
規
範
と
内
外

i

和
歌
・
説
話
に
基
づ
く
実
践
の
現
場
の
考
究
|

序

規
範
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
い
か
に
し
て
実
践
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、

規
範
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
行
く
の
か
、
何
が
変
わ
ら
な
い
の
か
。

現
代
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
規
範
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
私
」
が
規

範
を
守
る
か
否
か
、
規
範
を
作
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
る
こ

と
が
あ
る
。
規
範
を
守
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
間
わ
れ
た
り
、
そ

の
正
当
性
・
妥
当
性
が
関
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
当
為
の

根
拠
や
基
礎
付
け
の
学
問
的
考
究
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ

も
、
発
想
の
形
式
と
し
て
、
「
私
」
対
規
範
と
い
う
構
図
と
な
る
こ
と

が
少
な
く
な
い
。
そ
の
前
提
に
は
、
理
性
や
感
情
を
有
す
る
こ
と
を
根

拠
に
、
「
在
る
こ
と
」
が
規
定
さ
れ
、
す
べ
て
の
個
々
人
が
、
理
性
・

感
情
を
持
つ
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

一
方
で
、
ど
う
す
べ
き
か
、
ど
う
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
が
関
わ
れ

る
日
常
の
実
践
的
な
場
面
で
は
、
前
例
を
根
拠
に
判
断
を
下
し
た
り
、

i
 
i
 

E
E
Z，ノ

井

博

義

一
般
的
に
ど
う
で
あ
る
の
か
を
基
準
に
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
面
で
は
「
私
」
対
「
私
た
ち
」
、
あ
る
い
は
「
私
た
ち
」
対
「
私

た
ち
」
と
い
う
構
図
に
な
り
、
規
範
自
体
の
正
当
性
・
妥
当
性
や
そ
の

根
拠
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
無
批
判
に
「
こ
れ
ま
で
」
「
み
ん
な
」

「
ふ
?
っ
」
を
根
拠
と
し
、
そ
れ
と
同
様
に
行
動
す
る
こ
と
が
当
為
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
規
範
自
体
を
問
い
、
そ
の
正
当
性
・
妥
当
性
や
基
礎
付
け
、

あ
る
い
は
そ
の
根
拠
を
探
究
す
る
こ
と
と
、
自
常
の
実
践
的
な
諸
場
面

に
お
け
る
当
為
と
は
、
ま
る
で
議
離
し
た
事
柄
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

ら
の
接
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
規
範
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
こ
の
よ

う
な
視
座
か
ら
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
日
常
の
実
践
的
当
為
と
理
論
的
規
範
と
の
接
点
の
初

発
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
例
と
し
て
、
仏
教
的
発
想
の
浸
透
が
挙
げ
ら

れ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
が
文
献
的
に
顕
著
と
な
る
七
j
八
世
紀
の
和
歌
・

説
話
に
着
目
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
規
範
の
内
実
と
、
新
た
な
規
範
の

規範と内外



実
践
の
現
場
へ
の
受
容
過
程
、
お
よ
び
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
問
題
に

つ
い
て
論
じ
る
。
以
上
を
通
じ
て
、
先
に
掲
げ
た
向
い
と
向
き
合
う
試

み
で
あ
る
。て

「
内
」
の
論
理

!
「
わ
れ
わ
れ
」

の
当
為
i

拙
著
『
人
間
存
在
と
愛
i
や
ま
と
こ
と
ば
の
倫
理
学
i
』
は
、
七
世

紀
後
半
か
ら
八
世
紀
後
半
頃
に
一
縮
ま
れ
た
『
蔦
葉
集
」
に
収
録
さ
れ
た

約
四
五

O
O
首
の
和
歌
を
、
当
時
を
生
き
た
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え

方
が
あ
ら
わ
れ
た
資
料
と
し
て
検
討
し
て
、
次
の
こ
と
を
論
証
し
た
。

蔦
葉
人
に
と
っ
て
「
在
る
」
こ
と
は
、
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
確
証

さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
私
」
が
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
見
ら
れ
る
」

こ
と
な
し
に
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
〈
見
る
j

見
ら
れ
る
〉
関
係
の

う
ち
に
、
「
私
た
ち
」
が
「
共
に
在
る
」
と
い
う
形
で
し
か
成
立
し
得

な
い
。
こ
れ
は
、
何
も
の
と
も
関
わ
ら
な
い
「
偶
人
」
が
、
理
性
や
感

情
、
肉
体
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
「
在
る
」
と
み
な
す

発
想
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
寓
葉
集
』
に
は
、
「
家

i
旅
」
構
造
と
呼
ば
れ
る
歌
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
旅
先
で
家
を
思
う
歌
に
お
い
て
「
家
」
と
「
旅
」
と

が
対
比
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
祁
見
る
」
こ
と
(
お
互
い
を
見
交
わ
す
こ
と
)
が
可
能
で
あ
り
、
〈
見

る
i
見
ら
れ
る
〉
関
係
の
成
立
可
能
で
あ
る
「
家
」
と
、
そ
れ
が
不
可

能
で
あ
る
「
旅
」
と
の
対
比
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ

て
、
「
家
lei---

旅
」
構
造
は
、
「
共
在
i

非
・
共
在
」
の
関
係
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
共
在
を
「
在
る
こ
と
」
の
基
点
と
す
る
考
え
方
は
、

一
定
の
集
団
に
向
け
ら
れ
た
歌
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
大
伴
家

持
に
よ
る
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

2 

族
を
験
す
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

た

け

み

申

も

ひ
さ
か
た
の
天
の
内
開
き
高
千
穂
の
岳
に
天
降
り
し
す

め
ろ
き
の
か
み
の
御
代
よ
り
は
じ
弓
を
手
握
り
持
た
し

真
鹿
子
矢
を
手
挟
み
添
へ
て
大
久
米
の
ま
す
ら
健
男
を

ゆ

き

と

先
に
立
て
紋
取
り
負
ほ
せ
山
川
を
岩
根
さ
く
み
て
踏
み

通
り
国
求
ぎ
し
つ
つ
ち
は
や
ぶ
る
か
み
を
言
向
け
ま
つ

ろ
は
ぬ
人
を
も
和
し
掃
き
清
め
仕
へ
ま
つ
り
で
蛸
蛤
島

大
和
の
留
の
橿
涼
の
畝
傍
の
宮
に
宮
柱
太
知
り
立
て
て

天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
す
め
ろ
き
の
天
の
日
継
と
継

ぎ
て
く
る
君
の
御
代
御
代
隠
さ
は
ぬ
明
き
心
を
す
め
ら

っ

か

さ

ニ

と

だ

さ

づ

へ

に

極

め

尽

し

て

仕

へ

く

る

祖

の

官

と

言

立

て

て

授

う
み
の
こ

け
た
ま
へ
る
子
孫
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
見
る
人
の
語
り

継
ぎ
て
て
開
く
人
の
鏡
に
せ
む
を
あ
た
ら
し
き
清
き
そ

の
名
ぞ
お
ぼ
ろ
か
に
心
思
ひ
て
空
言
も
祖
の
名
絶
つ
な

大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
ま
す
ら
を
の
伴

(
『
寓
葉
集
』
巻
二
十
、
四
四
六
五
)



磯
城
島
の
大
和
の
国
に
明
ら
け
き
名
に
負
ふ
伴
の
男
心
つ
と
め
よ

(
向
、
巻
二
十
、
四
回
六
六
)

剣
大
万
い
よ
よ
磨
ぐ
べ
し
い
に
し
へ
ゆ
さ
や
け
く
負
ひ
て
来
に
し

そ
の
名
ぞ

問
、
巻
二
十
、
四
四
六
七

右
は
、
淡
海
真
人
三
船
が
議
一
一
一
一
口
に
縁
り
て
、
出
雲
守
大
伴
古
慈

斐
宿
様
、
任
を
解
か
ゆ
。
こ
こ
を
も
ち
て
、
家
持
こ
の
歌
を
作

る。

長
歌
四
回
六
五
で
は
、
天
孫
降
臨
以
来
、
す
め
ろ
き
に
仕
え
た
大
伴

氏
の
事
跡
に
は
じ
ま
り
、
す
め
ろ
き
と
は
何
か
、
す
め
ろ
き
と
大
伴
氏

と
の
関
係
が
順
に
示
さ
れ
る
。
続
け
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
大
伴
氏
の
「
名
」

を
「
言
立
て
て
授
け
」
た
聖
武
天
皇
の
こ
と
に
触
れ
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉

に
お
け
る
大
伴
氏
の
在
る
べ
き
姿
が
う
た
わ
れ
る
。
大
伴
氏
は
、
過
去

か
ら
脈
々
と
同
一
の
在
り
方
で
継
続
し
て
い
る
の
で
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉

に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
も
そ
れ
と
同
様
、
共
に
在
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
。
続
く
短
歌
呂
田
六
六

1
四
回
六
七
で
も
、
「
大
伴
の
氏
と
名
」

が
強
調
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ

と
向
一
の
姿
で
あ
る
一
体
と
し
て
の
大
伴
氏
の
姿
が
示
さ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
姿
で
共
在
し
て
い
て
こ
そ
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
在
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
で
は
、
「
私
た
ち
(
大
伴
氏
)
」
の
意
味
付
け
を
共
有
す
る
こ

と
で
、
何
一
質
性
を
保
つ
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
内
容
を
共
有
す
る
者
の
関
係
が
「
内
ー
っ
そ
う
で
な
い
関
係
は
「
外
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
一
連
の
歌
は
、
次
の
よ
う
に
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
家
持
は
、
「
在
る
こ
と
」
(
共
在
)
を
維
持
継
続
す
る

た
め
に
、
「
内
」
の
規
範
を
内
側
か
ら
提
起
し
、
共
有
し
よ
う
と
し
た
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
自
に
映
る
現
実
は
、
そ
の
よ
う
な
大
伴
氏
の

姿
と
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
。
左
注
に
、
大
伴
古
慈
斐
が
淡
海
三
船
の
議
言

に
よ
り
出
雲
守
の
任
を
解
か
れ
た
と
あ
る
。
『
統
一
世
本
紀
』
に
よ
る
と
、

こ
れ
は
天
平
勝
宝
八
歳
(
七
五
六
年
)
五
月
十
日
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
四
月
に
は
、
橘
諸
兄
の
子
、
橘
奈
良
麻
呂
と

大
伴
古
麻
呂
(
胡
麻
呂
)
ら
が
、
藤
原
仲
麻
呂
を
排
斥
す
る
た
め
の
謀

反
を
全
て
た
。
翌
年
六
月
二
十
八
耳
、
山
背
王
の
密
告
に
よ
り
こ
の
計

画
が
露
見
し
、
関
わ
っ
た
四
百
四
十
三
名
が
処
刑
さ
れ
る
。
家
持
の
歌

友
、
大
伴
池
主
も
そ
れ
に
連
座
し
た
。
そ
の
五
ヶ
月
前
の
一
月
に
は
大

伴
氏
を
庇
護
し
て
き
た
橘
諸
兄
が
他
界
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
見
る
人
の
語
り
継
ぎ
て
て
開
く
人
の
鏡
に
せ
む
」

と
う
た
わ
れ
る
、
語
り
継
が
れ
手
本
と
さ
れ
る
よ
う
な
一
体
的
な
大
伴

氏
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
史
実
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、

衰
退
し
、
志
を
一
に
で
き
な
い
大
伴
氏
の
姿
で
あ
る
。
家
持
は
、
こ
の

よ
う
な
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
共
在
を
保
証
す
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る
「
内
」
の
規
範
を
あ
え
て
「
言
立
て
」
る
必
要
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
共
在
こ
そ
「
在
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
内
」

が
衰
退
し
、
共
在
不
可
能
に
な
る
こ
と
は
、
「
在
る
こ
と
」
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
家
持
は
、
内
側
か
ら
「
内
」
の
規
範
を
提
起
し
た
。
「
内
」

が
「
内
」
た
る
理
由
、
す
な
わ
ち
共
在
の
根
拠
を
う
た
い
あ
げ
た
。
こ

れ
は
向
時
に
、
行
動
の
指
針
、
規
範
と
な
る
こ
と
を
企
図
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
大
伴
氏
の
衰
退
と
い
う
こ
れ
ま
で
通
り
で
は
な
い
現
実
を
前

に
、
共
在
の
根
拠
を
、
説
く
必
要
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
共
在
の
動
揺

が
「
内
」
の
論
理
を
導
出
・
提
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
側

か
ら
提
唱
さ
れ
た
「
内
」
の
規
範
は
、
現
実
に
お
い
て
有
効
に
機
能
し

た
と
は
言
い
難
い
。
内
側
か
ら
の
「
内
」
の
規
範
は
実
現
し
得
な
い
も

の
、
実
現
可
能
性
を
逸
し
た
理
想
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

家
持
の
提
唱
し
た
「
内
」
の
規
範
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
、
い
ま
も
、

こ
れ
か
ら
も
、
共
在
し
続
け
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
」

の
共
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
に
は
、

そ
の
内
容
を
実
現
不
可
能
な
も
の
と
な
し
、
理
想
と
化
す
要
因
が
内
包

さ
れ
て
い
る
。
家
持
の
示
し
た
過
去
・
現
在
・
未
来
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」

大
伴
氏
の
「
こ
れ
ま
で
」
「
い
ま
」
「
こ
れ
か
ら
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
わ

れ
わ
れ
」
と
は
関
わ
り
の
な
い
(
関
わ
り
が
な
く
な
っ
た
)
者
に
と
っ

て
は
意
味
を
持
た
な
い
。
共
在
自
体
が
す
で
に
不
可
能
と
な
っ
て
い
る

現
実
を
前
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
た
り
得
な
く
な
っ
た
者
に
と
っ
て
、
~
家

持
の
こ
の
歌
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
り
空
疎
な
事
柄
で
し
か
な
い
。
彼

ら
は
か
つ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
内
」
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
け

れ
ど
も
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
動
的
展
開
に
よ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
外
」

と
な
っ
た
者
に
と
っ
て
、
家
持
の
提
示
し
た
「
内
」
の
論
理
は
、
意
味

を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
家
持
の
提
唱
し
た
「
内
」
の
論
理
が
、
理
想

に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
要
閣
は
こ
こ
に
あ
る
。

家
持
が
歌
に
よ
っ
て
示
し
た
内
側
か
ら
の
「
内
」
の
論
理
は
、
「
内
」

の
変
化
に
よ
っ
て
共
在
を
維
持
継
続
す
る
根
拠
た
り
得
な
く
な
っ
た
。

人
の
世
は
絶
え
ず
動
的
に
展
開
す
る
。
「
内
」
の
衰
退
は
そ
の
一
例
で

あ
ろ
う
。
共
に
在
る
こ
と
が
「
在
る
こ
と
」
で
あ
る
者
に
と
っ
て
、
当

然
な
が
ら
、
共
に
在
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、
「
在
る
こ
と
」

が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
共
在
を
不
可
能
に
す
る
も
の
は
、
こ

の
動
的
展
開
に
他
な
ら
な
い
。
家
持
は
、
先
掲
「
族
を
験
す
歌
」
の
後

に
、
「
病
に
臥
し
て
無
常
を
悲
し
び
、
道
を
修
め
む
と
欲
ひ
て
作
る
歌
」

(
『
寓
葉
集
』
巻
二
十
、
四
四
六
八

i
西
四
六
九
)
を
う
た
う
こ
と
は
そ

の
証
左
と
な
ろ
う
。
家
持
に
と
っ
て
「
無
常
」
と
は
、
人
の
世
の
動
的

展
開
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
人
間
の
か
か

わ
り
合
い
に
お
け
る
展
開
聞
に
よ
っ
て
、
共
在
で
き
な
い
こ
と
が
'
自
覚
さ

れ
た
と
き
、
「
在
る
こ
と
」
の
た
め
の
新
た
な
実
践
の
論
理
が
渇
望
さ

れ
る
。
そ
の
際
、
内
側
か
ら
の
「
内
」
の
論
理
は
、
そ
の
新
た
な
実
践

の
論
理
た
り
得
な
か
っ
た
。
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二
、
生
類
の
論
理

i
「
わ
れ
」

の
当
為
|

平
安
初
期
の
僧
・
景
戒
が
編
ん
だ
仏
教
説
話
集
に
、
『
日
本
現
報
善

悪
霊
異
記
」
が
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
を
通
称
で
あ
る
「
日
本
霊
異
記
』

と
呼
ぶ
。
収
録
さ
れ
て
い
る
説
話
の
大
部
分
は
、
奈
良
時
代
ま
で
の
説

話
で
あ
る
。
景
戒
の
編
纂
意
思
や
「
日
本
霊
異
記
』
の
文
学
史
・
一
歴
史

的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
。

例
え
ば
、
景
戒
が
『
日
本
措
置
異
記
」
を
一
編
纂
し
た
意
図
に
つ
い
て
、

伊
藤
由
希
子
『
仏
と
天
皇
と
「
日
本
国
」

j

『
日
本
霊
異
記
」
を
読
む

(
b
)

た
だ
び
と

i

』
は
「
『
凡
人
』
で
あ
る
景
戒
自
身
が
考
え
信
ず
る
と
こ
ろ
に
か
た

ち
を
与
え
、
確
認
す
る
い
と
な
み
で
あ
っ
た
」
(
二
七
頁
)
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
多
国
伊
織
『
日
本
霊
異
記
と
仏
教
東
漸
』
は
、
当
時
の
奈
良
仏

教
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
界
と
国
家
と
の
歴
史
的
関
係
を
整
理
し
た
上

で
、
二
日
本
語
一
正
異
記
』
は
、
国
家
と
地
方
豪
族
層
と
が
醸
成
し
た
吉
代

の
仏
教
的
世
界
が
、
光
仁
・
桓
武
両
朝
の
政
策
で
崩
壊
し
、
奈
良
が
遷

都
に
よ
っ
て
吉
都
と
な
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
危
機
の
文
学
」
(
二
三
六

頁
)
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
は
、
一
世
一
日
を
景
戒
を
含
め
、
当
時
を
生
き

た
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
把
捉
す
る
た
“
め
の
資
料
と
し
て
扱
う

こ
と
で
、
論
を
進
め
る
。

そ
の
『
呂
本
霊
異
記
』
に
は
、
僧
・
行
基
の
事
跡
に
関
す
る
説
話
が

七
話
収
め
ら
れ
て
い
る
。
大
伴
家
持
と
向
時
代
、
七

1
八
世
紀
、
行
基

は
各
地
を
遍
歴
し
、
池
・
橋
な
ど
の
建
設
や
寺
院
の
建
立
に
従
事
し
た
。

行
基
自
身
の
著
作
は
現
存
し
な
い
。
行
基
に
つ
い
て
は
、
言
祝

5
本
紀
』

の
行
基
卒
伝
を
は
じ
め
と
す
る
記
述
や
、
『
行
基
年
譜
』
『
墓
誌
』
、
『
償
問
γ

楽
遺
文
」
あ
る
い
は
、
『
日
本
智
正
異
記
』
な
ど
の
仏
教
説
話
か
ら
多
角

的
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
話
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ

る
。
便
宜
的
に

A
i
C
に
分
け
る
。

か

に

か

へ

る

あ

か

は

う

じ

ゃ

っ

蟹
と
蝦
と
の
命
を
臆
ひ
て
放
生
し
、
現
報
を
得
し
縁
第
八

お
き
そ
め
の
お
み
た
ひ
め

A
:
・
置
染
臣
鯛
女
は
、
奈
良
の
京
の
富
の
尼
寺
の
上
座
の
尼
法
遡
が

む
1
め

ね

も

ニ

ろ

く

さ

一

ひ

ら

女
な
り
き
。
道
心
純
熟
に
し
て
、
初
経
犯
さ
ず
。
常
に
惣
に
菜
を
採

か

っ

か

り
で
、
一
日
も
関
か
ず
、
行
基
大
徳
に
供
侍
へ
奉
る
。
山
に
入
り
て

へ

み

か

へ

る

菜
を
採
り
き
。
見
れ
ば
大
き
な
る
蛇
の
大
き
な
る
蝦
を
飲
め
り
き
。

大
き
な
る
蛇
に
説
へ
て
臼
は
く
、
ヨ
疋
の
蝦
を
我
に
免
せ
」
と
い
ふ
。

免
さ
ず
し
て
猶
し
飲
む
。
亦
誌
へ
て
臼
は
く
、
「
我
、
汝
が
妻
と
作

c
t
は

ひ

ゆ

る

ら
む
。
故
に
幸
に
吾
に
免
せ
」
と
い
ふ
。
大
き
な
る
蛇
開
き
て
、
高

く
頭
を
捧
げ
て
女
の
面
を
路
、
蝦
を
吐
き
て
放
ち
ぬ
。
女
、
蛇
に
期

り
て
日
は
く
、
「
今
日
よ
り
七
日
を
経
て
来
」
と
い
ふ
。
然
し
て
期

り
し
日
に
到
り
、
屋
を
閉
ぢ
穴
を
塞
ぎ
、
身
を
堅
め
て
内
に
居
る
に
、

誠
に
期
り
し
が
如
く
に
来
り
、
尾
を
以
て
壁
を
拍
く
。

規範と 1)ヨ外

B
・
:
女
恐
り
て
明
く
る
日
に
大
徳
に
白
す
。
大
徳
生
馬
の
山
寺
に
住

み
て
在
せ
り
。
告
げ
て
言
は
く
、
「
汝
は
免
る
る
こ
と
得
じ
。
唯
堅

r 
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く
戒
を
受
け
よ
」
と
い
ふ
。
乃
ち
全
三
帰
五
戒
を
受
持
し
、
然
し
て

還
り
来
る
。
道
に
知
ら
ぬ
老
人
、
大
き
な
る
蟹
を
以
て
逢
ふ
。
間
ふ
、

「
誰
が
老
ぞ
。
乞
、
蟹
を
五
口
に
免
せ
」
と
い
ふ
。
老
答
ふ
ら
く
、
「
我

う

は

ら

主

ど

ひ

の

に

E
ろ

は
摂
津
田
兎
原
郡
の
人
、
一
間
関
遡
麻
呂
な
り
。
年
七
十
八
に
し
て
、

子
怠
元
く
、
命
を
活
け
む
に
使
元
し
。
難
波
に
往
き
て
、
偶
に
此
の

蟹
を
得
た
り
。
但
し
期
り
し
人
有
る
が
故
に
、
汝
に
免
さ
じ
」
と
い

あ

か

ゆ

る

ま

た

も

ふ
。
女
、
衣
を
脱
ぎ
て
娘
ふ
に
、
猶
し
免
可
さ
ず
。
復
裳
を
脱
ぎ
て

賎
ふ
に
、
老
乃
ち
免
し
つ
。
然
し
て
蟹
を
持
ち
、
更
に
返
り
て
、
大

く

わ

ん

じ

ゃ

う

じ

ゅ

ぐ

わ

ん

徳
を
勧
請
し
、
児
願
し
て
放
つ
。
大
徳
歎
じ
て
言
は
く
、
「
貴
き
か
な
、

善
き
か
な
」
と
い
ふ
。

c:・
彼
の
八
百
の
夜
、
又
其
の
蛇
来
り
、
屋
の
頭
、
に
登
り
、
草
を
抜

お

そ

あ

っ

ち

は

た

め

こ

全

き
て
入
る
。
女
傑
ぢ
傑
る
。
唯
し
床
の
前
に
跳
爆
く
音
の
み
有
り
。

明
く
る
日
に
見
れ
ば
大
き
な
る
蟹
一
つ
有
り
。
而
も
彼
の
大
き
な
る

つ

ど

つ

だ

っ

た

き

蛇
条
然
に
段
切
れ
た
り
。
乃
ち
知
る
、
賎
ひ
放
て
る
蟹
の
、
患
を
報

し
か
し
立
が

ず
る
な
り
け
り
。
井
ら
戒
を
受
く
る
力
な
る
こ
と
を
。
虚
実
を
知

ら
む
と
欲
ひ
、
者
老
の
姓
名
を
向
へ
ど
も
、
遂
に
元
し
。
定
め
て

つ

ば

ひ

ら

お

き

な

け

こ

め

づ

ら

委
か
に
せ
り
、
岩
田
は
是
れ
聖
の
化
な
ら
む
こ
と
を
。
斯
れ
奇
異
し

き

事

な

り

。

(

中

・

八

)

A
j
C
は
、
そ
れ
ぞ
れ
A
が
問
題
の
原
因
、

B
が
行
基
に
よ
る
解
決

策
・
判
断
、

C
が
結
果
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。

A
で
は
、
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
奈
良
の
富
の
尼
寺
の
鱗
女
と
い

う
女
が
菜
を
摘
ん
で
行
基
に
捧
げ
て
い
た
。
菜
を
橋
ん
で
い
る
と
大
蛇

が
大
き
な
蛙
を
飲
み
か
け
て
い
た
。
鯛
女
は
大
蛇
に
「
蛙
を
許
し
て
や

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
懇
願
す
る
。
大
蛇
は
そ
れ
を
聞
か
ず
欽
も
う
と
す

る
。
そ
こ
で
鯛
女
は
「
私
は
あ
な
た
の
妻
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
免
じ

て
許
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
大
蛇
に
頼
む
。
す
る
と
大
蛇
は
蛙
を

吐
き
出
し
「
今
か
ら
七
日
経
っ
た
ら
ま
た
来
い
」
と
鯛
女
に
告
げ
る
。

そ
し
て
約
束
の
期
自
が
来
る
。
大
蛇
は
鯛
女
の
家
の
壁
を
尾
で
叩
く
。

鯛
女
は
戸
を
閉
め
穴
と
い
う
穴
を
塞
ぎ
部
屋
に
箆
も
る
し
か
な
か
っ
た
。

問
題
が
生
じ
た
が
、
こ
れ
を
鱗
女
一
人
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
間
題
を
解
決
し
よ
う
と
、
鱗
女
は
翌
日
、
生
駒
寺
に
い
た
行
基

の
も
と
へ
相
談
に
行
く
。
こ
こ
か
ら
が

B
で
あ
る
。
行
基
は
「
あ
な
た

は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
思
一
く
仏
の
戒
め
を
守
り

な
さ
い
」
と
だ
け
鯛
女
に
告
げ
る
。
鯛
女
は
、
そ
の
助
言
に
し
た
が
っ

て
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
信
じ
、
五
戒
を
受
け
て
戻
る
。
す
る
と
、
道
で

大
き
な
蟹
を
持
っ
た
見
知
ら
ぬ
老
人
と
出
会
う
。
鯛
女
が
「
ど
ち
ら
の

お
爺
さ
ん
で
す
か
。
ど
う
か
私
に
蟹
を
譲
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
む
。

老
人
は
「
私
は
摂
津
田
の
兎
原
郡
の
者
で
、
一
組
問
問
遡
麻
呂
と
言
い
ま
す
。

七
十
八
歳
に
な
り
ま
す
が
、
子
も
孫
も
な
く
、
生
き
て
い
く
す
べ
が
あ

り
ま
せ
ん
。
難
波
で
こ
の
蟹
を
入
手
し
ま
し
た
。
約
束
が
あ
る
の
で
、

こ
の
蟹
を
あ
な
た
に
差
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
。
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す
る
と
鯛
女
は
衣
を
脱
い
で
代
金
と
す
る
も
、
老
人
は
こ
れ
を
聞
き
入

れ
な
い
。
腕
女
は
、
で
は
裳
を
脱
い
で
代
金
に
し
ま
し
ょ
う
と
言
う
と
、

老
人
は
承
諾
す
る
。
鯛
女
は
蟹
を
受
け
取
る
と
生
駒
寺
に
戻
り
、
行
基

に
お
願
い
し
、
呪
文
を
唱
え
、
祈
願
し
て
そ
の
蟹
を
放
し
て
や
る
。
行

基
は
「
貴
い
こ
と
だ
、
善
い
こ
と
だ
」
と
言
う
。

鰯
女
が
大
蛇
の
妻
と
な
る
問
題
に
つ
い
て
、
行
基
は
藍
接
的
な
解
決

策
を
提
示
し
て
は
い
な
い
。
仏
法
僧
の
一
二
孟
を
篤
く
敬
う
こ
と
を
勧
め
、

五
戒
を
鯛
女
に
受
け
さ
せ
た
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
鰯
女

は
蟹
を
持
つ
老
人
と
の
出
会
い
と
い
う
別
の
事
態
に
遭
遇
す
る
。
行
基

の
助
言
と
、
老
人
と
の
出
会
い
の
間
に
、
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
か

は、

B
で
は
明
か
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
蟹
を
救
う
た
め
の
鯛
女
の
行
動

を
行
基
が
高
く
評
価
す
る
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
な
ぜ
行
基
が
鯛
女

の
行
動
を
評
倍
し
た
の
か
、
行
基
が
三
宝
五
戒
を
鱗
女
に
受
持
さ
せ
た

こ
と
と
蟹
を
持
つ
老
人
と
の
出
会
い
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

こ
こ
ま
で
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ら
が
明
か
さ
れ
る
の
は

C
を
待
た

ね
ば
な
ら
な
い
。

続
く

C
は
八
日
目
の
夜
の
話
に
は
じ
ま
る
。
再
び
鱗
女
の
家
に
大
蛇

が
来
て
、
屋
根
の
菅
一
を
抜
き
、
そ
こ
か
ら
中
に
入
っ
て
く
る
。
腕
女
が

恐
怖
に
震
え
て
い
る
と
、
跳
び
は
ね
る
大
き
な
音
が
し
た
。
翌
日
、
見

て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
一
匹
の
大
き
な
蟹
が
お
り
、
大
蛇
は
ず
た
ず
た

に
切
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
腕
女
が
買
い
取
り
放
し
て
や
っ

た
蟹
が
患
に
報
い
た
の
だ
と
わ
か
る
。
向
時
に
こ
れ
は
、
戒
め
を
受
け

守
っ
た
力
で
も
あ
る
。
こ
の
話
の
真
実
を
確
か
め
よ
う
と
、
姓
名
(
摂

津
田
兎
原
郡
の
画
間
運
麻
呂
)
を
手
が
か
り
に
そ
の
老
人
を
探
し
た
が
、

そ
の
人
に
は
会
え
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
老
人
は
聖
が
こ
の

世
に
人
間
の
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
っ
た
。

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

C
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
開
明
ら
か
に
な
る
。
大
蛇
の
妻
と
な
る
開
題

に
あ
た
っ
て
、
鯛
女
は
行
基
に
相
談
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
通
り
三

宝
を
敬
い
五
戒
を
守
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
そ
の
助
一
一
一
一
口
通
り
、
蟹
を

救
う
こ
と
に
尽
力
し
成
功
し
た
。
行
基
は
鯛
女
の
こ
の
行
為
を
高
く
評

価
し
た
。
鯛
女
は
終
始
一
貫
し
て
、
生
き
物
の
命
を
救
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
戒
め
を
守
る
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
蟹
が
患
に
報
い
大
蛇
を
成
敗
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

B
で
は
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
行
基
の
助
言
と
評
価

の
意
味
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
り
、
老
人
に
つ
い
て
は
聖
の
化
身
、
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
、
不
思
議
な
話
と
し
て
閉
じ
ら
れ
る
。

さ
て
、
鰯
女
は
、
蛙
を
助
け
る
過
程
で
大
蛇
の
妻
と
な
る
約
束
を
す

る
こ
と
に
な
り
、
実
際
に
大
蛇
が
訪
問
し
て
く
る
と
い
う
厄
災
が
昨
り

か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
再
び
そ
の
よ
う
な
殺
生
の
場
函
に
出
く
わ
し
た

と
き
、
疋
災
を
怖
れ
見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
と
い
う
選
択
を
す
る
と
い

う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鯛
女
は
、
行
基
の
助

言
に
し
た
が
い
、
初
志
を
貫
徹
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
、
蟹
の

報
恩
と
し
て
の
大
蛇
退
治
で
あ
っ
た
。

A
に
お
い
て
、
腕
女
は
み
ず
か
ら
が
信
ず
る
仏
法
に
し
た
が
い
、
命

規範と i勾外7 



を
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
た
蛙
を
助
け
る
。
そ
の
過
程
で
大
蛇
の
妻

と
な
る
約
束
を
す
る
と
、
実
際
、
約
束
の
期
日
に
大
蛇
が
鰯
女
の
家
を

訪
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
鱗
女
は
な
す
す
べ
が
な
い
。

腕
女
の
信
ず
る
仏
法
、
こ
こ
で
問
題
の
主
題
と
な
る
殺
生
戒
は
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
を
対
象
と
し
た
論
理
で
あ
る
。
先
に
見
た

大
伴
氏
の
「
内
」
の
論
理
と
は
、
行
動
の
規
範
と
な
る
論
理
の
内
実
の

質
を
異
に
す
る
。
「
内
」
の
論
理
は
、
大
伴
氏
と
い
う
限
定
さ
れ
た
「
わ

れ
わ
れ
」
を
対
象
と
し
た
規
範
で
あ
る
が
、
殺
生
戒
は
全
生
命
体
、
生

類
を
対
象
と
し
た
規
範
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
二
つ
の
論
理
は
、
規

範
が
対
象
と
す
る
範
囲
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
内
」
の
論
理
の
中
で
は
、
「
在
る
こ
と
」
は
共
に
在
る
こ
と

と
し
て
規
定
さ
れ
る
た
め
、
個
々
人
が
「
在
る
こ
と
」
の
た
め
に
当
為

と
し
て
可
能
な
こ
と
は
、
白
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
共
に

在
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
と
は
「
わ
れ
わ
れ
」
以
外
の
も
の
で

あ
り
、
そ
の
当
為
の
持
外
に
あ
る
。
「
内
」
の
論
理
は
、
「
内
」
の
構
成

員
の
当
為
で
あ
り
、
「
外
」
の
者
の
当
為
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
自

他
が
即
座
に
内
外
(
「
わ
れ
わ
れ
」
と
そ
れ
以
外
)
と
な
る
。
一
方
、

殺
生
戒
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
行
う
べ
き
当
為
と
し
て
殺
生
の
禁
が

提
示
さ
れ
、
そ
れ
は
自
の
み
な
ら
ず
、
他
の
殺
生
を
も
悪
と
し
て
見
な

す
視
点
を
提
供
す
る
。
こ
こ
で
の
自
他
と
は
、
個
に
他
な
ら
な
い
。
自

他
は
、
生
類
と
い
う
全
体
に
お
け
る
個
別
の
自
他
と
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
鯛
女
と
い
う
偲
の
前
に
、
い
わ
ば
生
類
の
論
理
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
内
」
の
論
理
で
は
な
く
、
生
類
の
論
理
だ
か
ら

こ
そ
、
他
は
、
自
と
関
係
の
な
い
他
で
は
な
く
、
生
類
と
い
う
大
き
な

枠
組
み
の
中
で
自
と
同
類
の
他
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
鯛
女
は
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
蛙
を
助
け
る
と
い

う
行
為
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
問
題
の
発
端
で
あ
っ
た
。
大
蛇
の
妻
と
な
る
こ
と

を
約
束
し
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
鱗
女
一
人
で
は
そ
の
事
態
か
ら
逃

れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
で
話
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
な

ら
ば
、
疋
介
事
に
は
関
わ
ら
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
発
想
自
体
、
内
外
を
区
別
す
る
論
理
か

ら
生
ず
る
。
個
々
が
行
為
可
能
な
範
菌
、
関
わ
る
べ
き
範
菌
が
「
内
」

で
あ
り
、
「
外
」
は
み
ず
か
ら
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
生
類
の
論
理
は
「
内
」
の
論
理
を
い
か
に
克
服
可
能
か
と
い

う
命
題
が
生
ず
る
。

そ
れ
を
解
決
す
る
の
が

B
の
く
だ
り
と
な
る
。
行
基
は
、
直
接
的
な

解
決
策
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
鯛
女
が
こ
れ
ま
で
行
っ

て
き
た
三
宝
五
戒
へ
の
帰
依
・
遵
守
を
推
奨
す
る
。
蟹
を
持
つ
老
人
に

遭
遇
し
た
際
、
鯛
女
は
そ
の
助
言
通
り
み
ず
か
ら
の
衣
裳
と
引
き
替
え

に
蟹
を
助
け
、
再
び
行
基
の
も
と
を
尋
ね
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
蟹
が
報

恩
と
し
て
大
蛇
を
退
治
す
る
と
い
う
結
果
が
導
か
れ
る
。
「
内
」
の
論

理
に
よ
り
、
蟹
を
「
内
」
と
関
わ
り
の
な
い
も
の
と
見
な
し
て
こ
の
事

態
を
看
過
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
到
来
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
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と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
は
、
生
類
と
い
う
大
き

な
枠
組
み
の
中
で
、
み
ず
か
ら
と
同
じ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の

命
を
救
っ
た
か
ら
こ
そ
の
結
果
で
あ
る
。

こ
の
、
生
類
の
論
理
は
、
因
果
論
と
い
う
時
間
の
位
相
を
内
包
す
る

論
理
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
。
先
に
見
た
「
内
」
の
論
理
に
も
、
「
わ
れ
わ
れ
」
大
伴
氏

の
「
こ
れ
ま
で
」
「
い
ま
」
「
こ
れ
か
ら
」
と
い
う
時
間
の
位
相
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
説
か
れ
た
「
こ
れ
か
ら
」

の
展
望
は
、
「
こ
れ
ま
で
」
通
り
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

そ
れ
は
「
内
」
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
当
為
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」

の
「
外
」
の
者
を
対
象
外
と
す
る
論
理
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
。

一
方
、
生
類
の
論
理
に
お
い
て
示
さ
れ
る
「
こ
れ
か
ら
」
と
は
、
「
い

ま
」
の
行
動
次
第
で
変
化
す
る
。
ま
た
、
そ
の
行
動
の
主
体
は
、
「
わ

れ
わ
れ
」
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
「
わ
れ
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

こ
に
示
さ
れ
る
の
は
「
こ
れ
ま
で
」
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
同
一
の
ま
ま

連
続
す
る
「
い
ま
」
「
こ
れ
か
ら
」
で
は
な
い
。
「
い
ま
」
の
「
わ
れ
」

の
行
動
が
「
こ
れ
か
ら
」
の
「
わ
れ
」
の
結
果
を
左
右
す
る
と
い
う
論

理
な
の
で
あ
る
。

「
内
」
の
論
理
が
あ
え
て
規
範
と
し
て
言
挙
げ
さ
れ
た
の
は
、
「
内
」

が
「
内
」
と
し
て
の
一
体
性
を
消
失
し
て
い
る
(
し
か
け
て
い
る
)
事

態
に
直
面
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
内
」
の
論
理
が
現
実
に
お
い
て
機

能
し
て
い
る
情
況
を
日
常
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
非
日

常
と
呼
び
う
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の
崩
壊
・
分
裂
と
い
う
非
日
常
の
生

起
し
た
清
況
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
内
」
の
論
理
は
実
効
力

を
失
っ
た
。
非
日
常
的
情
況
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
く
「
わ

れ
」
を
主
体
と
し
た
論
理
が
待
望
さ
れ
る
。
そ
の
論
理
は
「
わ
れ
わ
れ
」

の
「
こ
れ
か
ら
」
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
こ
れ
ま
で
」
と
同
一
情
況
の

延
長
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
は
用
を
為
さ
な
い
。
生
類
の
論
理
は
、

「
い
ま
」
の
「
わ
れ
」
の
行
動
如
何
に
よ
り
変
化
す
る
「
わ
れ
」
の
「
こ

れ
か
ら
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
必
要
に
適
っ
た
。
か
く
し
て
、

七
j
八
世
紀
、
律
令
体
制
が
整
い
、
「
こ
れ
ま
で
」
と
は
異
な
っ
た
情

況
が
生
ま
れ
、
「
こ
れ
か
ら
」
ど
う
な
る
か
を
「
内
」
の
論
理
の
中
で

は
予
測
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
た
者
に
よ
っ
て
、
生
類
の
論

理
は
、
必
然
的
に
希
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
単
純
な
「
内
」
の
論
理
か
ら
生
類
の
論
理
へ
の
転

換
・
刷
新
で
は
な
い
。
「
内
」
の
論
理
は
、
「
内
」
の
内
実
を
現
況
に
応

じ
て
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
日
常
に
お
い
て
残
存
し
続
け
る
。
以
下
、
こ

の
意
味
を
論
じ
る
。

ニ
、
生
類
の
論
理
と
聖
性

i
規
範
の
受
容
に
必
要
な
要
素
j

規範と内外

生
類
を
対
象
と
し
た
論
理
・
規
範
は
、
ど
の
よ
う
に
実
践
の
現
場
に

お
い
て
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
手
が
か
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り
と
な
る
説
話
が
「
日
本
霊
異
記
』

下
も
行
基
関
連
説
話
で
あ
る
。

中
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以

て

人

げ

ん

か

し

ら

ゐ

行
装
一
大
徳
の
、
天
眼
を
放
ち
、
女
人
の
頭
に
猪
の
油
を
塗
れ
る
を

視
て
、
問
責
せ
し
縁
第
二
十
九

か
j
c

ま
う

故
き
京
の
一
冗
興
寺
の
村
に
、
法
会
を
厳
り
備
け
て
、
行
基
大
徳
を

請
け
奉
り
、
七
日
法
を
説
き
き
。
是
に
道
俗
、
皆
集
ひ
て
法
を
開
く
。

ひ
と
り

聴
衆
の
中
に
、
一
の
女
有
り
き
。
髪
に
猪
の
油
を
塗
り
、
中
に
居
て

法
を
開
き
き
。
大
徳
見
て
、
噴
み
て
言
は
く
、
「
我
、
甚
だ
臭
き
か
な
。

彼
の
頭
に
血
を
蒙
れ
る
女
は
、
遠
く
引
き
棄
て
よ
」
と
い
ふ
。
女
大

き
に
恥
ぢ
出
で
罷
り
き
。
凡
夫
の
肉
眼
に
は
是
れ
油
の
色
な
り
と
い

み

や

う

げ

人

あ

ら

は

し

し

へ
ど
も
、
聖
人
の
明
眼
に
は
、
見
に
宍
の
血
と
視
た
ま
ふ
。
日
本
の

留
に
於
て
は
、
是
れ
化
身
の
聖
な
り
。
路
身
の
聖
な
り
。

(
中
・
二
九
)

飛
鳥
の
元
興
寺
の
村
に
て
行
基
を
招
き
、
七
日
間
、
法
会
が
行
わ
れ

た
。
僧
も
俗
人
も
み
な
集
ま
り
そ
の
教
え
を
開
い
た
。
聴
衆
の
中
に
い

た
あ
る
女
が
髪
に
猪
の
油
を
塗
っ
て
い
た
。
行
基
は
こ
れ
を
見
て
、
「
と

て
も
臭
い
。
頭
に
血
を
塗
っ
て
い
る
女
を
追
い
出
し
な
さ
い
」
と
言
う
。

凡
人
の
自
に
は
油
の
色
に
し
か
見
え
な
い
が
、
聖
人
の
自
に
は
獣
肉
の

血
が
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
国
に
お
い
て
、
行
基
は
仏
が
仮

に
形
を
変
え
て
現
れ
た
聖
者
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

行
基
は
各
地
を
巡
回
し
法
会
を
行
っ
た
。
聴
衆
は
行
基
が
自
分
た
ち

の
住
む
場
所
へ
来
訪
す
る
と
参
集
す
る
。
そ
の
よ
う
な
法
会
の
場
面
が

こ
の
話
で
あ
る
。
聴
衆
の
中
に
い
た
女
が
髪
に
塗
っ
て
い
た
油
は
、
他

の
聴
衆
の
自
に
は
た
だ
の
油
の
色
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
聖
人
の

自
に
は
獣
肉
の
血
が
見
え
た
と
あ
る
。
古
代
的
思
考
に
お
い
て
「
見
る
」

と
は
「
知
る
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
「
寓
葉
集
』
に
収
め
ら
れ

た
や
ま
と
こ
と
ば
「
見
る
」
と
は
、
単
に
視
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
「
見
る
」
主
体
が
対
象
を
特
定
し
、
そ
の
対
象
か
ら
想
起
さ

れ
る
こ
と
を
主
体
的
に
意
味
づ
け
る
こ
と
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
背
後
に

あ
る
何
か
を
見
通
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
知
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

伊
藤
由
希
子
前
掲
書
は
、
「
景
戒
が
考
え
る
「
聖
』
『
聖
人
』
と
は
、

そ
の
存
在
・
あ
り
方
そ
の
も
の
を
通
し
て
、
ひ
と
び
と
に
日
常
を
超
え

た
も
の
を
示
し
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
『
凡
人
』
『
凡
夫
』

と
い
う
あ
り
方
を
自
覚
さ
せ
る
存
在
」
(
五
三
頁
)
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
行
基
が
「
隠
身
の
聖
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
ひ

と
び
と
に
と
っ
て
そ
の
身
を
隠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
存
在
の
こ

と
」
(
五
二
頁
、
傍
点
原
文
)
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
次
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
聴
衆
に
と
っ
て

の
既
知
の
日
常
的
規
範
(
「
内
」
の
論
理
)
に
お
い
て
は
、
髪
に
油
を

つ
け
る
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
凡
人
を
超
え
た
聖
人
の

自
は
、
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
行
基
は
そ
の

油
が
猪
の
油
で
あ
る
こ
と
を
言
い
当
て
た
。
聴
衆
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
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と
が
わ
か
る
と
い
う
よ
う
に
、
聖
俗
を
対
比
さ
せ
る
形
で
、
そ
の
聖
位
・

超
越
性
は
示
さ
れ
る
。
こ
の
話
は
同
時
に
、
猪
の
死
と
い
う
犠
牲
、
す

な
わ
ち
殺
生
を
戒
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

前
に
検
討
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
八
縁
に
は
、
「
大
徳
生
馬
の

山
寺
に
住
み
て
在
せ
り
」
と
あ
り
、
行
基
は
鯛
女
の
住
む
場
所
の
「
外
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
中
巻
二
九
縁
に
お
い
て
も
、
行
基
は

元
興
寺
の
村
の
「
外
」
か
ら
来
て
法
会
を
開
く
者
と
な
っ
て
い
る
。
「
内
」

の
論
理
を
超
え
た
「
外
」
の
者
と
し
て
行
基
は
描
か
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
生
類
の
論
理
は
、
語
り
手
の
聖
性
を
説
得
力
と
し
て
、
「
内
」

の
論
理
を
超
え
た
も
の
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
外
」
か
ら
新
た
な
る
規
範
が
「
内
」
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

先
に
扱
っ
た
中
巻
八
縁
と
同
様
、
こ
こ
も
仏
教
の
殺
生
戒
が
テ

i
マ

で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
生
類
の
論
理
は
生
類
す
べ
て
を
対
象
と
す
る

の
に
対
し
、
「
内
」
の
論
理
は
「
内
」
の
構
成
員
の
み
を
対
象
と
す
る
。

ま
た
、
生
類
の
論
理
に
お
い
て
は
、
「
い
ま
」
を
生
き
る
個
の
行
為
に

よ
り
「
こ
れ
か
ら
」
の
結
末
が
左
右
さ
れ
る
が
、
「
内
」
の
論
理
に
お

い
て
は
、
「
こ
れ
ま
で
」
通
り
「
こ
れ
か
ら
」
も
同
一
の
在
り
方
(
「
わ

れ
わ
れ
」
)
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

「
内
」
の
論
理
を
規
範
と
し
て
日
常
を
生
き
る
者
た
ち
は
、
「
内
」
を

超
え
た
「
外
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
し
て
生
類
の
論
理
を
受
容

し
た
。
そ
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
、
「
内
」
の
論
理
を
規
範
と
す
る
聴
衆

の
日
常
に
、
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

回
、
生
類
の
論
理
と
因
果
論

j
そ
の
受
容
と
新
た
な
排
除
を
め
ぐ
っ
て

l

以
下
は
、
論
述
の
便
宜
上
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
三

O
縁
を
A
j

C
に
分
け
る
。

た

づ

さ

う

ら

み

行
基
大
徳
、
子
を
携
ふ
る
女
人
の
過
去
の
怨
を
視
て
、
淵
に
投
げ

め，つ

-
h
l
f
r
o
-
v

し
め
、
異
し
き
表
を
示
し
し
縁
第
三
十

A
:
・
行
基
大
徳
は
、
難
波
の
江
を
掘
り
関
か
し
め
て
船
津
を
造
り
、

法
を
説
き
人
を
化
し
き
。
道
俗
貴
賎
、
集
り
会
ひ
て
法
を
開
き
き
。

そ

か

ふ

ち

の

く

に

わ

か

一

λ

の
ニ
ほ
り
か
は
ま
た

爾
の
時
に
、
河
内
居
若
江
郡
川
派
の
塁
に
、
一
の
女
人
有
り
き
。
子

を
携
へ
て
法
会
に
参
ゐ
往
き
、
法
を
開
く
。
其
の
子
、
突
き
謎
び
て
、

法
を
関
か
し
め
ず
。
主
ハ
の
出
ん
は
、
年
十
余
歳
に
至
る
ま
で
、
其
の
脚

〈

ら

あ

ひ

だ

歩
ま
ず
。
突
き
謎
び
て
乳
を
飲
み
、
物
を
廠
ふ
こ
と
間
む
こ
と
無
し
。

つ

な

な

む

ぢ

大
徳
告
げ
て
日
は
く
、
「
相
、
彼
の
嬢
人
、
其
の
汝
が
子
を
持
ち
出

し

ゅ

う

に

人

つ

つ

め

で
て
淵
に
捨
て
よ
」
と
い
ふ
。
衆
人
聞
き
て
、
当
頭
き
て
日
は
く
、

う

つ

く

し

び

か

の

た

ま

「
慈
有
る
聖
人
、
何
の
因
縁
を
以
て
か
、
是
く
告
ふ
こ
と
有
る
」

と
い
ふ
。
嬢
は
、
子
の
慈
に
依
り
て
棄
て
ざ
り
き
。
猶
し
抱
き
持
ち

て
、
法
を
説
く
を
開
く
。
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大
意
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
行
基
は
難
波
の
入
江
を
掘
り
船
着
き
場

を
造
っ
た
り
仏
法
を
-
説
い
た
り
し
て
い
た
。
僧
や
俗
人
、
身
分
の
高
い

者
も
低
い
者
も
集
合
し
て
説
法
を
開
い
た
。
そ
の
時
、
河
内
田
若
江
郡

川
派
の
皇
に
一
人
の
女
が
い
た
。
子
を
連
れ
て
法
会
に
出
て
行
基
の
話

を
開
い
て
い
た
。
そ
の
連
れ
て
き
た
子
は
泣
き
わ
め
き
、
母
親
に
説
法

を
間
か
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
子
は
十
歳
を
過
ぎ
て
も
歩
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
絶
え
ず
泣
き
わ
め
き
、
乳
を
欽
み
、
物
を
食
べ
て
い
た
。

行
基
一
は
女
に
「
ゃ
あ
、
そ
の
女
人
、
あ
な
た
の
子
を
連
れ
だ
し
て
淵
に

捨
て
な
さ
い
」
と
言
う
。
聴
衆
は
こ
れ
を
聞
き
、
「
慈
悲
深
い
お
方
が

ど
の
よ
う
な
理
由
で
そ
ん
な
無
慈
悲
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
不
満
を
漏
ら
す
。
女
は
、
子
ど
も
か
わ
い
さ
の
あ
ま
り
捨
て
ず
、

そ
の
ま
ま
抱
い
て
説
法
を
開
い
た
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
聴
衆
に
は
理
解
で
き
な
い
行
基
の
発
言
が
あ
り
、

行
基
は
聴
衆
と
一
線
を
一
面
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
法

会
に
参
集
し
た
女
の
泣
き
止
ま
な
い
子
ど
も
を
淵
に
捨
て
る
と
は
、
殺

生
戒
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
行
基
が
す
す
め
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
疑
念
が
聴
衆
の
中
に
わ
き
起
こ
る
。
次
の

B
・
C
に
お

い
て
こ
の
理
由
が
明
か
さ
れ
る
。

B
・
:
明
く
る
日
復
来
り
、
子
を
携
へ
て
法
を
開
く
。
子
猶
し
議
し
く

突
き
、
聴
衆
露
し
き
に
障
へ
ら
れ
て
、
法
を
開
く
こ
と
を
得
、
ず
。

大
徳
、
噴
び
て
言
は
く
、
「
其
の
子
を
淵
に
投
げ
よ
」
と
い
ふ
。
菊

の
母
怪
し
ぴ
て
、
思
ひ
忍
ぶ
る
こ
と
得
、
ず
、
深
き
消
に
郷
ぐ
。
児
、

更
に
水
の
上
に
浮
き
出
で
、
足
を
踏
み
手
を
積
り
、
自
大
き
に
鰭
り

隠
て
、
燦
慨
み
て
日
は
く
、
「
側
き
か
な
。
今
三
年
徴
り
食
は
む
に
」

と
い
ふ
。
母
怪
し
び
て
、
更
に
会
に
入
り
て
法
を
開
く
。
大
徳
間
ひ

て
言
は
く
、
「
子
を
擁
げ
捨
て
つ
や
」
と
い
ふ
。
時
に
母
答
へ
て
、

具
に
上
の
事
を
陳
ぶ
。

12 

明
く
る
日
、
そ
の
女
は
ま
た
子
を
連
れ
て
法
会
に
参
加
す
る
。
子
は

や
か
ま
し
く
泣
き
わ
め
き
、
聴
衆
も
そ
の
声
に
邪
魔
を
さ
れ
て
説
法
を

開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
基
は
女
を
責
め
「
そ
の
子
を
淵
に
投
げ
捨

て
な
さ
い
」
と
一
一
百
う
。
そ
の
母
は
行
基
の
言
葉
を
不
思
議
に
思
い
つ
つ
、

子
を
深
い
淵
に
投
げ
捨
て
た
。
す
る
と
、
子
は
流
れ
の
上
に
浮
き
出
て
、

足
を
踏
み
、
手
を
す
り
、
自
を
大
き
く
見
開
い
て
じ
っ
と
腕
ん
で
悔
し

が
り
、
「
残
念
、
も
う
三
年
間
、
お
前
か
ら
取
り
立
て
食
っ
て
や
ろ
う

と
思
っ
て
い
た
の
に
」
と
言
う
。
そ
の
母
は
、
不
思
議
に
思
い
、
再
び

法
会
に
戻
っ
て
続
け
て
説
法
を
開
い
た
。
こ
れ
が

B
の
箇
所
で
あ
る
。

凡
人
で
あ
る
母
親
に
は
い
ま
だ
事
態
を
理
解
で
き
て
い
な
い
。
な
ぜ

行
基
が
泣
き
わ
め
く
子
を
淵
に
落
と
す
よ
う
指
示
し
た
の
か
、
実
際
、

投
げ
落
と
し
た
と
き
、
な
ぜ
子
は
不
審
な
言
葉
を
残
し
た
の
だ
ろ
う
か
、



と

c:・
大
徳
告
げ
て
言
は
く
、
「
汝
、
昔
先
の
世
に
、
彼
が
物
を
負
ひ
て
、

償
ひ
納
め
ぬ
が
故
に
、
今
子
の
形
に
成
り
て
、
債
を
徴
り
て
食
ふ
な

り
。
是
れ
昔
の
物
、
王
な
り
」
と
い
ふ
。
嶋
呼
恥
し
き
か
な
。
他
の
債

を
償
は
ず
し
て
、
寧
ぞ
死
ぬ
べ
き
や
。
後
の
世
に
必
ず
彼
の
報
有
ら

ま
く
の
み
。
所
以
に
出
曜
経
に
云
は
く
、
「
他
の
一
銭
の
塩
の
債
を

負
ふ
が
故
に
、
牛
に
堕
ち
塩
を
駈
は
れ
て
、
主
に
力
を
償
ふ
」
と
者

へ

る

は

、

其

れ

斯

れ

を

諮

ふ

な

り

。

(

中

・

三

O
)

C
は
、
行
基
が
「
子
を
投
げ
捨
て
た
か
」
と
母
に
尋
ね
る
の
で
、
母

が
先
の
経
緯
を
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
行
基
は

「
あ
な
た
は
前
の
世
で
あ
の
者
の
物
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
た
め
、

貸
し
主
が
こ
の
世
で
子
の
姿
と
な
っ
て
、
負
債
を
取
り
立
て
て
食
う
の

で
す
。
子
は
貸
し
主
な
の
で
す
」
と
説
く
。
続
け
て
、
次
の
よ
う
な
教

訓
が
提
示
さ
れ
る
。
あ
あ
恥
ず
か
し
い
こ
と
よ
。
人
か
ら
借
り
た
物
を

返
さ
ず
に
ど
う
し
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
後
の
世
で
必
ず
そ
の

報
い
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
出
曜
経
に
「
他
人
か
ら
銭
一
文
分
の
塩
を

借
り
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
故
に
、
後
泣
、
牛
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
塩
を

背
負
っ
て
追
い
使
わ
れ
て
貸
し
主
に
支
払
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
話
は
開
閉
じ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
よ
う
や
く
、
行
基
が
泣
き
わ
め
く
子
を
淵
に
投
げ
捨
て
ろ

と
指
示
し
た
理
由
と
、
淵
に
投
げ
捨
て
た
際
に
子
が
残
し
た
不
審
な
言

葉
の
謎
が
明
ら
か
と
な
る
。
前
世
、
そ
の
母
親
は
あ
る
人
か
ら
物
を
借

り
て
返
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
貸
し
主
が
現
世
に
お
い
て
子
の
姿
と
な
り

負
債
を
取
り
立
て
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

先
に
検
討
し
た
「
日
本
語
一
辺
異
記
』
中
巻
三
縁
に
お
け
る
蟹
の
報
恩
誼

で
は
、
蟹
を
助
け
た
鱗
女
が
現
世
に
お
い
て
蟹
の
報
患
に
よ
っ
て
助
け

ら
れ
る
と
い
う
国
果
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
世
の
中
の
因
果
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
菌
果
論
が
現
世
の
み
な
ら
ず
、
前
世
・
来
世
と
い

う
時
空
を
も
貫
く
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
の
前
世
・
現
世
・
来
世
と
い

う
考
え
方
は
、
『
日
本
場
一
説
異
記
』
の
中
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
上
巻
十
八
縁
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

大
和
田
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
利
口
で
八
歳
以
前
に
法
華
経
を
暗
唱
し

た
人
が
い
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
二
十
歳
を
過
ぎ
て
も
そ
の
中
の
一
字

を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
人
が
観
音
菩
薩
の
前
で
祈

る
と
夢
に
一
人
の
人
が
あ
ら
わ
れ
、
「
お
前
は
前
世
、
伊
予
田
和
気
郡

く
さ
か
ベ
の
さ
。

の
日
下
部
族
と
い
う
者
の
子
で
あ
っ
た
。
法
華
経
を
よ
く
読
ん
で
い
た

が
、
そ
の
時
、
灯
で
経
文
の
一
字
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
す
ぐ
に
で
も

そ
の
家
へ
行
く
が
よ
い
」
と
告
げ
る
。
夢
か
ら
醒
め
伊
予
へ
行
き
そ
の

猿
の
家
を
訪
ね
る
と
、
下
女
が
「
門
に
お
客
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
ま
る
で
亡
く
な
ら
れ
た
坊
ち
ゃ
ん
そ
っ
く
り
の
方
で
す
」
と
そ
の

家
の
主
婦
に
伝
え
る
。
主
人
も
そ
れ
に
驚
き
、
姓
名
を
そ
の
者
に
伝
え

る
。
す
る
と
夢
で
告
げ
ら
れ
た
名
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
子
が
読
ん
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で
い
た
と
い
う
法
華
経
を
手
に
取
る
と
、
ど
う
し
て
も
覚
え
ら
れ
な
か

っ
た
一
字
が
焼
け
て
い
た
。
前
世
の
罪
を
悔
い
、
焼
け
た
と
こ
ろ
を
修

復
す
る
と
、
完
全
に
覚
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
話
の
末
尾
に
、
善

悪
因
果
経
の
一
一
一
一
口
葉
が
掲
載
さ
れ
る
。

ぜ

人

な

く

い

人

ぐ

わ

き

ゃ

う

の

た

主

お

も

善
悪
因
果
経
に
云
は
く
、
「
過
去
の
国
を
知
ら
む
と
欲
は
ば
、
主
ハ
の

現
在
の
果
を
見
よ
。
未
来
の
報
い
を
知
ら
む
と
欲
は
ば
、
其
の
現
在

の

た

ま

こ

の
業
を
見
よ
」
と
者
へ
る
は
、
主
(
れ
期
れ
を
謂
ふ
な
り
。

こ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
と
は
、
「
こ
れ
ま
で
」
「
い
ま
」
「
こ
れ
か
ら
」

の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
前
世
・
現
世
・
来
世
の
こ
と
で
も
あ
る
。
現
在

は
過
去
の
結
果
で
あ
り
、
同
時
に
未
来
の
原
因
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
そ
れ
は
現
世
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
来
世
ま
で
、
す
な
わ
ち
、

死
ん
で
も
逃
れ
ら
れ
な
い
絶
対
的
な
因
果
律
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
す
べ
て
の
担
い
手
は
、
他
な
ら
ぬ
「
わ
れ
」
と
い
う
個
で
あ
る
。

中
巻
三
十
縁
に
登
場
し
た
前
世
の
貸
し
主
が
子
と
な
っ
て
生
ま
れ
変

わ
り
、
取
り
立
て
を
行
う
話
は
、
こ
の
密
果
律
の
絶
対
性
を
軸
と
し
、

「
外
」
な
る
者
で
あ
る
行
基
の
聖
性
を
説
得
力
と
し
て
成
立
し
受
容
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
た
な
規
範
が
「
内
」
の
論
理
の
中
に
採
用

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
採
用
に
伴
い
、
聴
衆
の
現
実
に
変
化
が
も
た

ら
さ
れ
る
。

法
会
の
前
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
聴
衆
の
「
内
」
の
論
理
で
は
、
泣
き

わ
め
く
子
は
排
除
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
行
基
が
淵
へ
投
げ

う
つ
く
し
ぴ

捨
て
る
よ
う
指
示
し
た
と
き
、
聴
衆
は
「
慈
有
る
聖
人
、
何
の
因
縁

か

の

た

ま

を
以
て
か
、
是
く
告
ふ
こ
と
有
る
」
と
、
な
ぜ
行
基
が
そ
の
よ
う
な
無

慈
悲
な
こ
と
を
言
う
の
か
疑
念
を
抱
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
行
基
が
そ
の
よ
う
に
指
示
し
た
理
由
を
明
か
し
た

C
以
降
、
そ
れ
は
ま
る
で
国
果
を
断
ち
切
る
た
め
に
仕
方
が
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
子
(
前
世
の
貸
し
主
)
を
淵
に
投
げ
捨
て
る

こ
と
に
対
す
る
記
述
が
な
い
。
そ
こ
に
は
、
本
縁
の
主
題
で
あ
る
借
り

た
物
は
返
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
教
訓
が
述
べ
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
経

典
に
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
提
示
す
る
の
み
で
あ
る
。
前
世

の
国
縁
を
断
ち
切
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
殺
生
も
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う

疑
問
に
は
何
ら
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

D

つ
ま
り
、
行
基
訪
問
以
前
の
「
内
」
の
論
理
に
あ
っ
て
は
排
除
の
対

象
と
な
ら
な
か
っ
た
者
が
、
新
た
な
論
理
の
到
来
に
よ
っ
て
、
無
批
判

の
ま
ま
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
批
判
が
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
生
類
の
論
理
が
、

諮
問
り
手
の
聖
性
と
因
果
論
の
絶
対
性
を
根
拠
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
扱
っ
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
話
に
は
い
ず
れ

も
そ
の
聖
俗
の
違
い
が
拙
か
れ
て
い
た
。
凡
俗
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
聴

衆
に
と
っ
て
、
聖
で
あ
る
行
基
の
判
断
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
知
の
及
ぶ

と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
わ
れ
わ
れ
ー
一
に
と
っ
て
の

既
知
の
論
理
・
常
識
が
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
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聖
で
あ
る
行
基
が
一
諮
る
絶
対
的
な
因
果
論
を
、
凡
俗
で
あ
る
「
わ
れ
わ

れ
」
に
は
疑
う
能
力
も
必
要
も
な
い
と
い
う
認
識
の
も
と
に
受
容
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
凡
俗
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
で
き
る
こ
と

は
、
借
り
た
物
を
返
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
西
果
論
を
軸
と
す
る
生
類
の
論
理
は
、
規
範
の
根
拠
を
裏
付
け
る

論
理
、
規
範
の
理
由
と
し
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
借
り
た
物
を
返
す
と
い
う
こ
と
が
規
範
と
し
て
示
さ
れ
、

な
ぜ
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
向
い
に
対
す
る
答
え
と

し
て
、
因
果
論
が
用
い
ら
れ
た
。
前
世
の
国
が
現
世
の
果
と
な
り
、
現

世
の
因
は
来
世
の
果
と
な
る
か
ら
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、
「
内
」
の
論

理
を
超
え
た
生
類
の
論
理
が
、
聴
衆
「
内
」
の
日
常
に
お
い
て
、
規
範

の
理
由
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。
「
内
」
の
論
理
の
内
部
で
は
そ
の
根
拠

を
提
示
で
き
な
い
事
態
に
対
し
、
新
た
な
根
拠
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
排
除
が
起
き
る
。
前
世
の
因
縁
を
断

ち
切
る
た
め
で
あ
れ
ば
殺
生
も
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
前
世
・
現

世
・
来
世
な
ど
あ
る
の
か
、
行
基
は
本
当
に
聖
な
の
か
な
ど
、
こ
の
論

理
自
体
あ
る
い
は
そ
の
根
拠
そ
の
も
の
に
疑
問
を
提
示
す
る
者
の
排
除

で
あ
る
。
泣
き
わ
め
く
子
ど
も
は
、
行
基
の
話
を
間
か
な
い
ば
か
り
か
、

泣
き
声
に
よ
り
母
親
や
周
り
の
聴
衆
が
一
行
基
の
話
に
傾
聴
す
る
こ
と
を

遮
っ
た
。
今
挙
げ
た
よ
う
な
疑
問
を
有
す
る
者
は
、
実
践
の
現
場
に
お

い
て
、
こ
の
泣
き
わ
め
く
子
の
ご
と
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
排
除
の
対
象

と
な
る
の
で
あ
る
。
生
類
の
論
理
を
規
範
と
し
て
実
践
す
る
者
た
ち
が

「
内
」
と
な
り
、
そ
れ
を
規
範
を
是
と
す
る
理
由
と
し
て
承
伏
し
な
い

者
が
「
外
」
と
な
る
。
そ
こ
に
、
「
外
」
の
排
除
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

幸吉

日
常
の
行
動
指
針
・
規
範
で
あ
る
「
内
」
の
論
理
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」

が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
共
在
す
る
た
め
の
論
理
で
あ
っ
た
。
「
わ
れ

わ
れ
」
と
は
、
「
こ
れ
ま
で
」
「
い
ま
」
「
こ
れ
か
ら
」
と
同
様
の
在
り

方
を
維
持
・
継
続
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
論
理
の
限
界

は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
共
在
し
得
な
く
な
っ
た

非
日
常
が
到
来
し
た
と
き
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の

「
内
」
に
お
い
て
共
在
不
可
能
に
な
っ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
「
外
」
に

置
か
れ
た
と
き
、
そ
の
論
理
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
行
為
の
規
範
と

し
て
の
実
効
力
を
消
失
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
情
況
に
対
応
可
能
な
論
理
が
、
生
類
の
論
理
で
あ
っ
た
。

生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
対
象
と
す
る
仏
教
の
論
理
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」

で
は
な
く
、
「
わ
れ
」
を
行
動
の
主
体
と
し
た
。
ま
た
、
「
こ
れ
ま
で
」
「
い

ま
」
「
こ
れ
か
ら
」
を
同
一
事
態
と
し
て
で
は
な
く
、
前
の
図
が
後
の

果
と
な
る
と
い
う
因
果
論
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
た

D

よ
っ
て
、
「
い
ま
」

と
は
「
こ
れ
ま
で
」
の
果
で
あ
り
、
「
こ
れ
か
ら
」
の
留
に
位
量
づ
け

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
で
」
れ
か
ら
」
は
「
い
ま
」
の
「
わ
れ
」
の

規範と i村外15 



言
動
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
と
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
論
理
は
、

前
世
・
現
世
・
来
世
と
い
う
時
空
を
想
定
し
、
死
に
よ
る
因
果
か
ら
の

離
脱
す
ら
認
め
な
い
絶
対
的
な
論
理
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
論
理

の
内
部
に
お
い
て
「
外
」
は
想
定
さ
れ
な
い
。

こ
の
生
類
の
論
理
は
、
「
内
」
の
論
理
か
ら
の
単
純
な
転
換
・
刷
新

と
し
て
受
容
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
生
類
の
論
理
の
受
容
の
過

程
に
お
い
て
、
ま
ず
語
り
手
の
聖
位
が
説
得
力
と
な
っ
た
。
凡
俗
の
「
外
」

に
あ
る
聖
人
が
こ
れ
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
「
内
」
の
規
範
に
対
す
る

新
た
な
根
拠
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
受
容
の
過
程
で
、

そ
れ
を
根
拠
と
し
て
認
め
な
い
者
は
「
外
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
排
除
さ

ーた。前
述
の
よ
う
に
、
生
類
の
論
理
の
内
部
に
は
「
外
」
は
想
定
さ
れ
得

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践
の
現
場
に
お
い
て
、
そ
の
論
理
を
受
け

入
れ
る
か
否
か
と
い
う
内
外
の
加
が
生
じ
る
。
排
除
は
こ
の
よ
う
な
中

で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
い
つ
の
時
代
も
「

1
す
べ
き
」
「
l
し
で
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
当
為
の
問
題
に
は
必
ず
原
国
と
理
由
と
そ
の
根
拠
が
間
わ
れ
る
。

な
ぜ
「
す
べ
き
」
な
の
か
、
「
し
で
は
な
ら
な
い
」
の
か
、
と
い
う
疑

問
に
対
し
、
現
代
の
日
本
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
「
内
」
の
論
理
と
生

類
の
論
理
の
よ
う
な
類
的
論
理
を
使
い
分
け
て
自
答
す
る
。
序
に
例
示

し
た
よ
う
に
、
一
方
で
、
「
こ
れ
ま
で
(
ふ
?
っ
)
こ
の
よ
う
に
し
て

き
た
か
ら
」
「
み
ん
な
(
「
わ
れ
わ
れ
」
)
は
そ
う
し
て
い
る
か
ら
」
と

い
っ
た
「
内
」
の
論
理
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
他
方
で
、
「
科
学
的

に
証
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る

か
ら
」
と
い
っ
た
類
的
論
理
を
用
い
る
。

現
在
の
日
本
で
は
、
類
的
論
理
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
生
類

の
論
理
を
用
い
る
者
は
少
な
い
。
前
世
の
因
縁
だ
か
ら
、
来
世
に
報
い

が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
現
状
を
説
明
し
た
り
、
当
為
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
に
よ
る
探

究
の
結
果
や
国
際
的
な
取
り
決
め
や
慣
習
が
、
あ
た
か
も
人
類
普
遍
の

逃
れ
ら
れ
な
い
絶
対
的
な
事
柄
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
構
図
は
七

i
八
世
紀
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
実
践

の
現
場
に
お
い
て
は
、
類
的
論
理
を
絶
対
普
遍
と
信
ず
る
「
わ
れ
わ

れ
」
が
「
内
」
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
や
そ
の
根
拠
自
体
に
疑
問
を
提
示

す
る
者
を
「
外
」
と
見
な
す
形
で
類
的
論
理
の
受
容
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
同
様
で
あ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
生
類
の
論
理
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
類
的
論

理
が
日
常
に
お
い
て
実
践
の
現
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
き
、
必
ず

個
が
行
動
の
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
適
者
生
存
・
自
由
競
争
と
い

う
類
的
論
理
を
使
用
す
る
者
が
、
自
己
責
任
論
を
唱
え
る
こ
と
な
ど
、

例
示
す
れ
ば
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
類
的
論
理
は
、
論
理
の
内
部
に

お
い
て
「
外
」
を
想
定
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践
の
現
場
に
お

い
て
、
そ
の
論
理
を
規
範
と
す
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
内
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
論
理
や
そ
の
前
提
に
疑
問
を
抱
く
者
を
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「
外
」
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
が
検
証

し
た
七
l
八
世
紀
の
人
間
の
あ
り
さ
ま
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
の
事
柄
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
考
え
る
か
は
、
「
わ
れ
」

と
「
わ
れ
わ
れ
」
の
課
題
と
し
て
こ
こ
に
提
起
し
た
い
。

(
l
)
拙
著
「
人
間
存
在
と
愛
i
や
ま
と
こ
と
ば
の
倫
理
学
j

」

ニ
O
一
三
年
)
。

(
2
)
宗
門
葉
集
」
の
成
立
と
編
纂
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
勅
撰
説

と
大
伴
家
持
私
撰
説
が
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
二
十
巻
本
が
成
立
す
る
ま
で

の
過
程
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
伊
藤
博
「
商
業
集
の
構
造
と

成
立
下
』
(
塙
書
一
房
、
一
九
七
四
年
)
は
、
「
万
葉
集
の
末
四
巻
、
い
わ
ゆ
る

万
葉
集
の
第
二
部
は
、
巻
十
七
天
平
十
八
年
正
月
の
鼎
宴
歌
以
降
巻
十
九
巻

末
の
春
愁
の
歌
に
至
る
部
分
が
、
天
平
宝
宇
二
年
の
初
期
、
「
大
伴
家
持
歌
三

巻
」
と
し
て
、
万
葉
集
そ
の
も
の
と
は
か
か
わ
り
な
く
成
立
し
、
つ
い
で
、

時
を
経
て
、
巻
第
二
十
が
巻
十
七
の
冒
頭
歌
群
(
二
一
八
九

0
1
一
二
九
二
ニ

と
と
も
に
家
持
歌
集
第
三
巻
に
併
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
」
(
三
七
九
頁
)
と
指
摘
す
る
。
本
稿
は
、
成
立
過
程
や
一
編
纂
意
図

に
は
立
ち
入
ら
ず
、
七

i
八
世
紀
の
和
歌
に
見
ら
れ
る
も
の
の
見
方
・
考
え

方
を
再
考
す
る
視
胞
か
ら
「
商
業
集
」
を
扱
う
。

(
3
)
伊
藤
博
「
高
葉
集
の
歌
人
と
作
品
下
」
(
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
、
六
六
百
(

以
下
)
、
同
「
高
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
」
(
塙
書
一
問
、
一
九
七
六
年
、

一
二
五
頁
以
下
)
、
同
「
高
葉
の
い
の
ち
」
(
は
な
わ
新
生
日
、
一
九
八
三
年
、

一
三
二
頁
以
下
)
な
ど
。

(
4
)
吋
続
日
本
紀
」
に
よ
る
と
、
大
伴
古
慈
斐
と
淡
海
一
二
船
の
両
者
が
朝
廷
を
誹
詩

し
た
と
あ
り
、
古
慈
斐
の
捷
伝
に
は
こ
の
こ
と
を
説
一
一
一
一
口
し
た
の
は
藤
原
仲
麻

呂
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
態
は
不
詳
で
あ
り
諸
説
あ
る
。
な

(
北
樹
出
版
、

ぉ
、
両
者
と
も
三
日
後
に
赦
免
さ
れ
る
。
大
伴
古
慈
斐
は
出
雲
守
を
解
任
さ

れ
た
と
き
、
従
出
世
上
で
六
十
二
蔵
で
あ
っ
た
。
家
持
よ
り
四
階
上
、
年
齢

は
二
十
三
歳
上
で
あ
る
。
な
お
、
天
平
勝
宝
七
年
一
月
七
日
、
勅
に
よ
り
「
年
」

は
「
歳
」
に
改
め
ら
れ
、
こ
れ
は
天
一
千
勝
宝
九
歳
ま
で
続
き
、
天
平
宝
字
へ

の
改
元
と
と
も
に
「
年
」
へ
と
一
民
さ
れ
る
。

(
5
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
著
第
六
章
に
詳
述
し
た
。

(
6
)
伊
藤
由
希
子
「
仏
と
天
皇
と
「
日
本
国
」

l

「
日
本
笠
巽
記
」
を
読
む
!
」
(
ぺ

り
か
ん
社
、
二

O
一一一一年)。

(
7
)
多
田
伊
織
吋
日
本
霊
異
記
と
仏
教
東
漸
」
(
法
蔵
館
、
二

O
O
一年)。

(
8
)
上
巻
・
五
縁
、
中
巻
・
二
、
七
、
八
、
一
二
、
二
九
、
三

O
縁。

(
9
)
「
日
本
設
見
ハ
記
』
の
文
献
学
的
考
一
社
と
し
て
は
、
小
泉
道
「
日
本
霊
異
記
詰
本

の
研
究
」
(
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
)
が
あ
る
。
小
泉
説
は
、
流
布
本
と

関
係
諸
本
と
の
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

(
ぬ
)
現
在
、
行
基
が
開
創
・
建
立
・
建
築
・
発
見
し
た
と
い
う
一
諮
わ
れ
の
あ
る
寺
院
・

温
泉
・
橋
梁
・
池
・
田
畑
・
港
湾
な
ど
が
全
国
に
残
る
。
井
上
葉
一
端
「
行
系
一

事
典
」
(
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
)
に
よ
り
総
覧
で
き
る
。
史
実
か
否
か

に
つ
い
て
は
各
所
に
対
し
諸
説
あ
る
。
根
本
誠
二
玄
小
良
仏
教
と
行
基
伝
示

の
展
開
」
(
雄
山
間
出
版
、
一
九
九
一
年
)
は
、
行
基
及
び
そ
の
集
団
が
お
り
、

「
行
基
集
団
」
と
し
て
活
動
を
行
っ
た
と
説
き
、
そ
の
実
態
を
論
争
す
る
。

(
日
)
「
続
日
本
紀
」
宝
亀
山
年
十
一
月
条
に
、
行
基
建
立
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

(
ロ
)
現
在
の
竹
林
寺
(
奈
良
県
生
駒
市
有
盟
)
。
行
基
の
墓
所
が
あ
る
。

(
日
)
生
き
も
の
を
殺
す
こ
と
へ
の
戒
め
で
あ
る
殺
生
成
は
、
五
戒
の
第
一
に
挙
げ

ら
れ
る
二
薩
婆
多
見
尼
毘
婆
沙
」
ム
ハ
巻
、
大
正
新
怖
大
蔵
経
二
二
一
・
五
四
五

上
な
ど
)
。
奈
良
末
期
i
平
安
初
期
に
お
け
る
戒
律
思
想
に
関
わ
る
経
典
の
移

入
や
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
名
畑
崇
「
日
本
古
代
の
戒
律
受
容
i
善
珠
「
本

願
薬
師
経
紗
」
を
め
ぐ
っ
て
i
」
(
根
本
誠
二
一
端
「
奈
良
時
代
の
僧
侶
と
社
会
」

雄
山
間
出
版
、
一
九
九
四
年
、
所
収
)
に
詳
し
い
。
名
畑
説
は
、
法
会
と
戒

律
と
の
密
接
な
関
係
や
、
当
時
の
戒
律
の
影
響
力
な
ど
を
粘
殺
に
論
じ
て
い

る。

規範と内外17 



(
は
)
本
稿
四
に
お
い
て
論
じ
る
。

(
日
)
律
令
体
制
の
確
立
お
よ
び
そ
の
過
程
・
展
開
に
つ
い
て
の
歴
史
的
事
実
に
つ

い
て
は
、
長
山
泰
孝
吋
律
令
負
担
体
制
の
研
究
」
(
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
)

に
詐
糊
な
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
吉
田
靖
雄
フ
汀
基
と
律
令
国
家
」
(
古
川
弘

文
館
、
一
九
八
六
年
)
に
は
、
律
令
国
家
の
政
策
と
行
基
の
活
動
の
内
実
の

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
前
掲
、
拙
著
一
二

O
頁
以
下
。
伊
藤
益
吋
日
本
人
の
知
」
(
北
樹
出
版
、

一
九
九
五
年
)
に
詳
論
が
あ
る
。

(
口
)
注

(
6
)
参
照
。

18 

-
本
稿
の
「
市
内
葉
集
い
の
歌
の
訓
み
は
、
話
注
釈
を
参
看
し
た
上
で
、
原
則
と
し
て
、

伊
藤
博
「
商
業
集
蒋
注
」
(
全
十
一
巻
、
集
英
社
、
一
九
九
五

i
一
九
九
九
年
)

に
拠
っ
た
。
ま
た
、
「
日
本
時
一
民
異
記
』
に
つ
い
て
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
金
集

本
(
中
出
祝
夫
校
注
・
訳
吋
日
本
霊
異
一
引
と
、
小
学
館
、
一
九
九
五
年
)
と
あ
わ

せ
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
(
出
雲
路
修
校
注
「
日
本
霊
異
記
」
、
岩
波
書
応
、

一
九
九
六
年
)
な
ど
を
参
照
し
た
。

-
本
稿
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
(
学
術
研

究
助
成
基
金
助
成
金
)
若
手
研
究

(
B
)
「
患
を
め
ぐ
る
う
た
と
語
り
の
倫
理
学

的
研
究
l
古
代
・
中
世
の
和
歌
・
説
話
・
物
語
を
中
心
に
i
」
(
研
究
諜
題
番
号

二
五
八
七

O
七
九
七
、
代
表
研
究
者
・
川
井
博
義
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
か
わ
い
・
ひ
ろ
よ
し

武
蔵
大
学
総
合
研
究
所
科
研
費
研
究
員

(
I
)
、

筑
波
大
学
他
非
常
勤
講
師
)
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