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霊

異

記

の
成

立

事

情

南

里

み

ち

子

霊
異
記

は
上

・
中

・
下
全

三
巻

の
各
巻
ご
と

に
序
文
が
あ
り
、
下
巻
末

に
は

践
文
を
付

し
て
い
る
.
編
者
景
戒

に
よ

っ
て
編
纂
意
図
が
明
ら
か

に
さ
れ

て
い

る
わ
け

で
あ

っ
て
、

こ
れ

に
加
え

る
べ
き
も

の
は
な

い
と
も
言
え
よ
う
が
、
仏

徒

で
あ

る
景
戒
も
、
社
会

の
動
き
と
全
く
無
関
係

に
存
在

で
き

る
も

の
で
は
な

い
。
本
稿

は
、
序
祓
と
説
話
内
容
を
あ
わ
せ
み
な
が
ら
、
当
時

の
社
会
情
勢
と

の
か
か
わ

り
の
も
と

に
、
霊
異
記

の
成
立
事
情
を
考
え

て
み
よ
う
と

い
う
も

の

で
あ

る
。

幽

延
暦
六
年

(七
八
七
)
が
、
景
戒

に
と

っ
て
、
さ
ら

に
は
霊
異
記

の
成
立

に

関
し

て
、
重
要
な
意
味

を
持

つ
年

で
あ
る

こ
と
は
、

し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ

て
い

る
。
下
巻
第
三
十
八
縁

に
よ
る
と
、

景
戒

は
延
暦

六
年

九
月

四
日
の
夕
方

に
漸

憶

の
心
を
お

こ
し
、
夜
中

に
夢
を
見

て
、

そ
れ
を
聖

示

で
は
な
い
か
と
疑

っ
て

い
る
。
景
戒
漸
憶

の
記
事
は
、
同
三
年

の
長
岡
京
遷
都

と
、
翌
年

の
藤
原
種
継

暗
殺
事
件

に
関
す

る
記
事

に
続

い
て

い
る
。
す

で
に
指
摘

さ
れ

て
い
る

よ
う

に
、
景
戒

の
漸
憶
と
種
継
暗

殺
事
件

が
密
接

に
か
か
わ

っ
て
い
た
可
能
性

は
強

い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
、
種
継
暗
殺
事
件

に
よ

っ
て
決
定
的
な
打
撃

を
受

け
た

大
伴
氏
と
景
戒
と

の
関
係

に
帰
す
る
説

に

つ
い
て
は
、
再
考

の
余
地

が
あ
る
よ

う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点

に
関
し

て
は
、
後

に
考
察

す
る
。

延
暦
六
年
と

い
う
年
は
、
下
巻

序
文

の
執
筆
時
期

と
も
重

な

っ
て
い
る
。

仏

の
浬
葉
し
た
ま
ひ
し
よ
り
以
来

、
延
暦
六
年

の
歳

の
次

り
丁
卯

に
迄

る

(
2
)

ま

で
、

一
千
七

百
二
十
二
年

を
蓬

た
り
。

と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
、

正
法

五
百
年
、
像
法
千
年
を

過
ぎ
て
、
す

で
に
末

法

に
入

っ
て
い
る
と
し

て
い
る
。

さ
ら
に
景
戒

は
、

日
本

に
仏
教

が
伝
来

し
て

以
来

、
延
暦
六
年

ま
で
、

二
百
三
十
六
年
を
蓬

た
と
述

べ
て
い
る
。

こ
れ

は
日

本
書
紀

の
欽

明
十

三
年
仏
教
伝
来
説

に

一
致
す

る
。

田
村
圓

澄
氏

に
よ
る
と
、

日
本
書
紀
仏
教
伝
来
条

の
筆
録

に
道
慈

が
関
与

し

て
い
る
と
い
う
。
道
慈

の
在
唐
期
間
、
唐

の
仏
教
界

に
は
末
法
到
来

の
危
機
意

識

が
浸
透

し

つ
つ
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ

る
が
、

田
村
氏

は
、
仏
入
滅
を
周

書
異

記
に
よ

っ
て
周

の
穆
王

五
十

三
年
壬
申

(紀
元
前
九

四
九
)
と
し
、
正
法

五
百
年
、
像
法
千
年
説
を

と
る
と
、
末
法

は
承
聖
元
年

(五
五

二
)
か
ら

は
じ

ま
る
こ
と
に
な
る
と

さ
れ

る
。

そ
し
て
、
道
慈

が
日
本
書
紀

の
仏
教
伝
来

の
年

次

を
欽
明
十

三
年

(五
五

二
)

に
措
定

し
た
の
は
、

日
本

の
仏
法
興
隆

の
事
実
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を
背
景

に
す

る
こ
と

に
よ
り
、
末
法
期
を
迎

え
た
唐

の
仏
教

に
対
す

る
優
越
感

の
保
持
を
意
図
し

て
い
た
も

の
と
受
け
と

っ
て
お
ら
れ

る
。

一
方
、
元
興
寺
伽

藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳

は
、
欽
明
戊
午
年
仏
教
伝
来
説
を
伝
え

て
お

り
、

日
本

書
紀
撰
述
後

一
世
紀

の
間
、
欽
明
十
三
年
説

は
無
視
さ
れ
、
欽
明
戊
午
年

(五

三
八
)
説

が
権
威
を
持
ち
続

け
て
い
た
と

い
う
。

そ
の
よ
う
な

日
本
書
紀

の
欽

明
十

三
年
仏
教
伝
来
説
を
と

り
あ
げ
、
自
ら

の
位
置
が
南
都
教
団
よ

り
律
令
国

家

に
近

い
こ
と
を
強
調

し
よ
う
と
し
た

の
が
、
大
乗
戒
壇
設
立

の
た
め

に
南
都

の
僧
綱

と
激

し
い
論
争
を
く

り
広
げ
た
最
澄

で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
薬
師
寺
僧
景
戒

は
、
南
都
教
団

に
お

い
て
権
威
を
持
ち
続
け

た

欽
明
七
年
説
を

と
ら
ず

に
、

日
本
書
紀

の
欽
明
十
三
年
説
を
と

っ
て
い
る
わ

け

で
あ
る
。

そ
し
て
、
霊
異
記

は
日
本
書
紀

の
欽
明
十
三
年
説
を
伝
え

る
、
最
も

(
4
)

早

い
文
献

で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

さ
き

に
指
摘
し

た
よ
う

に
、
景
戒

は

正
法

五
百
年
、
像
法
千
年
説

を
と

り
、
世

は
末
法

に
入

っ
た
と
考
え

て
い
た
○

益
田
宗
氏

に
よ
る
と
、
奈
良
時

代

に
お

い
て
、
現
世

を
末
世

と
観

じ

て
い
た

人
々
に
大
安
寺

の
安
澄
、
元

興
寺

の
宗
、
薬
師
寺

の
景
戒
、
元
興
寺

の
智
光
、

秋
篠
寺

の
善
珠

な
ど
が
い
た
と
い
う
。

し
か

し
、

一
般

に
は
現
世
を
像
法

の
世

(5
)

と
み
な
し

て
い
た
と
さ
れ
る
。

南

都
教
団

に
属
す

る
景
戒

が
、

日
本
書
紀

の
欽
明

十
三
年

仏
教
伝
来

説
を

と

っ
た
理
由

は
何

だ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
か
。

田
村
氏

に
よ
る
と
、
欽
明
十
三
年

説
は
日
本
書
紀

に
記

さ
れ
た
に
過

ぎ
な

い
も

の
で
あ

っ
て
、
天
台

の
最
澄
が

こ

れ
を
取
り
あ
げ
る
ま
で
は
、
南
都
教
団

に
は
何

の
影
響
も
及
ぼ

さ
ず
、
道
慈

の

い
た
大
安
寺

に
お
い
て
も
、
欽
明
戊
午
年
説

が
承
認

さ
れ

て
い
た
と

い
う
の
で

(
6
)

あ
る
。

日
本
書
紀

は
中
国
王
朝

や
朝
鮮
半
島

の
新
羅
を
意
識
し

て
編
纂
さ
れ

た
も

の

で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
外
国

に
対
し

て
、

日
本

の
立
場
を

は

っ
き
り
打
ち
出
し

て

(7
)

い
る
と

さ
れ

る
。

日
本
書
紀

の
こ
の
よ
う
な
特
徴

は
、
霊
異

記
に
お
い

て
、
中

国

・
新
羅
関

係

の
説
話

が

ほ
と
ん
ど

と

い

っ
て
よ

い
ほ
ど
認
め

ら
れ
な

い
こ

と
、

ま
た
景
戒
が
上
巻
序
文

に
お
い
て
、

な

に
ぞ
、
唯
し
他
国

の
伝
録
を

の
み
慎

み

て
、
自
土

の
奇
事
を
信

け
恐

り

ざ

ら
む

や
。

と
述

べ
て
い
る
こ
と

か
ら
窺

え
る
、
本
書

の
自
土
意
識
と
も
通

じ
る
も

の
が
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
後

に
触
れ

る
こ
と

に
し
て
、
次

に
、
桓
武
朝

の
社
会
情
勢

に

つ
い
て
、
特

に
そ
の
初
期
を
中
心

に
、
簡
単

に
述

べ
て
お
く

こ
と

に
す

る
。

二

 

桓
武
天
皇

の
生
母

で
あ

る
高
野
新
笠
が
、・
百
済
系
渡
来
氏
族

の
出

で
あ

る
こ

と
か
ら
、
天
皇
が
渡
来
系
氏
族
を
優
遇
し

た
こ
と

は
、
周
知

の
こ
と

で
あ

る
。

天
皇

は
、
父
光
仁
天
皇

の
生
存
中

の
天
応
元
年

(七
八

一
)
辛
酉
革
命

の
年

に
皇
位

に

つ
い
た
。
辛
酉

の
年

に
は
天
帝
が
新

た
に
有
徳
者
を
選

ん
で
天
子

に

つ
け

る
と
考

え
ら
れ

て
お

り
、
六
十
年

に

一
回
巡

っ
て
く

る
。

そ
し

て
天
命
が

革
ま

る
と
、
都
を
遷
す

の
が
当
然
と
考
え
ら
れ

て
い
た
。
長
岡
遷
都

は
、
延
暦

三
年
甲
子
革
令

の
年

の
十

一
月

に
行
わ
れ

た
。

こ
の
年

の
十

一
月

一
日
は
た
ま

た
ま
冬
至

に
あ
た

つ
て
い
た
が
、
甲
子
朔
旦
冬
至
と

い
う

の
は
四
千
六
百
十
七

年

に

一
回
し
か
巡

っ
て
こ
な

い
天
意

の
示

さ
れ

る
年
月
と
さ
れ

て
お
り
、(執

皇

は
識
緯
学
を
信
じ
、

こ
の
時
を
選
ん

で
遷
都

に
ふ

み
き

っ
た
わ
け

で
あ
る
。

長
岡
京
造
営

の
推
進
力
と
な

っ
た
藤
原
種
継

は
、
桓
武
天
皇
を
擁
立
し
た
百

川

の
甥

に
あ

た
り
、
天
皇

の
即
位
後
、
特
別

の
信
任
を
得
、
短
期
間

の
う
ち

に

め
ざ
ま
し

い
昇
進
を
遂
げ
た
。
種
継

の
母

は
秦
氏

の
出

で
あ
り
、
秦
氏
は
長
岡

一52「



京
と
関
係

の
深
い
氏
族

で
あ

っ
た
。

長
岡

の
地
は
秦

氏

の
勢

力
圏

に
属
し
、
長

岡
京

の
造
営

に
は
、
種
継

の
背
後

に
秦
氏

や
和
気
氏

の
存
在

が
あ

っ
た
と
さ
れ

(9
)

る
。桓

武
天
皇
と
秦
氏

の
関
係
を
示
す
例
と
し

て
し
ば

し
ば
あ
げ

ら
れ

る
の
が
、

(
10
)

延
暦
十

一
年
正
月

の
、
施
暁

の
奏
上

で
あ

る
。
山
背
国

の
百
姓
秦
忌
寸

刀
自
女

ら
三
十

一
人
が
、
宝
亀
三
年

(七
七
二
)
以
来
、
桓
武
天
皇

の
た
め

に
毎
年

二

回
、
悔
過
修
福

の
仏
事
を
営

ん
で
き
た
と

い
う
も

の
で
あ

っ
て
、
宝
亀
三
年

は

井
上
廃
后
事
件

の
あ

っ
た
年

に
あ
た

っ
て
お
り
、
皇
嗣

の
決
定

に

つ
い
て
問
題

(11
)

が
混
雑
し
た
と
き

で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ

で
、
延
暦
三
年
十

一
月
、
遷
都

は
強
行
さ
れ
た
が
、
公
式
発
表
後
半

年

の
う
ち

に
遷
都

に
ふ
み
き

っ
た
わ
け

で
あ

っ
て
、
計

画

に
は
か
な
り

の
無
理

が
あ

っ
た
。

遷
都
後

も
工
事

は
続

け
ら
れ

て
お
り
、
天
皇
が
平
城

に
行

幸
し
た

同
四
年
九
月

に
、

工
事

の
指
揮

に
あ
た

っ
て
い
た
種
継

が
、

反
対

派

の
た
め

に

殺

さ
れ
る
と
い
う
事
件

が
起

っ
た
。
長
岡

の
留
守

で
あ

っ
た
早
良

皇
太

子
は
、

事
件

の
責
任

を
問

わ
れ
、
皇
太

子
を
廃

さ
れ
、
淡
路
配
流

の
途
次
自
殺

し
た
。

種
継
暗
殺
事
件

は
、
天
皇

の
治
政

に
暗

い
影

を
落
す

こ
と
に
な

っ
た
が
、
天

皇

は
着
実

に
親
政

の
実
績
を
あ
げ

て
い

っ
た
。
延
暦
五
年

に
は
、
近
江
大
津

の

占
京

に
梵
釈
寺
が
建
立

さ
れ
て
い
る
。
建
立

の
趣
旨

は
、
皇
宗
天
智
天
皇

の
追

(
12
)

福

と
そ
の
政
治
的
理
想

の
継
承

の
た
め
で
あ

る
と
い
う
。

続

日
本
紀

に
よ
る
と
、
天
皇

は
延
暦

四
年
と
同
六
年

の
十

一
月

に
、
交
野

に

(
13
)

お

い
て
天
神
を
祀

っ
て
い
る
。
本
書

に
伝

え
ら
れ

る
延
暦
六
年

の
祭
文

は
、
純

然

た
る
漢
文
祭
文

で
、
天
皇

は
上
天

の
前

に
は
臣

の
礼
を
と

り
、
父
光
仁
天
皇

を
配
祀
し
、
別

に
天
皇

の
た
め

の
祭
文
も
捧
げ

て
い
る
こ
と

な
ど
、
先
祖
祭

の

性
格
を
帯
び

で
い
た
と

い
う
。
祭
天

は
百
済
王
家

に
お

い
て
行

わ
れ
て
お
り
、

(
14
〉

天
皇

に
明
ら
か

に
百
済
家

の
影
響
が
認
め
ら
れ

る
。

天
皇
は
長
岡

に

一
応
帝
都
が
決
ま
る
と
、
造
営
と
平
行
し

て
征
夷
準
備
を
推

進

し

て
い
る
。
そ
し

て
延
暦
八
年
、
蝦
夷
征
伐
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ

は
全
く

の
失
敗

に
終

わ

っ
た
。

以
上

が
、

桓
武
朝
初
期

の
社

会
情

勢

の
概
要

で
あ
る
が
、
も
う

一
つ
、
看
過

し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、

延
暦

七
年

に
天
台

の
最
澄
が

一
乗
止
観
院
を
創
し
、

こ
の
年

が
立
教
開
宗

の
年

と
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
最
澄
は
桓
武
天
皇

に

登
用

さ
れ
た
僧

の

一
人

で
あ

っ
て
、
延
暦
寺

の
名
は
、

天
皇

治
世

の
延
暦

の
年

号

に
よ

っ
て
い
る
と

い
う
。
天
皇

は
同

二
十

一
年

の
高
雄
山
寺

に
お
け
る
天
台

講
義

を
き

っ
か
け

に
、

天
台
興
隆

の
た
め
働
き

か
け
を
す

る

こ
と

に
な

っ
た

が
、
そ

の
背
後

に
は
、
大
学
頭
和
気
広
世

の
存
在

が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ

(15
)

る

。

三

 

霊
異
記
上
巻
序

文

の
冒
頭
は
次

の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

原
夫

れ
ば
、
内
経

・
外
書

の
日
本

に
伝
は
り

て
興
り
始
め
し
代

は
、
お

ほ

よ
そ

に
二

つ
の
時
あ
り
き
。
み
な
百
済

の
国
よ
り
浮
け
来
り
き
。

こ
れ
は
日
本
書
紀

の
記
事

に
符
合
し

て
お
り
、
歴
史
的
事
実
と
し

て
特

に
注

意

さ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
景
戒

の
意
図
が
因
果

の
報
を
示
す

こ
と
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
日
本

に
お
け
る
仏
教
公
伝
か
ら
筆
を
起
し

て
い
る
の
は
、

ご
く
自

然

の
発
想

と
も

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
景
戒
が
内
教
と

外
書

を
同
等

に
扱

い
、

「
深
智

の
儒
は
、

内
外
を

観
て
、

信
と
し

て
因
果
を
恐

る
」

と
述

べ
て
い
る
こ
と
、

内
教

・
外
書

と
も

に
、

百
済

か
ら
伝
来

し
た
と
わ

ざ
わ
ざ

こ
と
わ

っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
、

こ
だ
わ
り
を
感

じ
さ
ぜ
る
も

の
が
な

い

と
は
言

え
な
い
。
次

に

こ
の
点
を
問
題

に
し

て
み
る
。
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周
知

の
よ
う
に
、
霊
異

記
に
は
百
済
僧
あ

る
い
は
百
済
系
渡
来
氏
族
出
身

の

僧

が
し
ば
し
ば
登
場
す

る
。

百
済
僧

と
し
て
は
、
円
勢

(上

4
)

.
観
勒

(上

5
)

・
弘
済

(上

7
)

・
義

覚

(上

14
)

・
多
羅
常

(上

26
)

な
ど
を
あ
げ

る

こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
う
ち
、
陰
陽
道

を
伝

え
、
僧
正

と
な

っ
た
観
勒
を
除

い

て
は
、
無
名
の
僧

で
あ
り
、

彼
等

の
行
徳

が
称
讃

さ
れ

て
い
る
の
が
注
目

さ
れ

る
。
ま
た
、
百
済
系
渡
来

氏
族
出
身

の
僧

と
し
て
明

ら
か
な
も

の
に
、
行
善

(上

6
)

・
道
照

(
上
22

・
28
)

・
智
光

(中

7
、
母
方

が
百
済
系
渡
来
氏
族

と
い

・3

・
行
基

(上
5

・
中
2

.
7

.
8

.
12

・
29

.
30
)

.
永

瑛
駆
下

1

・
2
)

な
ど
が
お
り
、
任
那
関
係

の
僧
と
し

て
、
観

規

(下

30
)

が
い
る
。

行
善

は
推
古
天
皇

の
時
代
、
高

麗

に
遣
わ
さ
れ

て
学
問
す
る
う
ち
に
そ
の
国

の
滅
亡

に
あ

い
、
大
唐

に
至

っ
た
が
、
唐

の
皇

帝
に
も
重

ん
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
。

道
照
は
仏
法
を
求
め

て
渡
唐
し
、

玄
　

の
弟
子
と
し

て
囑
望
さ
れ
た
と
い
う
。

行
基

は
聖
武
天
皇

の
帰
依
を
う
け
、
大
僧
正
と
な

っ
た
。

化
身

の
聖

.
隠
身

の

聖
と
、
特
別

の
処
遇
を
う
け

て
い
る
。
永
興
は
熊
野

に
あ

っ
て
海
辺
の
人

を
教

化
し
、
治
病

に
携
わ
り
、
南
菩
薩
と
称
さ
れ
た
と

い
う
。

観
規
は
俗

姓
を
三
間

名

の
干
岐
と

い
い
、
任
那

の
王
族

の
血
筋
を
引
く
渡

来
系
文
化

人

で
あ
ろ
う
と

さ
れ

る
。

以
上

の
よ
う

に
、
百
済

に
か
か
わ
り

の
あ
る
僧
は
か
な
り

の
数

に
な
る
が
、

新
羅
僧

・
新
羅
系
渡
来
氏
族
出
身

の
僧
は

一
人
も
登
場
し
な

い
。
本
書

に
お
け

る
新
羅
関
係
記
事
と
し

て
は
、
役
優
婆
塞

の
説
話

の
う
ち
に
、
百
済
系

の
道
照

が
、
新
羅

の
五
百

の
虎

の
請

い
を
う
け

て
、
山
中

で
法
花

経
を
講
じ
た
と
い
う

説
話
が
認
め
ら
れ
る

の
み

で
あ
る

(
上
28
)
。

一
方

、
高

句
麗

に

つ
い

て
は
、
高

麗

の
学
生
道
登

の
従
者
万
侶

に
関
す
る
説
話

が
あ
り

(上

12
)
、
ほ
か
に
山
背

国

相
楽
郡

の
高
麗
寺

の
名
が
見
え

て
い
る

(中

18
)。
ま
た
、
中

国
関
係

で
は
、
道

照
を
弟

子
と
し

て
重

ん
じ
た
と

い
う
玄
　

の
名

が
見

え
る

の
み
で
あ

る

(上

22
)
。
ほ
か

に
、
行
善

が
高
句
麗

の
滅
亡

に
あ

い
、
大
唐

に
至

っ
て
皇
帝

に
重
ん

ぜ

ら
れ

た
と

い
う
記
事

が
見
え

る

(上
6
)
。
本
書

に
、
百
済
関
係

の
僧
が
多
く

登
場
す

る
こ
と
と
と
も

に
、
新
羅

・
唐

の
記
事
が
百
済
系

の
道
照

.
行
善

の
行

動

を
通

じ
て
の
み
語
ら
れ

て
い
る
こ
と

に
、
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
注
目
す

べ
き

こ
と

は
、
本
書

に
、
百
済
救
援

の
た
め

に
派
遣
さ
れ
た
備

後
国

三
谷
郡

の
大
領

の
先
祖

や
、
伊
予
国
越
智
郡

の
大
領

の
先
祖
越
智

の
直
等

の
説
話

が
伝

え
ら
れ

て
い
る
こ
と

で
あ

る

(上

7

・
17
)
。
般
若
心
経
を
念
諦
し

て
霊
験

を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
百
済
僧
義
覚
も
、
百
済
滅
亡

に
際
し
、

日
本

に

渡
来

し
て
、
難
波

の
百
済
寺

に
住

ん
だ
と

い
う

(上

14
)
。

百
済

は
、
六
六
〇
年
、
唐

・
新
羅

の
連
合
軍

に
滅
ぼ

さ
れ
、

そ
の
八
年
後

に

は
高
句
麗

も
連
合
軍

の
た
め
に
滅

ぼ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
本
書

に
新
羅

.

中

国
関
係

の
記
事

が
ご

く
ま
れ
に
し
か
認

め
ら
れ
ず
、

し
か
も

そ
れ
が
百
済
系

の
僧
を
通
じ
て

の
記
述

で
あ
る
と
い
う
事
実

に
は
、
百
済

と
い
う
国

が
た
ど

っ

た
運
命

が
深
く
か
か
わ

っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

次

に
、

霊
異
記
に
お
い

て
、
純
粋

な
仏
教

と
は
性
格

を
異

に
す

る
、
朝
鮮
的

要
素

の
認
め
ら
れ
る
部
分

を
指
摘

し
て
み
た
い
。

ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
中
巻
第

五
縁

に
認

め
ら
れ
る
漢
神
信
仰

で
あ

る
。

聖
武
天
皇

の
時
代
、
摂
津

国

の
富
人

が
七
年

の
期
限
を
限

っ
て
毎
年

一
頭
ず

つ

牛

を
殺

し

て
、
漢
神
を
祭

っ
た
と
い
う
も

の
で
あ

る
が
、

こ
れ
が
怨
霊
神
的
性

(
17
)

格

を
持

つ
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
佐
伯
有
清
氏

の
研
究

に
詳

し
い
。
延
暦
期

に

二
度

に
わ
た

っ
て
禁
止
令

が
出

て
い
る
が
、

そ
れ

に
よ

っ
て
、
伊
勢

・
尾
張

・

近
江

・
美
濃

.・
若
狭

・
越
前

・
紀
伊
等

の
諸
国
を
中
心

に
、
殺
牛
祭
神
信
仰
が
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(18
)

行
わ
れ

て
い
た

こ
と
を
知

り
得

る
。
佐
伯

氏
は
、

こ

の
崇

り
の
神

の
信
仰

は
、

五
、
六
世
紀
、
と
く

に
中

国
東
部

で
盛
行

し

て
い
た
の
で
あ

り
、
朝
鮮
を
経

て

流
入
し
た

に
し

て
も
、
地

理
的

に
い

っ
て
日
本

に
は
流
入
し

や
す
か

っ
た
と
さ

れ
る
O

北
辰

の
祭

も
民
衆

の
人
気
を
集
め

て
い
た
ら
し
く
、
同
じ
く
延
暦
十
五
年

に

(19
)

禁
止
令

が
出

て
い
る
。
霊
異
記

に
は
、
妙
見
信
仰

に
関
す
る
説
話
が
三
話
認
め

ら
れ

る

(上

34

・
下

5

言
32
)
。

前

二
者

は
盗
人

の
難
か

ら
免

れ
た
話
、

後
者

・

は
、
大
風

に
あ

っ
て
漂
流
し
た
呉
原

の
忌
寸
名

妹
丸

が
、
妙
見

の
加
護

に
よ
り

命
を
全
う
し
た
話

で
あ
る
。
「
忌
寸
」
と

い
う
姓
か
ら
し

て
、
渡
来
系

の
人

で
あ

(
20
)

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

朝
鮮
仏
教

に
お
い

て
は
、
仏
教

と
道
教

そ
の
他
民
衆
信
仰
と

の
結
合

が
認
め

ら
れ
る
。
寺

刹
の
中

に
独
聖
閣

・
山
神
閣

・
七
星
閣

の
三
神
閣
が
あ
る
が
、
七

星
閣

の
主
神

は
北
斗
七
星

で
あ

り
、
北
斗
七
星
を
祀

っ
て
寿
福
息
災
を
祈

る
の

が
七

星
信

仰

で
あ
る
。

も
と

は
道
教
か
ら
き

た
も

の
で
あ

る
が
、
中
国

で
偽
作

さ
れ
た
北
斗
七
星
信
仰

の
経
典
が
高
麗

に
伝
え
ら
れ
る

に
及
ん

で
、
朝
鮮
仏
教

の
な

か
に
七
星
信
仰
が
ご
く
自
然

に
定
着
さ
れ

る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と

(21
)

い
う
。

ま
た
、
霊
異
記

の
う
ち

に
は
、
弥
勒
信
仰

に
か
か
わ
る
説
話
が
か
な
り
認
め

ら
れ

る
。
な
か

に
は
、
弥
勒
を
中
心
と
し
た
村
落
道
場

が
村
人

の
集
会

の
場

と

し

て
営
ま
れ

て
お
り
、
自
度
僧
や
優
婆
塞
が
止
住

し

て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る

(下

17

・
28
)
。
集

会
を
伴

っ
た
弥
勒

信
仰

の
例

と
し

て
、
新
羅

の
花
郎
が
著
名

で
あ

る
。
花
郎
集
会

の
奉
信
す
る
神
性

が
弥
勒
菩
薩

と
習
合

し
、
そ
の
集
会
も
、

龍
華
樹

の
下

で
成

道
し
、

三
会

の
説
法

を
行

っ
た
法
箆

に
擬

せ
ら

れ
た
と

い

う
。
花
郎

の
集
徒

の
中

に
は
、
常

に
僧
侶

が
属

し
、
集
会

の
場
所
も
寺
院
や
弥

(
22
)

勒

の
霊
場

と
深
い
関
係

を
も

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。

藝
印
幻
氏

は
、
威
徳
王

の
時
代

(
五
五
四
～
五
九
八
)
に
新
羅
僧

の
真
慈
が
、

弥
勒

の
化
身
を
親
見
す
る
た
め

に
百
済

の
領
域

で
あ

っ
た
熊

川

の
水

源
寺

ま

で

行

っ
た
と

い
う
、
三
国
遺

事

の
弥
勒
仙
花

の
説
話

か
ら
、

三
国
時
代
、
弥
勒
信

仰
は
百
済

の
熊
津
地
方

に
最
初

に
伝
来

さ
れ
、

こ
の
地
方
を
根
拠

に
、

三
国

に

流

行
し
た
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
当
時

の
弥
勒
信
仰

は
下
生
信
仰
が
行
わ
れ

て

(23
)

い
た
と
さ
れ
る
。

他

に
、
美
濃
国
方
県
郡

の
女
が
み
こ
も

っ
て
、
三
年
後

の
延
暦
元
年

に
二

つ

の
石
を
産

ん
だ
が
、

そ
れ
が
神

の
子

で
あ

っ
た
と

い
う
説
話

が
認
め
ら
れ

る

(下
31
)
。
景
戒
は

「
こ
れ
も

ま
た
わ
が
聖
朝

の
奇
異
し
き
事
な
り
」
と
述

べ
て

い
る
が
、

こ
の
説
話

に
は
、
高
句
麗

の
始

祖
伝

説

の
影
響

を
、

認
め
得

る
の
で

は
な

い
か
と
考
え
る
。

後
魏
書

(
五
五
四
)

の

〈高
句
麗
伝
〉

に
伝

わ
る
朱
蒙

の
伝
承

に
よ
る
と
、

河
伯

の
娘

で
あ
る
朱
蒙

の
母
が
、

日
光

に
感
じ

て
五
升

ほ

ど

の
卵
を
産
ん
だ
と
い
う
。
新
羅

の
伝
承

の
う
ち
、

こ
れ

に
近

い
も

の
が
、
古

事
記

の

〈
ホ

ム
タ

ワ
ケ
〉

の
段

に
伝

え
ら
れ
、
池

の
ほ
と
り

で
昼
寝
を
し

て
い

(24
)

た
貧

し
い
女

が
、

日
光

に
感

じ
て
赤

い
玉
を
産

ん
だ
と

い
う
。
処
女
が
神

の
子

を
宿
す
と

い
う
モ
チ
ー

フ
は
、
日
本
固
有

の
信
仰

の
う
ち

に
認
め
ら
れ
、
逆

に
、

霊
異
記
説
話

の
う
ち
に
日
光
感
精

の
モ
チ
ー

フ
は
認
め
ら
れ
な

い
け
れ
ど
も
、

石
を
産

ん
だ
と
す

る
と

こ
ろ
に
、
卵
生
説
話

に

つ
な
が
る
も

の
が
あ
る

の
で
は

な

い
か
と
考

え
る
の
で
あ

る
。

以
上
が
、
霊
異
記

に
お

い
て
、
純
粋
な
仏
教
と
は
性
格

を
異
に
す
る
、
朝
鮮

的
要
素

の
認
め
ら
れ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
ほ
か
に
、
浬
繋
経

と
山
林
修

行

の
問
題

に
、
言
及
し

て
お
く

こ
と

に
す
る
。

霊
異
記

に
お

い
て
、
法
華
経
が
重
要

な
位

置
を
占

め
て
い
る
こ
と

は
、

一
見

し

て
明
ら
か

で
あ
る
。
川
口
恵
隆
氏

に
よ
る
と
、
書
写

の
記
事

が

一
番
多
く
、

つ
い
で
如
来
神
力

・
講
経

・
持
経

者

・
読
説

・
悔
過

の
順

に
な

っ
て
い
る
と
い
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う
。
霊
異
記

に
お
け
る
法
華
経
認
識

は
、
経

典
書

写
、

ま
た
は
経
典

そ
れ
独
自

の
威
神

(超
人
的
威

力
)

に
お

い
て
う
け
と
め

ら
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と

で

(25
)

あ

っ
て
、
経
文
そ

の
も

の
の
引
用
は
五
例

と
む
し
ろ
少

な
い
。

な
か

に
は
該
当

部

分

の
見
当
ら
な
い
も

の
も
あ
る
。

こ
れ
に
対

し
て
、
浬
葉
経

か
ら

の
引
用

は

か
な
り
多

い
。
本
文
中

に
経
典
名

を
あ
げ

て
い
な

い
も

の
、
類
似
句

ま
で
入
れ

(
26
)

る
な
ら
ば
、
十
六
例

ほ
ど
に
な
る
。

古
文
書

に
残

っ
て
い
る
優
婆
塞
貢
進
解
文

に
よ
る
と
、
天
平
十
年

(七
三
八
)

こ
ろ
ま

で
は
、

法
華
経

・
弥
勒
経

・
浬
築

経

・
取
勝

王
経

・
般

若
経
等

が
多

く
、

そ
の
後
、

こ
れ

ら
の
経
典

は
依
然
と
し

て
読
諦
さ
れ

て
い
る
が
、
十
四
年

前
後
か

ら
、
新
た

に
梵
網
経

・
楡
伽
菩
薩
地

・
花
厳
経
等
が
加
わ

っ
て
き

て
い

る
と
い
篭

霊
異
記
の
浬
葉
経
引
用
は
当
時
の
一
般
的
な
風
潮
と
み
な
せ
な
い

こ
と
も
な

い
が
、
引
用
数
が
他
を
大
き
く
引
き
は
な
し

て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
本
書

の
特
徴
と

い
う

こ
と
が

で
き
よ
う
○

浬
葉
経

は
高
句
麗

に
お

い
て
流
布

・
研
究
さ
れ
、

そ
れ
が
善
徳

に
よ

っ
て
新

羅

に
伝
え
ら
れ
、
新
羅
仏
教

に
お
け
る
大
乗
戒
思
想

の
研
究
発

展
に
も
大
き

く

(28
)

寄
与
し
た
と

い
う
。
ま
た
、
百
済

に
お
い

て
浬
葉
宗

が
行

わ
れ

て
い
た
こ
と
は
、

五
四

一
年

(
聖
明
王
卜
九
)

に
梁

の
武
帝

が
聖
明
王

の
要
請
を

い
れ
、
浬
葉
経

(92
)

な
ど

の
教
義
書

を
百
済

に
与

え
た

こ
と
に
よ

っ
て
知

ら
れ
る
。
景
戒

の
浬
葉
経

引

用
は
、

こ
の
よ
う
な
朝
鮮
仏
教

の
伝
統

と
か
か
わ

っ
て
い
な

い
だ

ろ
う
か
。

後

に
言

及
す

る
が
、
景
戒

と
の
類
似
性
が
指
摘

さ
れ

る
最
澄
も
、
延
暦
十
六
年
、

梵
網
経

と
浬
藥
経

の
文

に
よ

っ
て
、

一
切
経

の
書
写
を
発
願
し

て
い
る

の
で
あ

(30
)

る
。次

に
山
林
修
行

の
問
題

で
あ
る
が
、
霊
異
記

の
説
話
中

に
は
山
寺

に
居
住

す

る
沙
弥

・
優
婆
塞
が
し
ば
し
ば
登

場
し
、
山
林
修
行

が
行

わ
れ

て
い
た
こ
と
を

想

像
さ
せ
る
。
そ

の
な
か

で
も
、

具
体
的
な
修
行

の
方
法

が
示

さ
れ

て
い
る
例

が
い
く

つ
か
存
在
す

る
。

役
優
婆
塞

は
巌
窟

に
居
り
、
葛
を
被

て
松
を

の
み
、
清
水

の
泉
を
沐

み
、

孔

雀

の
呪
法
を
修
習
し

て
、
験
術

を
証
得

し
た
と
い
う

(上

28
)
。
金
鷲
優
婆
塞

は

執
金
剛
神

の
摂
像

の
臆

に
か
け
た
縄
を
引

い
て
、
礼
仏
悔
過

し

(中
21
)
、
禅
師

広
達

は
吉
野

の
金

の
峯

に
入
り
、
樹
下
を
経
行

し

て
仏
道

を
求

め
た

(中

26
)
。

熊
野
村

の
永
興

の
も
と
を
訪
れ
た
禅
師

は
、
岩

を
巡
る
行
道
を

し
、
麻
縄

で
足

を
繋
ぎ
、
巌

に
懸
か
り
、
投
身

の
状
態

で
死

ん
で
い
た
。
燭
艘

に
な

っ
て
も
舌

だ
け
が
腐
ち
ず
、
法
花
経

を
諦
し

て
い
た
と
い
う

(下

1
)
。
ま
た
、
吉
野

の
金

の
峯

の
禅
師
は
、
峯

を
往

き
行
道
す

る
途
中
、
醐
艘

が
法
花
経

・
金
剛
般
若
経

を
読
諦
す
る
の
を
見
出

し
た
と
伝

え
る

(下

1
)
。
小
野
朝
臣
庭
麿

は
、
千
手

の

呪
を
調
持

す
る
こ
と
を
業

と
し
て
い
た
が
、
加
賀

の
郡

の
部
内

の
山
を
巡

っ
て

修
行

し

て
い
た
と
い
う

(下

14
)
。

下
巻
第

一
縁

の
二
話

は
、
山
林
修
行
と
法
華
経
が
密
接

に
結
び

つ
い
て
い
た

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ

る
が
、
本
書

の
例

は
、
山
林
修
行

に
か
か
わ
る
信
仰
が

多
様
性

に
富
む
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
し

て
、
本
書

に
伝
え

る
山
林
修
行

に
は
、
新
羅
花
郎

の
修
養
方
法

に

つ
な
が
る
も

の
が
あ
る
よ
う

に

思
わ
れ

る
。
花
郎
は
修
養
方
法
と
し

て
山
野
を
践
渉
し
た
り
、
呪
術

に
よ
る
怨

敵
退
散
を

は
か

っ
た
が
、

こ
れ
ら

の
修
養
方
法
と
弥
勒

信
仰
と
が
習
合

し
た
も

(31
)

の
と
さ
れ
る
。
本
書

の
例
か
ら
も
、
山
林
修
行

と
弥
勒
信
仰

が
結
合

し
て
い
た

可
能
性
は
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る

(
中
26

・
下

8

・
28
)
。

五

光
仁
朝
政
府

は
、
宝
亀

三
年

(七
七
二
)

に
十
禅
師
制
を
創
始
し

て
い
る
。

舟

ケ
崎

正
孝
氏

に
よ
る
と
、

十
禅
師

は
行
基
流

の
仏
行

僧
を
主
軸

と
し

て
お
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り
、

い
ず

れ
も
中
央
を
離
れ

た
地
域

で

「
乞
食
之
営
」

に
従
事
し
た
、
持
戒
看

病
と

い
う
修
道
と
実
践
を
身

に

つ
け
た
出
家
僧

で
あ

っ
た
。
光
仁
朝

政
府

に
さ

き
だ

っ
て
、
勝
宝
期
、
聖
武
太
上
天
皇
崩

の
功
徳
を
機

に
、
百
二
十

六
人

の
大

量

の
禅
師
が
造
出
さ
れ

て
い
る
。
勝
宝
期

の
禅
師
造
出

は
、
中
央

・
大
寺

・
官

僧
を

そ
れ
ぞ
れ

の
適
用
条
件
と
す
る
官
製

の
そ
れ
で
あ

っ
て
、
民
間
修
行
僧
法

栄
は
例
外
的
存
在

で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対

し
、
光
仁
朝

の
定
め

た
十
禅
師

は
、

中
央

・
大
寺

・
官
僧
基
準

の
、
戒
行
清
浄
主
義

に
対
す

る
批
判
な

い
し
、

そ
れ

の
否
定
的
仏
行

の
実
践
僧

で
あ

っ
た
と
推
定

で
き

る
。
光
仁
朝
政
府

は
、
十
禅

師
制

の
成
立

と
同
時

に
、
宝
字
八
年

(七
六

四
)

に
制
定
さ
れ
た
山
林
修
行

の

(23
)

禁

を
解
除

し
た
ば
か

り
な
く
、

そ
れ
を
奨
励
し

て
い
る
と

い
う
。

と

こ
ろ

で
、
霊

異
記

に
は
禅
師

の
号

で
呼
ば

れ

る
僧

が
し
ば

し
ば
登
場

す

る
○
今
、

そ
れ
を
整
理
す

る
と
、
次

の
よ
う

に
な
る
。

-
、
禅

師

弘

済

2
、

義

禅

師

3
、

禅

師

4
、

単

一巾

士
丁自h【

5
、
禅
師
多
羅
常

6
、
禅
師
信
厳

7
、
題
恵
禅
師

(依
網

の
禅
師
)

8
、
義

禅
師

9
、
禅
師
広
達

10
、
永
興
禅
師

H
、
禅
師

百
済

の
人
、
三
谷
寺
を
造

る

(上

7
)

聾
者
を
治
す

(上

8
)

土
椋

の
家

長

の
公

の
仏

名
臓
悔

に
勧
請

さ
れ
る
(上

10
)

呪
縛
さ
れ
た
愚
人
を
救

う
た
め
に
勧
請

さ
れ
る
(上

15
)

百
済

の
人
、
浄
行

を
勤
修
、
看
病
第

一

(上

26
)

和
泉

国
泉
郡

の
大
領
、
行
基

の
弟
子
と
な

る

(中

2
)

薬
師
寺
僧
、
紀
伊
国
狭
屋
寺

で
十

一
面
観
音

の
悔
過
を

奉
仕

(中

11
)

蟹

の
放
生

に
勧
請

さ
れ
、
呪
願

(中

12
)

金

の
峯

に
修
行
、
仏
像
を
造
り
か
け

て
捨

て
ら
れ
た
木

が
声
を
発
す

る
の
を
見

つ
け
、
仏
像
を
造
る

(中
26
)

熊
野
村

に
海
辺

の
人
を
教
化

(
下
1
)

永
興

の
も
と
を
訪
れ
、
死
後
燭
艘
と
な

っ
て
法
花
経

を

12
、

禅

師

13
、

禅

師

永

興

14
、

禅

師

15
、
禅
師

優
婆
塞

16
、
禅
師
優
婆
塞

17
、
善
珠
禅
師

18
、
寂
仙

講
す

(下

1
)

金

の
峯

に
修
行
、
醐
骸
が
法
花
経

・
金
剛
般
若
経
を
請

す
を
聞
く

(下
1
)

興
福
寺
沙
門
、
熊
野
村

に
修
行
、
看

病

(
下
2
)

吉
野
山
寺
海
部

の
峯

に
修
行
、
魚

が
法
花
経

に
化

す
(下

6
)

田
中

の
真
人
広
虫
女

の
死
後
九

日
間
福
を
修
す

(下

26
)

藤

原
永
手

の
子
家
依

の
病

い
を
呪
護

(下

36
)

僧
正
、
大
徳
親
王

に
転
生

(下

39
)

浄
行

の
禅
師
、
石
槌
山

に
修
行
、
嵯
峨
天
皇

に
転
生

(
下
39
)

こ
こ
に
あ
げ

た
禅
師

の
多
く
が
、
宝
亀
三
年

の
ト
禅
師
制

創
始

の
詔
に
示
さ

れ

た
、
持
戒
看
病
を
重
視
す

る
禅
師
像

に

つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、

い

う
ま
で
も
な

い
。
特

に
、

9

・
10

・
13

に
あ
げ
た
広

達

・
永

興
は
十
禅
師

の
う

ち

に
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
上
巻

の
禅
師

の
例

五
例

の
う
ち
、

百
済
僧
が
二
例
あ
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ

の
な
か

で
も
第

一
例

の
三
谷
寺

の
弘
済

が
、
百
済

救
援

の
た
め

に
遣

わ
さ
れ

た
備
後
三
谷

郡

の
大

領

の
先
祖

に
よ

っ

て
、
招
請
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
点

が
、
注
目

さ
れ
る
。

光
仁
天
皇
は
、
宝
亀

元
年

称
徳
女

帝

の
崩
御

に
伴
な

い
、
六
十

二
歳

で
皇
太

子
と
な
り
、
同
年
卜
月

に
即
位

し
た
。

こ
こ
に
、
天
武
系
皇
胤

に
か
わ

る
、
天

智
系

皇
胤

の
即
位

が
実

現
し
た
わ
け
で
あ

る
。
皇
祖
天
智
天
皇
は
、
百
済

の
請

い
を
う
け
て
、
唐

・
新
羅
を
相
手

に
し
た
白
村
江

の
戦

い
を
主
導
し
た
天
皇

で

(認
)

あ
り
、
親
百
済
政
策
を

と

っ
て
い
た
。

光
仁
朝

の
十
禅
師
制
が
行
基
流

の
仏
行
僧
を
主
軸
と
し

て
い
る

こ
と
は
、
さ

き
に
述

べ
た
。

そ
し
て
、
行
基

の
活
動

の
基
盤
を
な
し
た

の
が
梵
網
戒

で
あ
る
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(34
)

こ
と

は
、
石
田
瑞
麿
氏
、
名
畑
崇
氏
等

に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

名
畑
氏

は
霊
異
記

に
お
け
る
梵
網
戒

の
影
響
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
が
、

そ

の

一
つ
に
大
安
寺

の
問
題
が
あ
る
。
霊
異
記

に
登
場

す
る
寺

の
う
ち
、

最
も
多

く
登
場
す

る
の
は
大
安
寺

で
あ
る
。
そ
れ
も
、

大
安
寺

丈
六

の
霊
験

を
伝

え
る

も

の

(上

32

・
中

28
)
、
修
多
羅
供

に
関
す

る
も

の
な
ど

(中

24

・
28

・
下

3
)
、

民
衆
生
活
と
密
接

に
結
び

つ
い
た
も

の
が
多

い
。
名

畑
氏
は

こ
れ
に

つ
い
て
、

天
平
八
年

に
来
朝
し
た
菩
提
と
道
踏

が
大

安
寺

に
居
住

し
、
行
基

が
菩
提
と
親

交
を
結
ん

で
三
度

ま

で
こ
の
寺
を
訪

ね

て
い
る
こ
と
、
大
安
寺
慶
俊

に
利
生
事

業

の
事
跡

の
あ
る

こ
と
、

最
澄
の
師
行
表

が

こ
の
寺

の
出
身

で
あ

り
、
最
澄

が

東
国
伝
道

に
先
だ

っ
て
、
大
安
寺
塔
中
院

で
講
経

し
て
い
る
こ
と
、

こ
の
寺

に

所
属
し
た
栄
好

・
勤
操

が
法
華

八
講

・
文
殊
会
を
創
始

し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
大

安
寺

に
利
生
事
業

・
民
間
伝
道
を

は
ぐ
く
む
素
地
が
底
流
し

て
い
た

こ

と
を
指
摘

し
て
お
ら
れ

る
。
道
熔

は
大
安
寺

に
お

い
て
、
常

に
梵
網
を
請
し

て

(35
)

い
た
と
さ
れ
る
。

次

に
、
景
戒

に
認
あ
ら
れ

る
天
台

へ
の
指
向

に

つ
い
て
言
及
す
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
夙

に
高
瀬
承
厳
氏
が
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
と

こ
ろ

で
あ

っ
て
、
景

戒
自
身
、
「
羊
僧
景
戒
、
学
ぶ

る
と

こ
ろ
は

い
ま
だ
天
台
智
者

の
問
術

を
得

ず
」

(下
序
)
「
い
ま
だ
天
台
智
者

の
甚
深

の
解
を
得
ず
」

(ド
38
)
と
述
懐

し

て
い

(36
)

る
。

こ
の
ほ
か
、
天
台
宗
を
は
じ
め
た
最
澄
と
景
戒

と

の
間
に
は
、
意
外

な
ほ

ど
符
合
す
る
と

こ
ろ
が
多

い
。
第

一
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
欽

明
十

三
年
仏
教
伝

来
説

で
あ
る
。
第
二
は
、

そ

の
思
想

の
類
似
性

で
あ

る
。
梵
網
経
と
浬
葉
経

の

重
視

は
両
者

に
共
通

し

て
い
る
。
名
畑
氏

は
、
近
江
国
分
寺

で
行
表
を
師
と
し

て
出
家

し
た
最
澄

が
、
延
暦

四
年

四
月
、
東
大
寺
戒
壇

で
受
戒
し
た
後
、
比
叡

山

で
修
道
中

に
起
草

し
た
願
文

の
内
容

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
整
理
し

て
お

ら
れ

る
。
す
な

わ
ち
、
■
世
間
と
人
身

の
無
常

口
末
法

の
時
機
観

白
善
悪

因

果

の
理
と
危
機

の
意
識

四
内
省
と
臓
悔

⑳
修
道

の
決
意

六
梵
網
菩
薩

戒

の
理
念

と
布
施

・
救
済

の
思
想
、
と
な

っ
て
お
り
、
論
理
展
開

の
方
式

に
お

い
て
、
景
戒

の
そ
れ
と

よ
く
似
通

っ
て
い
る
の
は
、
両
者

に
お
け
る
歴
史
的
条

(37
)

件

の
共
通
性
と
相
互

の
連
関
性
さ
え
思
わ
せ

る
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
光
仁
朝

お
よ
び

そ
れ

に
続
く
桓
武
朝

の
宗
教

政
策

と
、
霊

異
記

と
を
比
較
し

て
明
ら
か

に
な

っ
た

こ
と
は
、
本
書
が
行
基

の
活
躍
し
た
聖

武
天
皇

の
時
代
を
指
向
し
た
も

の
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
時
代

の
動

き
に
積

極
的

に
対
応
し
た
も

の
で
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連

し

て
、
延

暦
六
年

の
景
戒
漸
悦

の
記
事

に

つ
い
て
考
え

て
み
た

い
。

景
戒

の
漸
憶

の
記
事
が
種
継
暗
殺
事
件

の
記
事

に
続

い

て
い
る
こ
と
、

し
か

も
、
事
件

の
主
犯

で
あ
る
大
伴
継
人
等

の
名
が
あ
げ

ら
れ

て
い
な
い
こ
と
が
、

(
38
)

景
戒

の
出
自
を
大
伴
氏
関
係

に
求

め
る
説

の
有
力

な
根
拠

と
な

っ
て
い
る
○

し

か
し
、
景
戒

の
漸
悦

が
事
件

に
よ

っ
て
大
伴
氏

が
受

け
た
打
撃

に
起
因
す

る
も

の
で
あ
る
と
す
る
説

は
、

大
伴
氏

に
対

し
て
同
様

の
打
撃
を
与

え
た
は
ず

の
、

橘

奈
良
麻

呂
の
変

に
関
す
る
説
話

の
内
容

と
あ

わ
せ
考

え
て
み
た
場
合
、
説
得

力

に
欠

け
る
も
の
と
言

わ
ざ
る
を
得

な
い
。

こ
こ
で
は
事
件

に

つ
い
て
、
次

の

よ
う
に
説

明
さ
れ

て
い
る
。

強

ひ
て
非
望
を
窺

ひ
、
心

に
国
を
傾
け
む

こ
と
を
繋
け
、
逆
な
る
党
を
招

し
集

へ
、

そ
の
便

り
を
当
頭
き
き
。

(中

40
)

し
か
も
景
戒

は
、
大
伴
氏
と
と
も

に
暗
殺
事
件

に
坐
し
た
早
良
親
王

の
怨

霊

に

つ
い
て
は
、
触
れ
る

こ
と
な
く
、
か
わ

っ
て
に
皇
太
子
と
な

っ
た
安
殿
太

子

の
護
持

に
努
め
た
善
珠
を
称
讃
し

て
い
る
。
ま
た
、

安
殿
太

子
の
東
宮

学
士

と

な

っ
た
菅
野
真
道
や
、
桓
武
天
皇

自
身

に
対

し

て
も
、
否
定
的
感
情

は
認
め
ら

(93
)

れ
な

い
の
で
あ
る
。

名

畑
氏

は
、
光
仁
朝

の
仏
教
政
策

に

つ
い
て
、
僧
尼

に
対
す

る
臓
悔

の
要
求
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を
指
摘
し

て
お
ら
れ

る
。
宝
亀
十

一
年

一
月

に
、
新
薬

師
寺

西
塔
、
葛
城
寺
金

堂

・
塔
が
落
雷

に
よ
り
焼
け
た

こ
と
に

つ
い
て
、
天
皇

は

「朕

不
徳
」
と
受

け

と
め
な
が
ら
も
、
災
厄

の
直
接

の
原
因
を
僧

尼

の
現
状

に
帰

し
、
僧
尼

に
対
し

て
厳
し

い
反
省

を
要
請

し
て
い
る
。
僧
尼

の
質

の
低
下
を
因
と
し

て
、
災
厄

の

果
を
招
く
と
い
う

こ
と
か
ら
、
僧
尼

の
質
を
高
め

る
こ
と

に
よ
り
、
招
福
を
期

待

す
る
。
僧
尼
を
外
か

ら
統
制
し

て
形
を
た
だ
す
と
と
も

に
、
戒
律

に
よ

っ
て

内

か
ら
質

の
反
省

・
俄
悔
を
求
め

る
と

い
う
点

に
政
府

の
意
図
が
あ

っ
た

の
で

は
な

い
か
と
さ
れ

る
。
そ
し

て
、
景
戒

に
み
ら
れ
る
因
果
の
理

に
も
と
つ
く
現

実
直
視
と
災
禍

へ
の
怖
れ
、
卒
直
な
自
己

の
告
白
と
繊
悔

や
、
最
澄

に
お
け
る

時
機

に
対
す

る
批
判
と
告
白

・
俄
悔
な
ど
は
、

こ
の
よ
う
な
政
府

の
僧
尼

に
対

す
る
要
請

に
、
個
人

の
自
覚

に
た

っ
て
対
応

し
よ
う
と
し

た
あ

ら
わ
れ

で
あ

る

(
40
)

と
し

て
お
ら
れ
る
。
霊
異
記
に
は
、
悔

過
や
滅

罪
の
記
事

が
多

い
こ
と
も
、
指

(
41
)

摘
さ
れ

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。

種
継
暗

殺
事
件

は
、
長
岡
京
遷
都

を
強
行

し
た
ば
か

り
の
桓
武
政
権

に
と

っ

て
、
重
大

な
危
機

で
あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
景
戒

の
漸
憶

に
は
、
招
福

に
対
す

る
期

待

の
念

が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
さ
き

に
指
摘
し
た
よ
う

に
、

霊
異
記

に
は
百
済
関
係

の
記
事
が
多
く
、
説
話

に
は
朝
鮮
か
ら

の
影
響
が
認
め

ら
れ

る
。

ま
た
、
桓
武
天
皇

に
陰
陽
道

へ
の
傾
斜
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
景

戒
自
身
も
陰
陽
道

に
関
心
を
持

っ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
景
戒

の
述
懐

の
う

ち

に
、し

か

る
に
、
景
戒
、

い
ま
だ
軒
軸
黄
帝

の
陰
陽

の
術

を
推

ね
ず
。

い
ま
だ

天
台
智

者

の
甚

深

の
解

を
得
ず
。

そ
ゑ

に
災

を
免

る
る
由

を
知

ら
ず
し

て
、

そ
の
災
を
受
く
。
災
を
除
く
術
を
推

ね
ず
し
て
、
滅

び
愁

ふ
る
こ
と

を
蒙
る
。
(下

38
)

の

一
節

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

以
上

の
点
か
ら
す
れ
ば
、
景
戒
も
、
百
済

系

に

つ
な

が
る
桓
武
天
皇

に
、
期
待
を
寄

せ
る

一
人

で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え

ら
れ
、

そ
の
出
自
も
百
済
系
渡
来
人
と
考
え

て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
景

戒
と

の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
最
澄
を
出
し
た
三
津
氏

も
、
井
上
満
郎
氏

に
よ

(42
)

れ
ば
、
百
済
系
渡
来

人

で
あ
る
。
景
戒

の
自
土
意
識

は
、

天
智
系

の
皇
胤

で
あ

り
、
百
済
系

に

つ
な
が
る
桓
武

天
皇

の
即
位

に
よ

っ
て
、
触
発

さ
れ

た
可
能
性

が
あ
り
、

そ
れ
が
本
書

の
成
立

へ
と

つ
な

が

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え

ら
れ
る
の

で
あ
る
。

」.
!、

 

霊
異
記
中
巻
序
文

に
お

い
て
、
聖
武
天
皇

の
時
代

は
聖
代

と
さ
れ
、
天
皇

は

聖
皇
と
さ
れ

る
。
聖
武
天
皇

の
平
城
京
を
捨

て
て
、
長

岡
京

か
ら
平
安
京

へ
と

遷
都
を
重
ね
、
宗

教
界

の
統
制

を
強
化

し
た
桓
武
天
皇

は
、
種
継
暗
殺
事
件
と

の
か
か
わ
り
か
ら
も
、

否
定

的
な
イ
メ
ー
ジ

で
と
ら
え
ら
れ

る
こ
と
が
多

い
。

し
か
し
、
説
話
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
傾
向

は
認
め
ら
れ
な

い
。
上
巻

の
底
本
を

興
福
寺
本

と

し
、
中

・
下
巻

の
底
本
を
真

福
寺
本

と
す

る
現

行
本

に
よ
る
限

り
、
説
話
中
、

日
本
を

「聖
朝
」
と
表
記
し

て
い
る

の
は
、
斉
明
天
皇
代

(上

14

・
28
)
、
光
仁
天
皇
代

(下

19
)
、
桓
武
天
皇
代

(下
31
)

の
四
例

の
み

で
あ

る
。斉

明
天
皇

は
天
智
天
皇

の
生
母

で
、
斉
明
七
年

(
六
六

一
)
百
済
救
援

軍
を

率

い
て
九
州

に
遠
征
し
、
朝
倉
宮

で
崩
御
し

て
い
る
。
光

仁
天
皇

の
即
位

に
よ

り
天
智

系
皇
胤

が
復
活

し
、

桓
武
天
皇

は
母
方

が
百
済
系

に

つ
な
が

っ
て
い

る
。景

戒

に
は
、
時
代

の
動
き

に
積
極
的

に
対
応

し
た
形
跡

が
み
え
る
。
景
戒

の

行
基
崇
拝
も
、
そ

の
主
体
性

の
問
題

は
と
も
か
く
と
し

て
、
光
仁
朝

の
宗
教
政
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策

に
沿

っ
た
も

の
で
あ
る
。
霊
異
記

の
説
話
内
容

か
ら
し
て
、
景
戒
も
、
桓
武

天
皇

に
期
待
す
る
百
済
系
渡
来
人

の

一
人

で
は
な
か

っ
た
か
と
考

え
ら
れ

る
。

百
済
滅
亡

に
際
し
、
救
援

の
手
を
さ
し

の
べ
た
天
智
天
皇

の
子
孫

で
あ

り
、
百

済
系

に

つ
な
が
る
桓
武
天
皇

の
即
位
が
、
景
戒

の
自
土
意
識

を
促

し
、

そ
れ
が

霊
異
記

の
編
纂
と

い
う
形
と
な

っ
て
結

実
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で

あ

る
。

*
注

*

(
1
)

原
田
行
造

『
日
本
霊
異
記
』

編
纂
者

の
周
辺
と
そ

の
整
理

「
日
本
霊
異
記

の
新

研
究
」

昭
和

59
年

(
2
)
以
下
、
霊
異
記
本
文
引
用
は
、
日
本
古
典

集
成
本

に
よ
る
。

(
3
)
欽
明
天
皇
十
三
年
仏
教
伝
来
説
話

の
成
立

「
田
村

圓
澄
日
本
佛
教
史

1
」

昭

和
57
年

(
4
)
益
田
宗

欽
明

天
皇
十

三
年
仏
教

渡
来
説

の
成
立
ー

日
本
書

紀

の
編
纂

に

つ
い

て
ー

「
日
本
古
代
史
論
集
」
上

昭
和

37
年

(
5
)

(4
)

に
同

じ

(6
)

(3
)

に
同
じ

(
7
)

(3
)

に
同

じ

(8
)
福
山
敏
男

・
中
山
修

一
・
高
橋
徹

「新
版
長
岡
京
発
掘
」

昭
和

59
年

(9
)
平
野
邦
雄

「和
気
清
麻
呂
」

昭
和

39
年

(
10
)
類
聚
国
史

巻
百
八
十
七

佛
道
十

四

度
者

(桓
武
)

(11
)
村
尾
次
郎

「桓
武
天
皇
」

昭
和

38
年

(12
)
(
11
)

に
同
じ

(13
)
続
日
本
紀

巻

三
十
八

延
暦

四
年
十

一
月
壬
寅
条

巻

三
十
九

延
暦
六
年
十

一
月

甲
寅
条

(14
)
(
11
)

に
同
じ

(15
)
田
村
晃
祐

「最
澄
」

昭
和

63
年

(
16
)

主
乏
し

て
日
本
古
典
集
成
本
に
明
示
し

て
い
る
も
の
に
よ

っ
た
。

永
興

に

つ
い
て

は
、

舟
ケ
崎
正
孝

奈
良
時
代

の
禅
師

に
つ
い

て

「
大
阪
教
育
大
学
紀
要
」

20

昭
和

46

年

に
よ

っ
た
。

(
17
)

延
暦
期

の
政
治
社
会

の
動
向
と
怨
霊
思
想

「
日
本
古
代

の
政
治
と
社
会
」

昭
和

45
年

(
18
)
続

日
本
紀

巻
四
十

延
暦
十
年
九
月
甲
戌
条

日
本
紀
略

前
篇
十
三

延
暦
二
十
年
四
月
己
亥
条

(
19
)
類
聚
国
史

巻
十

雑
祭

延
暦
十
五
年
三
月
庚

戌
条

(
20
)

日
本
古
典
集
成
本
注

に
よ
る
。

、

(
21
)
鎌
田
茂
雄

「朝
鮮
仏
教
史
」

一
九
八
七

(
22
)
伊
藤
唯
真

奈
良
時
代

に
お
け
る
菩
薩
僧

に

つ
い
て

「仏
教
大
学
研
究
紀
要
」
33

号

(
23
)
新
羅
佛
教
戒
律
思
想
研
究

昭
和
52
年

(
24
)

鈴
木
武
樹

騎
馬
民
族
征
服
王
朝
説
と
日
本
神
話

「
日
本
神
話
と
朝
鮮
」

(講
座

日
本

の
神
話
9
)
昭
和
52
年

(
25
)
『
霊
異
記
』

の
法
華
経

「印
度
学
仏
教
学
研
究
」

20
巻
2
号

(
26
)

(20
)
に
同
じ

(
27
)

(22
)
に
同
じ

(
28
)

(23
)
に
同
じ

(
29
)
田
村
圓
澄

「古
代
朝
鮮
仏
教

と
日
本
仏
教
」

昭
和
55
年

(
30
)
名
畑

崇

日
本

仏
教

に
お
け

る
社
会
的

実
践

の
系

譜
ー
菩
薩

戒

の
受

容
と

そ

の

展
開
過
程
「

「大
谷
大
学
研
究
年
報
」

23
号

(
31
)

(21
)

に
同

じ

(32
)
舟
ケ
崎
氏
前
掲
論
文

(33
)
金
鉱
球

「大
和
政
権

の
対
外
関
係
研
究
」

昭
和

60
年

(胆
)
石
田
瑞
麿

「
日
本
仏
教
思
想
研
究

1
」

昭
和
61
年

名
畑
氏
前
掲
論
文

(35
)
(
30
)

に
同
じ

「60う



(36
)

日
本
霊
異
記
解
題

「国
訳

一
切
経
」
史
伝
部

24

昭
和

13
年

(
37
)

(30
)
に
同
じ

(
38
)
志
田
諄

一

「
日
本
霊
異
記

と
そ
の
社
会
」

昭
和
50
年

原
田
氏
前
掲
論
文

(
39
)
拙
稿

霊
異
記

の
善
珠

の
説
話

「福
岡
女
子
短
大
紀
要
」
35
号

(40
)
(
30
)

に
同

じ

(41
)

(25
)

に
同

じ

(
42
)
渡
来
人
「
日
本
古
代
と
朝
鮮
「

一
九
八
七
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