
床
後
よ
り
頭
を
出
す
。
乃
ち
是
大

な
る
螺
な
り
、
尾
の
長
短
を
知
ら
ず
。
高
の
膝
邊
に
至
る
。
高
之
に

す。蝿廻智週刑例則り、須爽にし
-６６-



行基の歌

涙
を
流
さ
せ
て
、
前
世
で
の
罪
に
よ
る
蛇
神
の
身
か
ら
救
う
。
こ
の
「
讃（Ｗ）

唄
」
と
は
、
節
を
つ
け
て
経
典
の
一
節
を
歌
う
梵
唄
と
解
さ
れ
て
お
り
、

安
世
高
が
讃
唄
に
よ
っ
て
蛇
神
を
救
済
さ
せ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
歌
に
よ

る
徳
を
『
高
僧
伝
」
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
「
梁
高
僧
伝
』

巻
十
三
巻
の
経
師
篇
は
転
読
や
梵
唄
な
ど
を
得
意
と
す
る
僧
の
伝
記
を
収

載
す
る
。
そ
こ
に
は
「
夫
れ
聖
人
の
楽
を
制
す
る
、
其
の
徳
四
あ
り
。
天

（旧）

地
を
感
ぜ
し
め
、
神
明
に
通
じ
、
万
民
を
安
ん
じ
、
性
類
を
成
す
な
り
」
と
、

聖
人
が
音
楽
を
制
作
す
る
に
四
つ
の
徳
が
あ
る
と
い
う
。
音
楽
に
よ
っ
て

天
地
の
神
を
感
応
さ
せ
、
神
明
と
通
じ
る
と
い
う
。
音
楽
を
以
て
神
を
も

感
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
韻
律
を
伴
っ
た
言
葉
は
呪
力
と

し
て
機
能
す
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
岨
、
安
世
高
伝
に

お
け
る
「
梵
語
数
番
・
讃
唄
数
契
」
は
蛇
神
を
救
済
せ
し
め
た
安
世
高
の

偉
業
と
霊
験
を
語
る
意
味
づ
け
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
、
僧
に
音
や

詠
歌
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

Ⅱ
．
夫
れ
音
楽
の
感
動
は
、
古
よ
り
し
て
然
り
。
是
を
以
て
玄
師
の
梵

唱
に
、
赤
雁
は
愛
し
て
移
ら
ず
。
比
丘
の
流
響
に
、
青
烏
は
悦
び
て

藷
ぶ
を
忘
る
。
（
中
略
）
鳥
獣
だ
も
猶
感
を
致
す
、
況
ん
や
乃
ち
入

神
な
る
者
を
や
。
但
、
転
読
の
識
た
る
、
貴
き
は
聲
文
両
な
が
ら
得

（旧）

歌
歎
す
」
と
言
ふ
斯
の
謂
な
り
。
（
「
高
僧
伝
』
巻
十
三
、
経
師
篇
）

ｕ
は
、
音
楽
が
人
に
感
動
を
与
え
る
こ
と
と
、
そ
の
機
能
に
つ
い
て
述

べ
る
も
の
で
あ
る
。
梵
唱
の
巧
み
な
者
の
声
を
赤
雁
は
好
ん
で
他
所
に
移

ろ
う
と
は
せ
ず
、
比
丘
の
流
れ
る
よ
う
な
響
き
の
転
読
に
青
鳥
は
悦
び
飛

は
以
て

る
に
在
り
。

り
る
を
得
る
無
く
若
し
唯
文
の
み
に
し
て
聲
あ
ら
ず
ぱ
則
ち
俗
憎

る
を
得
る
無
し
、

し
唯
聲
の
み
Ｌ
し
て
文
あ
ら
ず
、
則
ち
首
心
以
て
生

故
に
経
に
「
微
妙
の
音
を
以
て
仏
徳
を

ぶ
こ
と
を
忘
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
烏
や
獣
も
音
楽
に
感
動
を
覚
え
る
の
だ

か
ら
、
人
間
や
神
な
ら
ば
尚
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
転
読
に
は

「
貴
き
は
聲
文
両
な
が
ら
得
る
に
在
り
」
と
声
と
文
章
と
の
両
方
を
得
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
唯
聲
の
み
に
し
て
文
あ
ら
ず
」
で

は
道
心
の
生
じ
る
こ
と
が
無
く
、
そ
の
反
対
で
は
、
「
欲
情
」
を
持
っ
た

人
間
、
即
ち
衆
生
は
経
典
の
意
を
得
難
く
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
「
無
量

（釦）

寿
経
』
を
引
用
し
て
韻
律
と
経
典
の
言
葉
の
二
つ
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
高
僧
伝
』
に
お
い
て
僧
が
梵
唄
を
歌

う
こ
と
の
行
為
に
は
韻
律
と
経
文
の
両
者
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
僧
の

徳
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
本
縁
と
行
基
の
歌
に
立
ち
返
っ
て
、
行
基
が
歌
を
歌
う
こ
と
の

意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
「
烏
の
邪
婬
」
を
見
て
出
家
を
し
た
信
厳
が
そ

の
契
機
と
な
っ
た
「
烏
」
と
同
様
に
子
を
捨
て
、
行
基
の
元
か
ら
も
去
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
烏
」
は
出
家
へ
の
機
縁
で
も
あ
る
と
同
時
に
、

信
厳
を
も
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
だ
が
、
行
基
の
歌
の
後
の
Ｄ
評
語
「
烏

の
鄙
ナ
ル
事
を
示
て
、
領
道
心
を
発
し
つ
」
や
Ｅ
賛
日
「
烏
の
邪
婬
を
鰍

て
俗
塵
を
獣
ひ
背
け
り
」
は
「
烏
の
邪
婬
」
を
見
て
厭
世
の
心
を
起
し
て

出
家
を
し
た
信
厳
を
賞
賛
す
る
。
そ
の
間
に
置
か
れ
る
Ｃ
の
行
基
の
嘆
き

と
そ
の
歌
は
、
死
ん
で
往
生
を
遂
げ
た
と
思
し
き
信
厳
を
嘆
き
悲
し
み
、

そ
し
て
散
文
部
で
叙
述
さ
れ
る
悪
し
き
烏
を
「
烏
と
い
ふ
大
を
そ
烏
」
と

し
て
歌
の
内
部
に
お
い
て
引
き
継
ぐ
。
さ
ら
に
「
共
に
と
言
ひ
て
」
と
、

言
葉
の
違
約
に
つ
い
て
恋
歌
の
表
現
を
用
い
て
詰
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
信
厳
へ
の
愛
惜
を
行
基
が
歌
と
し
て
詠
じ
る
こ
と
は
、
散
文
部
で
悪
し

き
烏
の
行
為
で
あ
っ
た
「
烏
の
邪
婬
」
を
Ｄ
Ｅ
に
お
い
て
、
そ
の
邪
婬
こ

そ
が
信
厳
の
出
家
の
機
縁
で
あ
っ
た
と
保
証
す
る
意
味
づ
け
が
あ
る
と
考
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特集・〈音〉を書く

以
上
、
本
稿
は
「
霊
異
記
」
中
巻
第
二
縁
が
語
る
出
家
讃
と
死
に
お
い

て
、
行
基
の
歌
が
歌
わ
れ
る
意
義
を
説
話
と
歌
に
見
え
る
「
烏
」
を
手
が

か
り
と
し
て
考
察
し
た
。
行
基
の
歌
と
類
句
を
持
つ
『
万
葉
集
』
東
歌
は

「
烏
」
の
詞
章
を
共
通
し
、
両
歌
は
相
手
の
不
在
を
歌
う
。
行
基
の
歌
は

恋
歌
の
表
現
に
よ
っ
て
現
実
と
は
異
な
る
結
果
の
言
葉
、
す
な
わ
ち
果
た

さ
れ
な
か
っ
た
信
厳
の
言
葉
を
批
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
、
信
厳

に
取
り
残
さ
れ
る
行
基
が
そ
の
悲
し
み
を
詠
歌
に
よ
っ
て
表
出
す
る
こ
と

は
説
話
に
お
け
る
叙
情
性
と
、
韻
律
を
必
要
と
し
た
僧
の
徳
を
表
現
す
る

（副）

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
散
文
部
の
「
烏
の
邪
婬
」
と
い
う
異
様

な
事
態
が
、
出
家
・
往
生
を
遂
げ
る
た
め
の
機
縁
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
機
縁
に
よ
っ
て
別
離
も
ま
た
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
の
歌
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。

え
る
。
だ
が
一
方
で
「
烏
の
邪
婬
」
を
契
機
と
し
て
信
厳
に
去
ら
れ
た
妻

と
子
と
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
「
烏
と
い
ふ
大
を
そ
烏
」
の
歌
と
は
行

基
自
身
の
悲
し
み
で
あ
り
な
が
ら
、
信
厳
に
去
ら
れ
子
に
先
立
た
れ
た
妻

の
悲
し
み
を
も
表
し
、
強
調
し
た
も
の
と
考
え
る
。

注
（
１
）
『
霊
異
記
』
中
巻
第
三
十
三
縁
、
下
巻
第
三
十
八
縁
。

（
２
）
「
日
本
霊
異
記
』
の
引
用
は
、
中
田
祝
夫
校
注
「
日
本
霊
異
記
」
（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
Ⅲ
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
に
拠
る
が
、

私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
３
）
松
浦
貞
俊
校
注
『
日
本
霊
異
記
」
（
続
日
本
古
典
読
本
２
、
日
本

評
論
社
、
一
九
四
四
年
）
。

五
、
お
わ
り
に

（
４
）
注
２
中
田
氏
、
朋
頁
、
頭
注
。

（
５
）
狩
谷
校
斎
『
日
本
霊
異
記
孜
證
』
亀
狩
谷
椛
斎
全
集
』
日
本
古
典

全
集
刊
行
会
、
一
九
二
五
年
に
所
収
）
。

（
６
）
鹿
持
雅
澄
『
南
京
遺
響
黄
近
藤
瓶
城
『
続
史
籍
集
覧
」
近
藤
出
版
部
、

一八九六年に所収）。

（
７
）
松
浦
貞
俊
氏
は
『
袖
中
抄
」
（
巻
八
）
が
引
く
歌
に
合
せ
て
「
こ

と
を
別
口
」
と
信
厳
が
烏
の
邪
婬
の
行
為
を
見
た
と
の
よ
う
に
解
釈

す
る
。
ま
た
、
小
泉
道
氏
は
真
福
寺
本
当
該
箇
所
を
「
能
米
」
と
認

め
つ
つ
、
来
迎
院
本
『
霊
異
記
」
に
よ
っ
て
「
の
み
」
と
校
訂
し
た
。

来
迎
院
本
原
装
複
製
の
当
該
箇
所
は
「
乃
□
」
（
□
は
破
損
）
と
判

断
し
た
が
破
損
が
著
し
い
た
め
決
定
し
難
い
。
そ
の
他
の
諸
本
は
、

群
書
類
従
本
「
能
米
」
、
石
塚
龍
麿
本
は
「
落
字
」
と
あ
り
、
「
コ
ト

ヲ
ミ
テ
」
と
傍
書
す
る
。

（
８
）
多
田
一
臣
校
注
『
日
本
霊
異
記
」
中
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一九九七年）。

（
９
）
小
泉
道
校
注
『
日
本
霊
異
記
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
碗
、
新
潮
社
、

一
九
八
四
年
）
。
ま
た
、
歌
の
原
型
に
つ
い
て
は
小
林
真
由
美
氏
が

詞
章
の
「
共
に
と
言
ひ
て
」
か
ら
、
浄
土
願
生
の
歌
と
し
て
解
釈
さ

れ
た
結
果
、
信
厳
の
死
に
際
し
た
説
話
の
文
脈
に
挿
入
さ
れ
た
と
指

摘
す
る
。
（
小
林
真
由
美
「
烏
と
い
ふ
大
を
そ
鳥
の
」
（
説
話
論
集
第

五
集
『
仏
教
と
説
話
』
精
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
）
。

（
岨
）
『
万
葉
集
』
の
引
用
は
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付
』
一

～
四
（
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
八
年
）
に
拠
る
。

（
Ⅱ
）
近
藤
信
義
「
音
嶮
の
構
造
」
二
音
嶮
論
」
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七

年）。

（
ｕ
）
そ
の
他
、
「
大
汚
烏
」
（
「
代
匠
記
』
初
・
精
）
や
「
大
遅
烏
」
含
万

葉
集
菅
見
」
）
、
「
大
食
烏
」
（
『
拾
穂
抄
』
）
な
ど
、
烏
の
生
態
に
寄
せ

-６８-



行基の歌

（
略
）
『
大
正
蔵
」
（
巻
五
十
、
三
二
三
Ｃ
一

は
、
『
国
訳
一
切
経
中
国
撰
述
部
、

一
九
三
五
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
じ
。

（
Ⅳ
）
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
訳
「
高
僧
伝
（
一

（
肥
）
『
大
正
蔵
』
（
巻
五
十
、
四
一
四
ｃ
羽

（
喝
）
『
霊
異
記
』
下
巻
第
八
縁
は
「
玲
伽
論
を
写
さ
む
と
し
、
願
を
発

し
未
だ
写
さ
ず
し
て
滝
シ
ク
年
を
歴
た
り
。
家
財
漸
く
衰
へ
、
生
活

く
る
に
便
無
し
。
家
を
離
れ
妻
子
を
捨
て
、
道
を
修
し
祐
を
求
め
き
。
」

と
、
玲
伽
師
地
論
を
写
経
す
る
願
い
が
故
に
妻
子
を
捨
て
た
男
の
話

で
あ
る
。
男
の
行
為
は
明
確
に
妻
子
を
「
捨
て
」
た
と
記
述
さ
れ
る

が
、
男
の
願
が
弥
勒
菩
薩
へ
感
応
し
た
霊
験
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
男
の
行
為
は
「
願
主
は
下
の
苦
縛
の
凡
地
に
在
り
て
、
深
く
信

じ
祐
を
招
く
と
い
ふ
こ
と
を
。
」
と
、
苦
し
み
で
縛
ら
れ
た
人
間
の

住
む
世
界
に
あ
り
な
が
ら
も
信
心
に
よ
っ
て
写
経
を
達
成
し
た
と
の

よ
う
に
賞
賛
さ
れ
る
。
『
霊
異
記
』
の
態
度
と
し
て
親
が
子
を
捨
て

た
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
が
仏
道
修
行
等
で
あ
れ
ば
賞
賛
す
る
型
式

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
過
）
「
大
を
そ
鳥
」
に
つ
い
て
、
中
田
祝
夫
氏
は
新
編
全
集
本
ま
で
一

貫
し
て
「
大
嘘
つ
き
の
烏
」
と
の
注
を
施
し
て
お
り
、
説
話
Ａ
の
信

厳
の
違
約
と
行
基
の
歌
の
下
二
句
「
共
に
と
言
ひ
て
先
だ
ち
去
ぬ
る
」

と
の
関
連
を
重
視
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅲ
）
『
性
霊
集
』
含
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
）
）

に
は
「
林
烏
猶
反
哺
を
知
る
」
（
巻
七
）
や
「
智
無
き
烏
獺
も
亦
親

恩
の
孝
を
懐
く
」
（
巻
八
）
と
あ
り
、
烏
は
孝
養
を
知
る
烏
と
さ
れ
る
。

『
霊
異
記
」
中
巻
第
十
縁
の
烏
も
本
縁
の
烏
も
漢
詩
文
に
お
け
る
烏

た
と
し
て
も
、
そ
の
面

を
取
る
よ
う
で
あ
る
。

「
霊
異
記
」
中
巻
第
十
鐸

の
姿
と
は
差
異
が
あ
る
。

吉川忠夫・船山徹訳「高僧伝（一）』（岩波書店、二○○九年）。

『
大
正
蔵
』
（
巻
五
十
、
四
一
四
ｃ
羽
’
四
一
五
ａ
肌
）
。

（
巻
五
十
、
三
二
三
ｃ
ｍ
’
三
二
三
Ｃ
略
）
。
訓
読
文

切
経
中
国
撰
述
部
、
史
傳
部
七
』
（
大
東
出
版
社
、

（
岨
）
『
大
正
蔵
』
（
巻
五
十
、
四
一
五
ａ
弱
’
四
一
五
ｂ
船
）
。

（
別
）
『
無
量
寿
経
」
の
「
以
微
妙
音
歌
歎
仏
徳
」
（
『
大
正
蔵
」
巻

十
二
、
二
七
三
Ｃ
ｕ
’
二
七
三
ｃ
週
）
に
該
当
。

（
別
）
「
霊
異
記
」
以
降
に
時
代
を
下
れ
ば
二
一
宝
絵
』
上
巻
、
『
日
本
往

生
極
楽
記
」
巻
一
に
行
基
と
婆
羅
門
僧
正
と
の
贈
答
歌
と
説
話
が
見

え
る
。
本
縁
の
行
基
の
歌
は
仏
教
語
が
詠
ま
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の

よ
う
な
仏
教
歌
謡
と
し
て
の
萌
芽
的
な
要
素
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ

フ（》０
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