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．
概
要 

序
章 

 

本
論
は
、
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
』
）

が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
、
お
よ
び
近
世
に
お
い
て
『
日
本

霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
の
二
点
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。 

『
日
本
霊
異
記
』
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
従
来
採
録
さ
れ
た
個
々
の
説
話
に
着
目
し
た
論
が
展
開

さ
れ
て
き
た
。
先
学
の
成
果
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
各
説
話
が
ど
の
よ
う
な
神
話
・
民
話
を
も
と
に
形

成
さ
れ
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
神
話
・
民
話
の
影
響
が
み
ら
れ
る
説
話
や
、

史
書
と
の
関
連
が
深
い
説
話
、
奇
抜
な
内
容
の
説
話
な
ど
が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
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あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
個
々
の
説
話
の
内
容
や
由
来
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
各
説
話
が

な
ぜ
現
存
の
よ
う
な
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
の
に
あ
た
っ
て
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方

で
個
々
の
説
話
に
注
目
し
て
き
た
こ
と
で
、『
日
本
霊
異
記
』
全
体
が
ど
の
よ
う
な
構
成
で
編
纂
さ
れ
た
の

か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
史
を
受
け
、『
日
本
霊
異
記
』
全
体
の
構
成
を
視
野
に
入
れ
て
論
を
進
め
て

い
く
。『
日
本
霊
異
記
』
は
上
巻
序
文
に
よ
れ
ば
、
編
纂
者
景
戒
が
唐
の
『
冥
報
記
』
や
『
金
剛
般
若
経
集

験
記
』
に
影
響
を
受
け
て
、
「
自
土
の
奇
事
」
、
つ
ま
り
日
本
に
お
け
る
奇
事
を
採
録
す
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
編
纂
方
針
の
根
底
に
は
、
善
行
は
善
報
に
つ
な
が
り
、
悪
行
は
悪
報
に

つ
な
が
る
と
い
う
思
想
が
存
在
す
る
。
こ
の
仏
教
的
思
想
を
証
明
す
る
た
め
に
『
日
本
霊
異
記
』
は
さ
ま

ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
用
い
て
説
話
を
語
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
法
は
テ
ー
マ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
多
く
す

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
類
似
し
た
テ
ー
マ
の
話
（
類
話
）
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
語
る
と
い

う
方
法
も
採
っ
て
い
る
。 

第
一
部
で
は
こ
の
よ
う
に
説
話
配
列
に
あ
る
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し

て
、
説
話
間
の
共
通
点
を
手
掛
か
り
に
し
つ
つ
検
討
を
進
め
る
。
具
体
的
に
は
、
蟹
報
恩
説
話
・
鬼
の
説

話
・
善
悪
報
譚
を
取
り
上
げ
、
共
通
の
テ
ー
マ
を
一
つ
の
説
話
集
に
お
い
て
繰
り
返
す
こ
と
の
意
義
を
見

い
だ
す
こ
と
を
試
み
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
で
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
を
、
「
説
話
」
と
い
う
微
視
的
な
観
点
か
ら
眺
め
る
だ

け
で
な
く
、
一
一
六
の
話
を
集
め
た
一
つ
の
「
説
話
集
」
と
い
う
巨
視
的
な
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を

目
標
と
し
、
従
来
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
い
。 

 
 

続
く
第
二
部
で
は
、
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
、
『
日
本
霊
異
記
』
と
い
う
「
説
話
集
」
全
体
に
広
く
通
用

す
る
概
念
及
び
語
彙
に
着
目
す
る
。『
日
本
霊
異
記
』
の
時
代
表
記
に
は
、
複
数
の
様
式
が
あ
り
、
天
皇
代

で
時
代
を
表
す
も
の
、
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
第
一
章
で
は
、
そ
の
な
か
で

も
「
昔
」
と
い
う
広
い
く
く
り
で
時
代
を
表
す
説
話
に
着
目
し
『
日
本
霊
異
記
』
内
の
「
昔
」
の
語
の
用

法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
第
二
章
・
第
三
章
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
天
皇
に
つ
い
て
述
べ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
天
皇
に
つ
い
て
、
説
話
内
の
登
場
人
物
と
し
て
の
役
割
を
確
認
し
た
の
ち
、

説
話
に
お
い
て
時
代
基
準
と
し
て
の
機
能
を
担
わ
さ
れ
た
存
在
と
し
て
も
検
討
す
る
。
さ
ら
に
第
四
章
で

は
、『
日
本
霊
異
記
』
内
に
お
け
る
唐
・
朝
鮮
半
島
に
関
す
る
説
話
を
概
観
し
、
近
隣
諸
国
の
と
ら
え
方
を

論
じ
る
。 

こ
の
よ
う
な
『
日
本
霊
異
記
』
全
体
に
見
え
る
概
念
や
語
彙
は
、
複
数
の
用
途
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
第
一
章
お
よ
び
第
四
章
で
は
、
こ
れ
ら
を
厳
密
な
用
途
別
に
分
類
し
た
の
ち
、
総
合
的
に
分

析
す
る
と
い
う
手
法
を
と
る
。
ま
た
、
こ
の
第
二
部
で
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
史
書

や
、
仏
典
と
の
関
わ
り
に
も
触
れ
、『
日
本
霊
異
記
』
が
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
の
影
響
関
係
の
な
か
に
成
立
し

た
こ
と
を
表
現
の
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
天
皇
や
他
国
と
の
関
わ
り
を
述
べ
る
こ
と
で
、『
日

本
霊
異
記
』
内
の
自
土
意
識
お
よ
び
国
家
意
識
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 
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こ
の
よ
う
に
、
第
一
部
・
第
二
部
で
は
漢
字
で
記
述
さ
れ
た
平
安
期
成
立
の
『
日
本
霊
異
記
』
を
研
究

対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
近
世
に
お
け
る
国
学
者
の
『
日
本
霊
異
記
』
研
究
お
よ
び
仮
名
本
『
日
本
霊
異

記
』
の
存
在
も
、『
日
本
霊
異
記
』
編
纂
を
研
究
目
的
に
据
え
る
本
論
に
お
い
て
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
近
世
に
お
い
て
流
布
し
た
金
剛
三
昧
院
本
系
の
写
本
は
、
二
十
三
話
が
欠
落
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
十
四
話
が
他
文
献
と
の
重
複
や
類
話
の
存
在
を
理
由
に
意
図
的
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
金
剛
三
昧
院
本
系
の
写
本
を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
た
『
日
本
霊
異
記
』
仮
名
本
は
、
平

安
期
成
立
の
漢
字
の
も
の
と
配
列
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
形

成
に
お
い
て
、
平
安
期
の
も
の
と
は
別
の
価
値
観
が
働
い
た
結
果
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
広
く
『
日
本
霊

異
記
』
の
編
纂
を
考
え
る
た
め
に
は
、
近
世
の
文
献
も
検
討
対
象
と
す
べ
き
と
判
断
し
、
第
三
部
で
は
近

世
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
存
在
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。 

『
日
本
霊
異
記
』
は
近
世
に
至
る
ま
で
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
が
見
ら
れ
ず
、
金
剛
三
昧
院
本
系
の
一

つ
で
あ
る
三
手
文
庫
本
に
書
き
入
れ
を
加
え
、『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
注
』
を
記
し
た
契
沖
の
研
究
が

そ
の
嚆
矢
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
漢
字
で
書
か
れ
た
『
日
本
霊
異
記
』
を
仮
名
に
や
わ
ら
げ
た
仮
名
本
は

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
刊
行
さ
れ
、『
日
本
霊
異
記
』
の
存
在
は
仮
名
本
に
よ
っ
て
広
く
知
れ
渡
る
こ

と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
写
本
事
情
を
み
る
と
当
時
は
欠
落
の
多
い
金
剛
三
昧
院
本
系
の
流
布
本
が
主
流

と
な
っ
て
お
り
、
本
文
研
究
を
す
る
の
に
恵
ま
れ
た
環
境
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
仮
名
本
や

『
今
昔
物
語
集
』
・
『
扶
桑
略
記
』
を
利
用
し
、
本
文
校
訂
を
試
み
た
の
が
、
狩
谷
棭
斎
で
あ
る
。
棭
斎
は

の
ち
に
真
福
寺
本
の
模
本
を
手
に
入
れ
、
校
訂
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
『
校
本
日
本
霊
異
記
』
を
発
刊
し
、

さ
ら
に
説
話
に
注
釈
を
施
し
た
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』
を
上
梓
し
た
。
第
三
部
で
は
、
近
世
に
お
け
る
『
日

本
霊
異
記
』
事
情
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
仮
名
本
の
本
文
の
内
容
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、『
日
本
霊
異

記
攷
証
』
に
か
い
ま
見
え
る
狩
谷
棭
斎
の
研
究
態
度
に
つ
い
て
論
じ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
本
論
は
平
安
期
成
立
の
『
日
本
霊
異
記
』
と
近
世
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
双
方
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
日
本
霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
な
編
纂
・
伝
達
の
過
程
を
経
て
き
た
の
か
を
、
総
合

的
に
分
析
す
る
。 

 

第
一
部 

説
話
の
型
と
配
列
か
ら
み
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
構
成
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
説

話
の
配
列
方
法
つ
い
て
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
話
型
に
沿
っ
て
各
説
話
の
表

現
の
あ
り
方
を
分
析
し
た
。 

 
 

第
一
章 

説
話
の
配
列
―
―
話
型
と
い
う
観
点
か
ら
―
― 

 
 

『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
同
じ
内
容
の
説
話
、
い
わ
ゆ
る
類
話
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
ど

の
よ
う
な
順
番
で
配
列
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
の
構
成
を
検
討
し
た
。
本

章
で
は
、
類
話
に
関
す
る
複
数
の
先
行
研
究
か
ら
話
型
を
定
義
し
、
配
列
の
パ
タ
ー
ン
を
探
っ
た
。
景
戒

が
、
時
代
順
配
列
の
法
則
に
と
ら
わ
れ
ず
に
同
じ
話
型
の
説
話
を
連
続
し
て
配
列
す
る
箇
所
も
見
ら
れ
、

よ
り
仏
教
の
因
果
の
理
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
つ
の
話
型
が
連

続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
に
仏
教
の
因
果
の
理
を
説
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こ
う
と
し
て
い
る
可
能
性
が
窺
わ
れ
た
。 

 
 

第
二
章 

蟹
報
恩
説
話 

 

蟹
報
恩
説
話
と
い
わ
れ
る
中
巻
第
八
縁
と
中
巻
第
十
二
縁
は
、
主
人
公
の
女
が
蟹
と
蝦
の
命
を
救
う
点
、

蛇
と
婚
姻
す
る
こ
と
に
な
る
も
蟹
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
点
、
行
基
に
救
い
を
求
め
る
点
な
ど
が
共
通
し

て
い
る
が
、
行
基
に
つ
い
て
の
記
述
や
、
主
人
公
の
女
性
像
な
ど
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
中
巻
第
八
縁
で

は
、
寺
院
関
係
者
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
る
で
そ
の
立
場
に
相
応
し
く
な
い
よ
う
な
行
動
を
す
る
女
性
が
描

か
れ
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
女
性
で
も
、
放
生
に
よ
っ
て
再
度
仏
教
の
加
護
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
中
巻
十
二
縁
で
は
、
仏
教
関
係
者
で
は
な
い
も
の
の
、
心
か
ら
仏
教
を
信
じ
て
い

る
女
性
が
、
信
仰
に
基
づ
い
た
日
頃
の
行
い
に
よ
っ
て
仏
教
の
加
護
を
受
け
る
可
能
性
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
見
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
二
話
を
と
も
に
採
録
す
る
こ
と
は
、
多
様
な
信
仰
の
あ
り
方
を
示

し
た
い
と
い
う
編
者
景
戒
の
態
度
の
表
出
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
配
列
の
側
面
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
二
話
が
異
な
る
話
型
の
連
続
配
列
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と

を
論
じ
た
。
こ
の
二
つ
の
類
話
は
連
続
し
た
配
列
で
な
く
、
中
巻
第
七
縁
か
ら
第
八
縁
、
第
十
一
縁
か
ら

第
十
二
縁
と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
。
僧
を
迫
害
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
悪
報
の
恐
ろ
し
さ
を
述

べ
、
次
に
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
偉
大
な
僧
と
さ
れ
る
行
基
の
す
ば
ら
し
さ
を
述
べ
る
と
い
う
こ
の

サ
イ
ク
ル
は
、
「
僧
」
へ
の
信
仰
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
、
効
果
的
に
機
能
し
た
と
い
え
よ
う
。 

 
 

第
三
章 

鬼
の
説
話 

 

本
章
で
は
、
中
巻
第
二
十
四
縁
・
二
十
五
縁
の
、
主
人
公
か
ら
賂
を
与
え
ら
れ
た
冥
界
の
使
者
で
あ
る

鬼
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
当
該
二
話
の
「
鬼
」
を
上
代
の
文
献
や
『
日
本
霊
異
記
』
内
の
「
鬼
」
の
用
例

と
比
較
す
る
と
、
「
冥
界
の
使
者
」
と
し
て
も
異
例
で
あ
り
、
『
日
本
霊
異
記
』
全
体
の
「
鬼
」
の
用
例
か

ら
見
て
も
異
例
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
「
風
土
記
」
や
『
日
本
書
紀
』
の
例
の
よ
う
に
「
害
を
な
す
モ
ノ
」

と
い
う
性
質
を
も
っ
た
存
在
で
は
な
く
、「
人
間
性
を
保
持
し
た
死
霊
的
な
鬼
」
と
み
る
の
が
よ
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
的
な
「
鬼
」
が
描
か
れ
る
事
情
に
は
、『
日
本
霊
異
記
』
で
重
要
な

「
恩
」
と
い
う
概
念
が
関
わ
っ
て
く
る
。
当
該
二
話
の
「
鬼
」
は
、
賂
に
「
恩
」
を
感
じ
た
為
に
主
人
公

を
救
お
う
と
す
る
。『
日
本
霊
異
記
』
世
界
で
は
「
恩
」
に
報
い
る
こ
と
は
、
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
む

し
ろ
「
恩
」
を
返
さ
な
い
こ
と
で
、
悪
報
を
受
け
る
話
も
あ
る
。
つ
ま
り
中
巻
第
二
十
四
縁
・
二
十
五
縁

に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
人
間
的
な
「
鬼
」
が
描
か
れ
た
事
情
と
は
、『
日
本
霊
異
記
』
を
貫
く
「
恩
」
と
い

う
概
念
の
強
調
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
み
な
ら
ず
、「
鬼
」
す
ら
も
「
恩
」
を
な
い

が
し
ろ
に
し
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
矛
盾
を
語
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
展
開
す
る
奇
異
な
出
来
事
を
綴

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
印
象
的
な
話
に
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
類
話
の
連
続
配
列
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
題
も
似
通
っ
た
こ
の
二
話
を
ま
と
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
足
り
な
い
部
分
を
補
い
合
い
、「
賂
さ
れ
る
鬼
像
」
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
と
い
え
る
。 

 
 

第
四
章 

善
悪
報
譚 

 

『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、「
―
―
而
現
得
善
悪
報
縁
」
と
題
さ
れ
、
善
行
と
悪
行
が
と
も
に
語
ら
れ
る
説
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話
が
四
話
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
も
、
悪
行
に
よ
っ
て
冥
界
に
行
っ
た
後
、
生
前
の
善
行
に
よ
っ
て
生
き
返

る
と
い
う
蘇
生
説
話
で
あ
り
、
同
一
人
物
が
悪
報
と
善
報
を
と
も
に
経
験
し
、
そ
の
因
果
を
語
る
た
め
の

も
の
と
し
て
、
中
国
の
蘇
生
説
話
の
受
容
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
型
で
あ
る
。『
冥
報
記
』
の
蘇
生
説
話
は
、

冥
界
に
行
く
前
の
描
写
が
簡
潔
で
あ
り
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
、
下
巻
第
二
十
二
縁
、
下
巻
第
二

十
三
縁
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。
一
方
で
、
中
巻
第
十
六
縁
の
み
が
、
冥
界
に
行
く
前
の
悪
行
と
善
行
を

詳
細
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
の
主
題
の
一
つ
で
あ
る
人
々
の
生
活
に
即
し
た
描
写
が

な
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
が
独
自
の
視
点
で
説
話
を
語
る
こ
と
は
様
々
な

点
か
ら
指
摘
が
あ
る
通
り
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
善
悪
報
譚
」
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指

摘
し
た
。 

  

第
二
部 

時
空
表
現
か
ら
み
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
構
想
で
は
、『
日
本
霊
異
記
』
内
に
共
通
す
る
語
を

手
が
か
り
と
し
て
論
を
進
め
、
『
日
本
霊
異
記
』
全
体
に
通
底
す
る
編
纂
意
識
を
検
討
し
た
。 

第
一
章 

「
昔
」
と
い
う
時
代
表
記 

 

本
章
で
は
、
説
話
配
列
を
考
え
る
上
で
重
要
な
時
代
表
記
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
試
み
の
一
つ
と
し

て
、
「
昔
」
と
い
う
語
を
と
り
あ
げ
た
。
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
昔
」
の
用
例
を
、
Ⅰ
序
文
に
お
け

る
用
例
、
Ⅱ
各
説
話
の
冒
頭
に
お
い
て
説
話
の
時
代
を
示
す
用
例
、
Ⅲ
説
話
内
で
過
去
の
時
を
示
す
用
例
、

Ⅳ
引
用
文
に
お
け
る
用
例
の
四
つ
に
分
け
て
検
討
し
た
。
Ⅳ
の
用
例
に
お
い
て
経
典
等
引
用
の
確
認
で
き

る
も
の
は
、
引
用
元
と
の
比
較
を
行
う
と
、
引
用
元
が
「
昔
」
と
は
異
な
る
語
を
使
用
し
て
い
る
場
合
が

み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
引
用
文
に
お
い
て
過
去
を
示
す
際
に
、
「
昔
」
と
い

う
語
を
使
用
し
、
あ
る
程
度
の
統
一
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
他
Ⅰ
～
Ⅲ
の
「
昔
」
の
用
例
を
み
る
と
、
連
続
性
を
持
っ
た
過
去
で
な
く
、
語
義
ど
お
り
「
今
」

と
対
立
し
た
過
去
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
「
昔
」

と
い
う
語
は
、
時
代
順
配
列
を
意
識
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
と
い
う
説
話
集
に
お
け
る
歴
史
時
間
の
軸
に

お
い
て
も
、
ま
た
個
々
の
説
話
に
お
け
る
登
場
人
物
の
輪
廻
転
生
の
軸
に
お
い
て
も
、「
今
」
と
対
立
し
た

過
去
を
意
識
し
た
上
で
、
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

第
二
章 

「
天
皇
」
と
い
う
存
在 

 

『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
天
皇
の
行
動
が
窺
わ
れ
る
説
話
が
複
数
話
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
説
話
に
登

場
す
る
天
皇
は
、
そ
の
大
半
が
、
説
話
の
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
は
お
ら
ず
、
説
話
の
主
人
公
を
仏
教

の
道
へ
と
誘
導
す
る
役
割
を
果
た
す
存
在
、
も
し
く
は
主
人
公
が
仏
教
と
関
わ
る
際
の
契
機
と
な
る
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
皇
が
出
現
す
る
説
話
の
い
く
つ
か
は
、
歴
史
書
と
の
関
わ
り
が
深
い

可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
天
皇
が
歴
史
上
の
記
述
や
人
物
と
、
仏
教
的
な
関
わ
り
を
も
つ
点
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
り
、
読
み
手
に
仏
教
の
功
徳
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

 
 

第
三
章 

時
代
基
準
と
し
て
の
「
天
皇
」 

 

『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
は
、
基
本
的
に
時
代
順
配
列
で
あ
り
、
そ
の
基
準
は
天
皇
代
を
原
則
と
し
て

い
る
。
一
方
で
、『
日
本
霊
異
記
』
に
は
語
ら
れ
な
い
天
皇
代
が
存
在
す
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
天
皇
代
の
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出
来
事
が
書
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
説
話
の
内
容
を
読
め
ば
、
時
代
を
推
測
で
き
る
場
合
が
あ

る
。
本
章
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
と
史
書
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
天
皇
名
が
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
事

情
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

天
智
天
皇
代
に
つ
い
て
は
、
編
者
景
戒
が
『
日
本
書
紀
』
等
の
正
史
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
不
備
の
あ

る
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
条
の
年
号
の
使
用
を
避
け
た
と
の
一
案
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
元
正
天
皇
代

に
つ
い
て
は
、『
日
本
霊
異
記
』
中
で
高
く
評
価
さ
れ
る
行
基
を
指
弾
し
、
さ
ら
に
私
度
僧
を
取
り
締
ま
る

法
令
を
度
々
発
布
し
た
と
い
う
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
元
正
天
皇
像
に
反
し
て
、
元
正
朝
の
説
話
が
採

録
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
上
代
文
献
に
お
け
る
重
要
な
天
皇
が
出
現
し
な
い
こ
と
も
、
仏
教
史
を
語
る
上
で
の

『
日
本
霊
異
記
』
の
特
徴
の
一
端
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 
 

第
四
章 

唐
・
朝
鮮
半
島
と
い
う
視
点
―
―
「
自
土
」
の
自
覚
へ
の
契
機
―
― 

『
日
本
霊
異
記
』
は
、
上
巻
序
文
に
よ
れ
ば
、
漢
土
の
書
物
が
編
纂
の
契
機
に
な
っ
た
と
い
う
。
本
章

で
は
、
唐
・
百
済
・
新
羅
・
高
麗
の
国
名
を
手
掛
か
り
に
、『
日
本
霊
異
記
』
が
こ
れ
ら
の
近
隣
諸
国
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
、
描
い
て
い
る
の
か
を
四
つ
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
。
第
一
に
近
隣
諸
国
出
身
の
人
物
の

描
写
を
見
る
と
、
説
話
中
の
他
の
人
物
を
奇
事
へ
と
導
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

近
隣
諸
国
の
人
物
の
体
験
が
『
日
本
霊
異
記
』
内
で
複
数
回
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
奇
事

や
善
報
を
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
移
動
先
と
し
て
の
近
隣
諸
国
の
例
を
検

討
す
る
と
、
当
時
の
学
問
僧
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
日
本
以
外
の
国
に
お
い
て
も
奇
事

を
体
験
す
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。
第
三
に
時
代
表
記
の
例
に
お
い
て
は
、
百

済
へ
の
派
兵
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
日
本
と
い
う
国
を
相
対
的
・
客
観
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図

が
垣
間
見
え
る
。
第
四
に
他
国
と
日
本
を
比
較
す
る
例
か
ら
は
、
対
比
的
な
記
述
に
よ
っ
て
日
本
で
の
奇

事
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
あ
る
一
定
の
意
図
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
、
特

に
天
皇
と
関
連
を
も
た
せ
国
家
意
識
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。 

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
る
と
、
上
巻
に
集
中
す
る
近
隣
諸
国
の
記
述
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
と
っ
て

仏
教
世
界
へ
の
入
り
口
の
よ
う
な
存
在
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
国
を
描
く
こ
と
で
、『
日
本
霊
異
記
』
は
日

本
に
も
因
果
の
理
が
あ
る
こ
と
を
よ
り
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
に
『
日
本
霊
異
記
』
に
お

け
る
「
自
土
」
の
自
覚
が
成
立
し
え
た
の
で
あ
る
。 

 

第
三
部 

近
世
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』
―
―
仮
名
本
お
よ
び
本
文
校
訂
に
お
け
る
再
作
品
化
―
―
で

は
、
近
世
に
お
け
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
受
容
の
あ
り
か
た
を
、
仮
名
本
を
通
じ
て
検
討
す
る
。
ま
た
、

『
日
本
霊
異
記
攷
証
』
の
記
述
方
法
か
ら
、
狩
谷
棭
斎
の
『
日
本
霊
異
記
』
に
対
す
る
研
究
態
度
を
分
析

し
た
。 

 
 

第
一
章 

仮
名
本
の
成
立
事
情 

―
―
漢
字
本
写
本
お
よ
び
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
― 

『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
元
の
漢
字
の
文
章
を
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
文
に
書
き
換
え
た
江
戸
初
期
成
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立
の
版
本
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
「
仮
名
本
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
説
話
内
容
の
簡
略
化
や
改
変
が
み
ら

れ
、
金
剛
三
昧
院
本
系
写
本
の
う
ち
延
宝
本
の
系
統
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
。 

本
章
で
は
、
延
宝
本
の
脱
文
に
よ
っ
て
仮
名
本
が
補
訂
を
施
し
た
と
い
う
論
を
手
が
か
り
に
、
漢
字
本

中
巻
第
十
六
縁
と
仮
名
本
一
の
十
六
を
検
討
し
、
延
宝
本
が
仮
名
本
本
文
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
一
方
で
、
写
本
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
中
巻
第
十
六

縁
と
受
容
関
係
に
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
に
着
目
し
、
仮
名
本
で
主
人
公
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
改

変
が
、『
今
昔
物
語
集
』
の
方
針
を
採
用
し
た
可
能
性
を
論
じ
た
。
ま
た
同
様
に
『
今
昔
物
語
集
』
を
反
映

し
た
と
お
ぼ
し
き
用
例
を
他
に
三
つ
検
討
し
た
。 

つ
ま
り
、
仮
名
本
の
本
文
は
、
説
話
に
よ
っ
て
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
表
現
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
れ

は
説
話
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
工
夫
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

第
二
章 

狩
谷
棭
斎
の
『
日
本
霊
異
記
』
研
究
―
―
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』
を
中
心
に
―
― 

 

狩
谷
棭
斎
の
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』（
以
下
『
攷
証
』
）
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
つ
い
て
は
じ
め

て
詳
細
な
注
を
ほ
ど
こ
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
注
釈
の
先
駆
的
存
在
で
あ
る
。『
攷
証
』
は
、
棭
斎
に
よ
る

校
訂
本
『
校
本
日
本
霊
異
記
』
の
校
訂
理
由
を
示
す
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。『
校
本
』
の
上
巻
は
高
野

本
、
中
下
巻
は
真
福
寺
本
の
模
本
で
あ
る
不
忍
文
庫
本
を
底
本
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
校
訂
作
業
に

際
し
て
、
棭
斎
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め
て
お
り
、
上
巻
に
お
い
て
は
、『
日
本
霊
異
記
』
を
享
受
し
た

『
今
昔
物
語
集
』
や
『
扶
桑
略
記
』
も
対
校
本
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
一
方
、
中
下
巻
に
お
い
て
は
、
基

本
的
に
は
高
野
本
に
よ
っ
て
校
訂
作
業
を
行
い
、
高
野
本
と
他
文
献
の
文
字
が
異
な
る
と
き
、
後
者
の
字

が
有
用
な
場
合
に
は
併
記
す
る
と
い
う
形
式
を
と
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、
棭
斎
の
手
元
に
あ
っ
た
延

宝
本
は
、
状
態
が
良
く
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
底
本
に
虫
損
が
見
ら
れ
た
時
の
み
に
使
用
す
る
と
い
う

限
定
的
な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、『
攷
証
』
は
文
字
を
校
訂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
人
の
国
学
者
ら
の
説
も
引
用
し
て
い
る
。
特
に

本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
に
近
い
記
述
を
記
載
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
『
古
事
記
伝
』
そ
の
も
の
を
見

て
い
た
可
能
性
が
高
い
。『
古
事
記
伝
』
に
も
『
日
本
霊
異
記
』
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
が
、
棭
斎
は
『
古

事
記
伝
』
を
引
用
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
の
書
名
を
掲
げ
て
い
な
い
項
目
も
閲
覧
し
て
お

り
、
語
句
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
材
料
と
し
て
『
古
事
記
伝
』
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ

ら
に
一
つ
の
項
目
に
つ
い
て
、
他
の
先
人
等
の
説
を
複
数
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
字

を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
態
度
が
垣
間
見
え
る
。 

 

終
章 

 

以
上
の
論
に
よ
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る

こ
と
、
お
よ
び
近
世
に
お
い
て
『
日
本
霊
異
記
』
が
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
を

試
み
た
。 

 

前
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
部
・
第
二
部
を
通
じ
て
、
全
体
の
構
成
や
共
通
語
彙
・
概
念
の
使
用
方
針
を

検
討
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
説
話
を
示
す
た
め
の
よ
り
有
効
な
編
纂
方
針
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
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窺
わ
れ
た
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
仮
名
本
の
具
体
的
な
分
析
か
ら
、
説
話
享
受
に
あ
た
っ
て
『
今

昔
物
語
集
』
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
棭
斎
『
攷
証
』
の
例
か
ら
、
国
学
に
お
け
る
『
日

本
霊
異
記
』
の
立
ち
位
置
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

『
日
本
霊
異
記
』
は
、
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
代
順
配
列
と
い
う
方
針

か
ら
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
へ
の
過
渡
期
を
描
き
だ
し
て
い
る
説
話
集
で
あ
り
、
僧
侶
・
皇
族
・
庶
民
な
ど

あ
ら
ゆ
る
人
物
を
主
人
公
と
し
、
包
括
し
て
い
る
説
話
集
で
あ
る
。
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
を
基
本
的
指

針
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
さ
を
保
持
す
る
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
単
な
る
説
話
の
集
合

体
で
は
な
い
。
景
戒
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
作
品
と
し
て
の
「
説
話
集
」
の
あ
り
方
は
、
個
々
の
説
話
の
検

討
だ
け
で
な
く
、『
日
本
霊
異
記
』
全
体
に
通
じ
る
価
値
観
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
後
世
の
視
点
か
ら
も
見

つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。 


