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態
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有
史
以
来
、
今
日
に
至
る
伝
統
に
よ
っ
て
誇
り
得
る
日
本
文
化
に
於
て
佛
教
的
で

な
い
も
の
、
佛
教
思
想
の
影
響
を
蒙
ら
な
い
も
の
は
皆
無
と
言

っ
て
も
敢
え
て
過
言

で
あ
る
ま
い
。
吾
が
国
文
化
の
結
実
と
も
言
う
べ
き
国
宝
の
約
九
割
ま
で
が
佛
教
関

係
の
そ
れ
に
依

っ
て
覆
わ
れ
る
の
を
以
っ
て
し
て
も
、
そ
れ
は
何
人
も
否
む
事
の
出

来
な
い
事
実
で
あ
る
。
勿
論
、
日
本
文
化
が
大
陸
伝
来
の
直
訳
的
佛
教
文
化
そ
の
も

の
で
あ
る
と
言
う
の
で
な
く
、
吾
が
国
古
来
の
民
族
精
神
が
、
そ
の
特
色
で
あ
る
包

容
性
に
よ
っ
て
如
何
な
る
も
の
を
も
純
化
し
な
け
れ
ば
置
か
ぬ
佛
教
精
神
と
完
全
に

融
合
し
て
、
印
度
佛
教
、
又
は
中
国
佛
教
の
域
を
蝉
脱
し
た
吾
が
国
独
自
の
日
本
精

神
を
創
建
し
、
よ
っ
て
も
っ
て
今
日
に
至
る
ま
で
国
民
の
精
神
文
化
成
立
の
上
に
暖

。
い
血
汐
と
し
て
脈
持

っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

抑
々
、
佛
教
文
化
が
吾
が
国
に
受
容
し
移
入
さ
れ
た
の
は
凡
そ
今
か
ら
千
四
百
有

余
年
前
、
欽
明
天
皇
の
十
三
年

(五
五
三
)
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

爾
来
五
十
年
間

は
蘇
我
、
物
部
両
氏
の
間
に
熾
烈
な
る
軋
棒
を
極
め
、
そ
の
争
乱
の
根
源
は
外
交
政

策
の
相
違
と
か
、
或
は
大
陸
文
化
に
対
す
る
進
歩
保
守
の
対
立
、
ひ
い
て
は
皇
位
継

承
に
関
す
る
諸
問
題
、
佛
法
の
興
廃
な
ど
に
よ
る
が
、
最
後
は
蘇
我
氏
の
勝
利
と
な

り
、
漸
く
佛
法
も
そ
の
萌
芽
を
見
る
に
至
っ
た
。
・と
こ
ろ
が
両
氏
の
軋
傑
の
終
末
ご

ろ
、

「和
国
の
教
主
聖
徳
王
」
出
現
さ
れ
る
や
、

一
躍
、
佛
法
興
隆
の
一
時
期
が
劃

さ
れ
、
鉉
に
日
本
佛
教
の
基
礎
成
立
時
代
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
、

佛
教
文
化
の
芽
生
え
と
言
う
か
、
モ
の
素
地
な
る
も
の
は
既
に
上
代
文
学
の
記

・
紀

な
ど
の
上
に
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
お
、
因
み
に

『古
事
記
』
『万
葉
集
』
な
ど
の
諸
文
は
岩
波
文
庫
本
を
依

用

し

た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

一

も
と
も
と
吾
が
日
本
人
本
来
の
性
格
な
る
も
の
は
極
め
て
楽
天
的
で
、
し
か
も
単

純
な
る
素
質
を
有
す
る
た
め
か
、
現
実
謳
歌
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま

で
な



い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
佛
教
と
言
う
外
来
思
想
が
移
入
さ
れ
る
や
、
今
ま
で
の

　　

ろ
う
。
さ
れ
ば
日
本
人
の
性
格
そ
の
も
の
が
佛
教
思
想
を
充
分
受
容
し
、
よ
く
マ
″

雄
々
し
い
明
朗
快
活
な
る
日
本
人
的
性
格
を
萎
縮
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

　　

チ
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
今
、
歴
史
的
事
実
に
徴
し
研
尋
し
て
ゆ

な
か
に
は
外
来
の
佛
教
思
想
を
排
除
す
る
輩
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
と
言
っ
て
、
余
り

　　

く
な
ら
ば
、
果
し
て
如
何
よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
此
等
の
諸
問
題
を
吾
人
は
上
代
よ
り

極
端
に
は
主
張
し
な
く
も
、
旁
信
の
う
ち
に
此
等
の
思
想
を
肯
定
す
る
輩
も
あ
っ
た

　　

中
古
へ
の
文
学
作
品
を
通
し
て
解
明
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

よ
う
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
果
し
て
此
等
の
思
想
が
妥
当
な
の
で
あ

ろ
う

　　　

そ
こ
で
・
先
づ
上
代
文
学
の
代
表
書
と
も
云
う
べ
き
記
、
紀
な
ど
の
上
か
ら
佛
教

か
。
私
を
し
て
言
わ
し
む
る
な
ら
ば
、
此
等
の
佛
教
思
想
が
吾
が
日
本
人
の
全
意
識

　　

思
想
を
眺
め
て
見
た
い
と
思
う
が
、
神
代
に
あ

っ
て
は
宗
教
的
神
道
思
想
は
濃
厚
に

発
展
の
う
ち
に
、
不
知
不
識
の
間
に
、
そ
れ
を
受
容
す
る
素
地
を
有
し
て
い
た
の
で

　　

表
出
さ
れ
て
い
る
が
、
外
皮
を
透
し
て
内
面
の
実
質
を
窺
う
な
ら
ぱ
玉
玲
瑞
、
佛
教

は
な
か
ろ
う
か
と
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
佛
教
思
想
な

　　

的
思
想
が
表
裏

一
体
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
上
古
の
日
本
人
は

る
も
の
は
単
な
る
外
来
思
想
で
な
く
、
日
本
人
特
有
の
性
格
の
内
奥
に
、
こ
れ
を
受

　　

人
死
す
れ
ば
誰
し
も
黄
泉
国
、
即
ち
「
ヨ
ミ
ノ
ク
ご

に
往
く
も
の
と
信
じ
て
い
た
。

容
す
る
用
意
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　

ヨ
ミ
ノ
ク
ニ
は
ヨ
モ
ツ
ク
ニ
と
称
さ
れ
、
漢
語
で
夜
見
国
と
も
読
写
さ
れ
て
い
る
。

元
来
ヽ
日
本
人
の
精
神
生
活
の
内
面
に
は
恒
に

「事
挙
げ
せ
ず
し
で
」
と
言
う
神

　　

勿
論
、
ほ
か
に
根
の
国
、
底
根
之
国
、
根
之
堅
洲
国
と
も
称
呼
さ
れ
て
い
る
が
、
此

に
対
す
る
絶
対
奉
仕
の
性
格
が
看
取
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
本
居
宣
長
も

「実
に
神
に

　　

処
に
言
う

「黄
泉
国
」
と
は
地
下
に
黄
色
の
水
が
流
れ
て
い
る
中
国
の
民
譚
に
も
由

し
ま
し
ま
せ
ば
、
善
き
悪
し
き
御
う
へ
の
論
ひ
を
す
て
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
畏
み
敬
ひ

　　

来
す
る
も
の
で
、

「
ヨ
ミ
」
は
暗
黒
の
意
に
し
て
、
醜
め
き
微
き
国
が
夜
見
国
で
あ

奉
仕
ぞ
、
ま
こ
と
の
道
に
は
有
け
る
」
と
唱
え
て
絶
対
至
情
の
精
神
を
吐
露
さ
れ
て

　　

る
と
さ
れ
て
い
た
。
宜
長
は
根
之
堅
洲
国
の

「根
」
と
は
地
下
を
意
味
し
、
「堅
洲
」

い
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
は
云
う
ま
で
も
な
く
日
本
的
な
性
格
を
顕
わ
す
も
の
で
あ

　　

と
は
片
隅
の
こ
と
で
、
横
の
堅
隅
の
意
で
な
く
、
地
下
の
最
低
の
意
に
解

し

て

い

る
が
、
そ
の
内
面
に
具
有
す
る
人
間
本
来
の
私
利
私
欲
こ
そ
は
容
易
に
排
除
す
る
こ

　　

る
。
つ
ま
り
、
根
の
国
と
は
今
の
出
雲
と
か
、
須
佐
之
男
尊
の
配
所
の
名
と
言
う
説

と
は
至
難
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
信
知
せ
ね
ば
な
ら

　　

も
あ
る
が
、

一
般
に
は
地
下
に
存
在
す
る
暗
黒
な
る
死
後
の
世
界
だ
と
解
し
て
い
る

な
い
。
勿
論
、

一
個
人
と
し
て
は
既
述
し
た
如
く
利
己
的
迷
情
は
働
い
て
も
、
事
挙

　　

の
が
定
説
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『古
市
記
』
上
巻
に
は
黄
泉
国
の
記
事
を
二

げ
せ
ず
し
て
神
な
る
も
の
に
対
す
る
絶
対
奉
仕
の
精
神
は
不
易
の
も
の
で
あ
る
。
従

　　

ケ
所
載
せ
て
い
る
。

つ
て
、
こ
の
よ
う
な
通
念
を
保
持
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
理
屈
な
し
に
大
慈
大
悲
の

　　　

第

一
説
話

僧
陀
の
救
済
に
あ
ず
か
る
こ
と
は
極
め
て
必
然
的
な
事
象
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ

　　　　

こ
こ
に
そ
の
妹
伊
邪
那
美
命
を
相
見
む
と
欲
ひ
て
、
抑
加
除
に
追
ひ
往
き
き
。
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れ
る
墓
穴
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
か
、
或
は
死
体
よ
り
抜
け
出
し
た
死
霊
の
逝
く
世

界
を
指
す
の
か
現
在
の
と
こ
ろ
不

明

で
あ

る
。
こ
れ
に
反
し
て

『古
事
記
』
上
巻

に

「底
つ
石
根
に
宮
桂
ふ
と
し
り
、
高
天
の
原
に
永
橡
た
か
し
り
て
」
と
あ

っ
て
、

「高
天
原
」
は
葦
原
中
津
国
よ
り
天
神
の
い
ま
す
処
を
指
す
も
の
で
、
決
し
て

一
般

死
霊
の
往
く
処
で
な
い
と
あ
る
。
宣
長
は
高
天
原
の
語
源
に
つ
い
て
、

「高
」
と
は

天
を
意
味

　

、
「原
」
は
広
く
平
ら
か
な
る
処
と
説
い
て
い
る
如
く
、
『古
事
記
』
で

は
天
照
大
神
の
天
岩
戸
に
寵
り
お
わ
し
ま
す
所
と
あ
る
。
ま
た

『
日
本
書
紀
』
神
代

上
巻
で
は

「天
照
大
神
は
以
て
高
天
原
を
治
ら
す
べ
し
、
月
読
尊
は
以
て
洽
海
原
潮

の
八
百
重
を
治
ら
す
べ
し
、
素
後
鳴
尊
は
以
て
天
下
を
治
ら
す
べ
し
」
と
あ
っ
て
ヽ

素
後
鳴
尊
の
天
に
上
り
ま
す
と
き
、
更
に
ま
た
1　
約
の
と
こ
ろ
の
天
照
大
神
の
御
語

な
ど
に
は
、
み
な
た
だ

「天
原
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
、
宣
長
は

「天
に
上
り
ま
し

て
詔
り
た
ま
う
御
語
な
り
」
と
解
し
て
い
る
。

二

　　　　　　　　　　　　　　

・

　

’

・

さ
ら
に
、
黄
泉
国
に
関
連
し
て
、
「常
世
国
」
と
か
、
「被
」
の
語
義
に
就
い
も

一

応
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
づ
常
世
語
に
つ
い
て

『古
事
記
』
上
巻
を
窺
う
に
、

故
、
そ
れ
よ
り
、
大
穴
牟
遅
と
少
名
毘
古
那
と
、
二
桂
の
神
相
並
ば
し
て
、
こ

の
国
を
作
り
堅
め
た
ま
ひ
き
。
然
て
後
は
、
そ
の
少
名
毘
古
那
神
は
常
世
国
に

度
り
ま
し
き
。

(五
三
頁
)

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う

「常
世
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
宣
長
は
三
義
を
挙
げ
、
第

一
は

『古
事
記
』
上
巻
に
、

故
こ
こ
に
天
照
大
神
見
畏
み
て
、
天
の
石
屋
戸
を
開
き
て
さ
し
龍
り
ま
し
き
。

こ
こ
に
殿
の
騰
戸
よ
り
出
で
向
か
へ
し
時
、
伊
邪
那
岐
命
、
語
ら
ひ
詔
り
た
ま

ひ
し
く
、
「愛
し
き
我
が
汝
妹
の
命
、
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
未

だ
作
り
竟

へ

ず
、
故
、
還
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
伊
邪
那
美
命
答
へ
白
し
し

く
、
「悔

し
き
か
も
、
速
く
来
ず
て
。
吾
は
黄
泉
戸
喫
し
つ
。
然
れ
ど
も
愛
し

き
我
が
汝
夫
の
命
、
入
り
来
ま
せ
る
事
恐
し
、
故
、
還
ら
む
と
欲
ふ
を
、
且
く

黄
泉
神
と
相
論
は
む
…
…
yJ
y」
に
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
、
そ

の
妹
伊
邪
那
美
命
、
「吾
に
辱
見
せ
つ
。」
と
言
ひ
て
、
す
な
は
ち
黄
泉
醜
女
を

遣
は
し
て
追
は
し
め
き
。

(
二
六
頁
)

第
二
説
話

故
、
伊
邪
那
岐
大
神
、
速
須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま

ひ
し
く
、
「何
由
か
も
汝

は
事
依
さ
せ
し
国
を
治
ら
さ
ず
て
、
哭
き
い
さ
ち
る
。」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ

こ
に
答

へ
白
し

し
く
、
「僕
は
娩
の
国
根
の
堅
州
国
に
罷
ら
む
と
欲
ふ
。
故
、

哭
く
な
り
。」
と
ま
を
し
き
。
…
…
故
こ
こ
に
黄
泉
比
良
坂
に
追
ひ
至
り
て
、
遥

に
望
け
て
、
大
穴
牟
遅
神
を
呼
ば
ひ
て
…
…
y」
の
葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の

知
ら
す
国
と
言
依
さ
し
た
ま
へ
り
し
国
な
り
。

(三
一
-
五
六
頁
)

と
あ

っ
て
、
こ
の
二
説
話
よ
り
類
推
す
る
と
き
、
黄
泉
比
良
坂
は
根
の
国
と
葦
原
中

津
国
と
を
通
ず
る
唯

一
の
往
来
す
る
途
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
云
う

「根
之
堅
州
国
」

と
は
恐
ら
く
根
の
堅
い
国
の
意
に
し
て
、
大
陸
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
後
代
の
文
化
人
が
抱
く
想
像
説
で
あ

っ
て
、
素
朴
な
上
代
人
の

考
え
方
か
ら
推
し
て
死
後
の
世
界
と
し
て
の
黄
泉
国
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
れ
に
せ

よ

・
黄
泉
国
と
か
、
根
之
堅
州
国
に
就
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
死
体
の
埋
葬
さ

6



丹
波
国
の
余
社
郡
の
管
川
の
人
瑞
江
浦
嶋
子
、
舟
に
乗
り
て
釣
す
。
遂
に
大
亀

を
得
た
り
。
便
に
女
に
化
為
す
。
是
に
、
浦
嶋
子
、
盛
り
て
婦
に
す
。
相
逐
ひ

l

l

s

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同

て
海
に
入
る
。
逢
莱
山
に
到
り
て
、
仙
衆
を
歴
り
観
る
。

と
あ
る
逢
莱
山
は
、
恐
ら
く
遥
か
に
遠
い
異
郷
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

異
郷
も
勿
論
、
観
念
の
上
で
地
下
の

「娩
の
国
」
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ト
コ
{、̀
.a
}{a
}
の
音
が
ソ
コ
{帥
Q
}{S

の
音
と
交
替
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と

言
う
事
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ソ
コ
と
は

「下
の
み
に
非
ず
、
四
方
上
下
何
方
に
ま

れ
、
遠
く
ゆ
き
至
り
て
極
ま
る
処
」
を
意
味
す
る
も
の
で
、
宣
長
は

「常
世
国
」
と

は
何
処
に
ま
れ
、
遠
く
海
を
渡
り
て
往
く
国
を
云
う
な
れ
ば
、
皇
国
の
外
は
万
国
み

な
常
世
の
国
、
底
依
国
と
称
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
「常
世
」
の
意
義
に
就
い
て
三
義
あ
る
を
論
じ
た
る
も
、
上
古
人
の
未
来
観

は
本
来
、
死
後
の
世
界
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
人
死
す
れ
ば
善
悪
と
も
に
黄
泉

国
に
逝
く
と
言
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
未
開
の
上
古
人
に
は
死

と
い
う
不
思
議
な
力
は
何
物
よ
り
も
恐
る
べ
き
も
の
で
、
死
に
対
す
る
戮
れ
の
観
念

は
最
も
重
大
視
さ
れ
、
こ
れ
を
被
う
た
め
の

「襖
」
は
や
が
て
上
古
人
の
宗
教
の
根

本
的
理
念
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
事
は

『古
事
記
』
上
巻
に
、

こ
こ
を
も
ち
て
伊
邪
那
伎
大
神
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、

「吾
は
い
な
し
こ
め
し
こ

め
き
祓
き
国
に
到
り
て
あ
り
け
り
。
故
、
吾
は
御
身
の
襖
為
む
」
と
の
り
た
ま

ひ
て
、
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
に
到
り
ま
し
て
、
襖
ぎ
被
ひ
だ

ま
ひ
き

(
二
八
頁
)

と
あ
っ
て
、
彼
の
行
事
に
よ
っ
て
人
間
は
す
べ
て
悪
截
を
消
滅
す
る
こ
と
が
出
来
る

こ
こ
に
高
天
の
原
皆
暗
く
、
葦
原
中
国
悉
に
闇
し
。
こ
れ
に
よ
り
て
常
夜
往
き

き
。
…
…
思
金
神
に
思
は
し
め
て
、
常
世
の
長
鳴
鳥
を
集
め
て
鳴

か
し

め
て

(三
六
頁
)

と
あ

っ
て
、
「常
世
の
長
鳴
鳥
」
と
あ
る
の
は
、
鶏
の
こ
と
で
。長
く
鳴
く
鳥
の
意
に

し
て
、
「常
世
」
は
常
夜
の
義
で
、
日
神
が
隠
れ
て
常
闇
に
な
っ
て
い
る
時
に
集
め
た

鳥
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は

『古
事
記
』
下
巻
の
雄
略
天
皇
吉
野
行
幸
の
条
に
、
モ

の
歌
に
日
ひ
し
く
。

96
呉
床
座
の

　

神
の
御
手
も
ち

　

弾
く
琴
に

舞
す
る
女
、
常
世
に
も
が
も

(
一
八
九
頁
)

と
あ
っ
て
、
そ
の
意
は
呉
床
に
坐
し
ま
す
現
津
神
な
る
天
皇
が
親
ら
弾
く
琴
の
音
に

合
せ
て
舞
う
、
そ
の
少
女
の
舞
は
ま
こ
と
に
面
白
い
。
何
時
ま
で
も
何
時
ま
で
も
こ

う
し
て
眺
め
て
い
た
い
も
の
だ
と
圖
わ
せ
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
ま
た

『
日
本
書
紀
』

巻
六
、
垂
仁
天
皇
の
条
に
、

時
に
天
照
大
神
、
倭
姫
命
に
誇

へ
て
日
は
く

是
の
神
風
の
伊
勢
国
は
、
常
世
の
浪
の
重
浪
帰
す
る
国
な
り
。
倭
国
の
可
怜
し

国
な
り
。
是
の
国
に
居
ら
む
と
欲
ふ
。

と
あ
っ
て
、
常
世
と
常
夜
と
同

一
視
す
る
見
解
が
多
い
が
、
こ
の
二
つ
は
本
来
は
別

音
の
別
語
で
、
「
ト
コ
」
は
も
と
床
の
義
に
し
て
、
床
石
の
意
か
ら
転

じ

て
、
安
定

長
久
、
永
久
不
変
の
意
に
し
て
常
住
不
変
の
国
で
、
当
時
伝
来
し
て
い
た
神
仙
思
想

と
結
び
つ
き
長
生
不
死
の
国
と
解
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は

『
日
本
書
記
』
巻
十
四
、

雄
略
天
皇
の
条
に
、

(上)7 日本文学における佛教思想の受容形態



説
話
と
か
、
或
は
前
述
の

『大
被
詞
』
に
見
ゆ
る
が
如
き
悪
戮
を
黄
泉
国
に
追
い
棄

て
る
が
如
き
思
想
の
上
に
も
、
い
か
に
黄
泉
国
が
厭
わ
し
い
世
界
で
あ
る
か
を
想
像

せ
し
む
る
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

さ
て
然
ら
ば
、
こ
こ
に
言
う
悪
祓
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
か
。
伊
邪
那
伎
命
の

被
い
給
う
悪
銀
と
は
道
徳
的
な
罪
悪
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
死
の
世
界
に
つ
き

ま
と
う
物
質
的
感
覚
的
の
汚
扱
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
須
佐
之
男

命
の
被
い
た
ま
へ
る
悪
戮
は
大
神
に
対
し
て
行
わ
せ
ら
れ
た
道
徳
的
罪
悪
を
意
味
す

る
。
こ
こ
を

『古
事
記
』
上
巻
に
。

こ
こ
に
八
百
万
の
神
共
に
議
り
て
、
速
須
佐
之
男
命
に
千
位
の
置
戸
を
負
せ
。

ま
た
髪
を
切
り
、
手
足
の
爪
も
抜
か
し
め
て
、
神
逐
ら
ひ
逐
ら
ひ
き
。
(三
八
頁
)

と
示
さ
れ
る
如
く
、
彼
は
千
座
の
被
具
を
調
へ
、
天
児
屋
命
の
被
詞
を
受
け
て
、
厳

重
な
る
被
の
行
事
を
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
依
然
と
し
て
黄
泉
国
に
追
放
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
元
来
神
代
の
上
古
人
は
す
べ
て
の
感
覚
的
な
悪
植
は
被
の
行
事
に
よ
っ

て
何
と
か
滅
除
し
て
、
救
済
の
道
を
渇
仰
し
て
い
た
か
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

惟
う
に
、
吾
が
上
古
人
は
神
秘
の
世
界
に
対
し
て
極
め
て
深
い
驚
異
と
奇
異
の
念

を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
、
不
感
症
に
陥
も
入
り
易
い
現
代
人
に
は
到
底
及

び
も
つ
か
ぬ
所
で
あ
っ
た
。
畢
竟
す
る
に
、
現
代
に
於
け
る
科
学
の
発
達
は
一
面
に

於
て
種
々
の
迷
信
は
打
破
し
た
け
れ
ど
も
、
他
面
、
驚
異
の
念
を
も
鈍
化
せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
迷
信
の
打
破
に
よ
っ
て
信
仰
を
純
化
せ
し
め
た
こ
と
は
科
学

の
な
す
ぺ
く
し
て
、
な
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
上
代
人
は
現
代
人
と
比
す
れ
ば
、
確

8

　

と
言
わ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
人
死
し
て
も
醜
悪
な
る
暗
い
国
に
逝
く
こ
と
は
な
い

と
言
っ
て
い
る
。
惟
う
に
、
被
は
襖
と
同
義
に
解
さ
れ
、

(
ラ
ヒ
は
ア
ラ
ヒ
、
即
ち

洗
い
清
め
る
意
に
し
て
、
ミ
ソ
ギ
は
身
ソ
ソ
ギ
、
即
ち
身
の
汚
微
を
払
い
清
め
る
宗

教
的
儀
式
と
さ
れ
、
そ
の
起
源
は
伊
邪
那
岐
神
の
「襖
」
の
神
話
に
基
づ
く
も
の
で
ヽ

清
き
水
の
、
し
か
も
速
い
流
れ
を
求
め
て
、
全
身
を
洗
い
濡
ぐ
こ
と
は
厭
う
べ
き
屍

を
見
て
、
死
の
禍
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
最
も
適
切
に
し
て
、
且

つ
有
意
義
な
る
儀
式
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。襖
を
行
う
べ
き
適
所
を
探
す
た
め
に
、

遥
々
筑
紫
の
日
向
ま
で
下
向
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
神
聖
な
る
襖
と
し
て
は
当
然
の

事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
襖
に
当

っ
て
は
戮
れ
た
衣
類
や
持
物
な
ど
を
悉
く
打
ち

棄
て
た
時
、
こ
れ
が
悉
く
神
と
な
っ
た
の
は
一
塊
の
石
や
一
草

一
木
ま
で
も
、
す
べ

て
神
と
な
る
こ
と
を
得
た
と
言
う
上
代
の
宗
教
的
意
識
か
ら
見
る
と
き
は
何
等
不
思

議
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
勿
論
、
そ
の
神
々
の
な
か
に
は
後
世
ま
で
も
禍
を
防
ぎ
、

襖
を
払
う
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
も
の
も
少
く
な
い
が
、
な
か
に
は
物
語
を
運
ぶ
た

め
便
宜
上
、
仮
想
せ
ら
れ
た
神
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『祝
詞
』
六
月
の
晦
の
大

抜
の
条
に
。

官
々
に
仕
へ
ま
つ
る
人
等
の
過
ち
犯
し
け
む
雑
々
の
罪
を
、
今
年
の
六
月
の
晦

の
大
被
に
、
被
へ
た
ま
ひ
清
め
た
ま
ふ
事
を
、
諸
聞
し
め
せ
…
…
か
く
依
さ
し

ま
つ
り
し
国
中
に
、
荒
ぶ
る
神
等
を
ば
神
問
は
し
に
問
は
し
た
ま
ひ
、
神
掃
ひ

た
ま
ひ
て

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
伊
邪
那
伎
命
が
黄
泉
国
に
汚
猿
を
被
わ
ん
と
し
て
脱

ぎ
捨
て
な
さ
れ
た
御
衣
な
ど
が
、
人
間
を
禍
害
す
る
諸
々
の
禍
津
日
神
と
な
ら
れ
た



か
に
鮮
活
素
純
に
し
て
、
殊
に
死
に
対
す
る
忌
嫌
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
例
せ
ば
、

上
古
人
は
死
者
に
対
し
て
は
勿
論
、
そ
の
一
族
す
ら
も
深
く
忌
嫌
し
て
接
近
す
る
こ

と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
従

っ
て
、
死
者
を
出
し
た

一
族
は
別
に
喪
屋
を
建
て
て
、
喪

に
服
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
止
む
を
得
ず
し
て
死
者
に
近
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
者

は
葬
送
の
後
に
残
ら
ず
入
水
し
て
襖
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
如
く
、
宜
長

は

『答
問
診
』
に
善
人
も
悪
人
も
み
な
黄
泉
国
に
逝
く
こ
と
を
信
じ
つ
つ
、

「皇
国

の
御
代
の
神
の
つ
た
へ
説
に
、
夜
見
国
に
ま
か
る
と
い
へ
る
こ
そ
、
い
と
い
と
た
ふ

と
け
れ
」
と
述
べ
て
、
実
に
晏
如
た
る
心
境
に
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

茲
に
今
、
宜
長
の
信
仰
的
心
境
な
ど
に
つ
い
て
つ
け
加
え
て
評
す
る
な
ら
ば
、

彼
の
古
伝
説
信
仰
は
決
し
て
空
虚
な
無
内
容
的
無
自
覚
的
感
情
で
は
な

か

っ

た
。
…
…
そ
の
第

一
は
、
彼
が
家
庭
の
宗
教
で
あ
っ
た
浄
土
宗
の
絶
対
他
力
的

信
仰
の
習
性
で
あ
る
。
彼
の
父
祖
に
は
浄
土
宗
の
篤
信
者
少
か
ら
ず
、
直
接
の

父
母
、
又
さ
う
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
そ
の
人
も
亦
、
幼
時
や
青
年
時
代
に
、

そ
の
宗
門
の
書
物
を
読
み
、
儀
式
に
親
し
み
、
英
笑
て
ふ
法
名
を
さ
へ
有
し
た

こ
と
は
彼
の
伝
記
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
徴
証
さ
れ
る
…
…
浄
土
宗
と
こ
の
関
係

は
其
後
公
け
に
さ
れ
た
本
居
が
日
記
其
他
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
確
め
ら
れ
た

と
言
ひ
得
る
。

と
あ
る
記
事
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
ら
れ
る
。
殊

に
、
「弾
笑
語
神
敵
論
」
に
翁
の
門

人
帆
立
長
秋
の
伝
聞
に
よ
れ
ば
、
晩
年
の
宣
長
は
日
課
と
し
て
一
室
に
こ
も
り
、
人

を
斥
け
て
秘
か
に
浄
土
門
の
三
部
経
を
読
誦
し
た
と
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
も
、
と

に
か
く
翁
宜
長
が
晩
年
ま
で
浄
土
宗
の
信
仰
そ
の
も
の
を
維
持
し
た
か
否
か
は
別
間

題
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
の
信
仰
的
性
向
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は

『
玉
勝
間
』
巻
十

四
の

「神
の
め
ぐ
み
」
の
条
に
、
彼
の
溢
る
る
宗
教
的
情
操
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出

来
る
。
さ
ら
に
、
村
岡
典
嗣
氏
は
翁
の
臨
終
の
静
け
さ
を
述
べ
て
。

こ
の
人
に
し
て
観
た
、
か
く
の
如
き
臨
終
、
即
ち
古
神
道
的
自
然
的
生
死
観
を

体
現
し
た
ら
し
い
自
然
の
臨
終
に
は
吾
人
は
む
し
ろ
彼
の
浄
土
宗
的
信
仰
の
自

ら
の
換
骨
奪
胎
の
実
現
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
批
評
し
て
い
ら
れ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
も
、
明
ら
か
に
宣
長
は
儒
教
思
想
を
払
拭

し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
古
神
道
を
強
調
し
た
る
も
、
そ
の
裏
面
に
は
不
知
不
識
の
う

ち
に
佛
数
、
と
く
に
浄
土
教
的
思
想
を
受
容
し
て
い
た
か
が
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来

る
。殊
に
上
代
の
思
想
面
に
つ
い
て
は
予
が
宗
学
院
研
究
員
時
代
指
南
を
受
け
し
。故

柏
原
祐
義
氏
の
ご
静
説
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
素
純
に
し
て
、
し
か
も
何
等
の
教
義
を
も
知
ら
な
か
っ
た
上
古
人
に

は
黄
泉
国
に
た
い
し
て
は
恐
ら
く
生
々
し
い
驚
異
感
情
に
駆
使
さ
れ
、
死
後
の
世
界

に
対
し
て
は
寧
ろ
絶
望
視
し
た
感
を
懐
い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三

然
る
に
、
奈
良
朝
末
期
に
入
る
と
、
『万
葉

集
』
を
は
じ
め
中
古
に
あ
ら
わ
れ
た

歌
謡
な
ど
の
上
に
は
濃
厚
に
佛
教
思
想
の
諸
形
態
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

先
づ

『万
葉
集
』
の
歌
は
欽
明
天
皇
以
後
の
も
の
に
多
く
見
ら
れ
、
就
中
、
佛
教

渡
来
以
後
、
百
年
か
ら
後
の
も
の
が
中
心
で
、
光
仁
天
皇
の
終
り
頃
ま
で
約
二
四
〇

年
、
そ
の
間
、
外
来
僧
の
入
朝
を
は
じ
め
造
寺
、
起
塔
、
講
経
。
修
法
な
ど
絶
え
ず

打
続
い
た
の
で
、
佛
教
の
影
響
も
亦
、
何
等
か
の
形
に
於
て
歌
謡
の
上
に
あ
ら
わ
れ
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て
い
た
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

1

『万
葉
集
』
の
大
部
分
は
佛
教
の
無
常
感
を
根
底
と
し
た
悲
哀
哀
傷
を
詠
ん
だ
歌

が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
沙
弥
満
誓
の
歌

一
首
に
、

351
世
間
を
何
に
1　
へ
む
朝
び
ら
き

こ
ぎ
去
に
し
船
の
跡
な
き
ご
と
し

(巻
三
―
一
三
一
頁
)

こ
の
歌
は

一
般
人
士
に
特
に
噌
灸
さ
れ
た
も
の
で
、
淡
々
と
し
た
中
に
哀
感
が
こ
も

ら
れ
て
い
る
歌
で
、
河
原
寺
の
佛
堂
の
頬
琴
の
面
に
記
さ
れ
て
い
て
、
沙
弥
満
1　
が

元
明
天
皇
の
崩
御
に
逢

っ
て
、
い
た
く
此
の
世
の
無
常
を
詠
出
し
た
作
で
、

『拾
遺

叫

和
歌
集
』
哀
傷
部
に
も
下
半
分
を

「朝
ぼ
ら
け

　

漕
ぎ
行
く
船
の
あ
と
の
白
波
」
と

改
胴
さ
れ
て
い
る
。
『涅
槃
経
』
の
四
句
掲
に

「諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
、
生

滅

々

己
、
寂
滅
為
楽
」
の
文
な
ど
は
既
に
此
頃
十
分
に
万
葉
人
識
者
の
間
に
使
用
さ
れ
て

い
た
も
の
と
思
う
。
ま
た

「世
間
の
無
常
を
厭
う
歌
二
首
」
と
云
う
題
詞
の
も
と
に

四
一
生
死
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み

潮
干
の
山
を
し
の
ひ
つ
る
か
も

(巻
十
六
―
一
八
〇
頁
)

一一一
世
間
の
繁
き
借
盧
に
住
み
住
み
て

至
ら
む
国
の
た
づ
き
知
ら
ず
も

(巻
十
六
―

一
八
〇
頁
)

と
あ

っ
て
、
右
の
歌
二
首
は
矢
張
り
河
原
寺
の
佛
堂
の
裏
に
、
倭
琴

の
面

に
あ

っ

て
、
前
者
は

「生
と
死
の
二
つ
の
海
の
如
き
こ
の
現
世
を
厭
わ
し
く
思
い
、
潮
の
干

い
た
山
の
よ
う
な
浄
土
を
心
に
深
く
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
よ
」
と
云
う
意
味
で
、
生

死
の
苦
海
を
脱
し
て
浄
土
を
願
う
欣
求
浄
土
の
思
想
が
詠
ま
れ

て
い
る
。
後
者
は

「世
の
中
の
う
る
さ
い
仮
の
家
に
住
み
続
け
て
、
最
後
に
到
ら
む
国
、
浄
土
の
手
が

か
り
も
分
ら
な
い
よ
」
と
い
う
意
味
で
、
彼
岸
の
到
り
難
い
こ
と
を
歎
い
て
い
る
思

想
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

ま
た
天
平
勝
宝
八
年
に
作
ら
れ
た
大
伴
家
持
の

「病

に
臥

し

て
、
無
常
を
悲
し

み
、
佛
道
を
欲
ひ
て
の
歌
二
首
」
に

46
う
つ
せ
み
は
数
な
き
身
な
り
山
川
の

清
け
き
見
つ
つ
道
を
尋
ね
な

(巻
二
十
上
二
三
三
頁
)

46
渡
る
日
の
か
げ
に
競
ひ
て
尋
ね
て
な

清
き
そ
の
道
ま
た
も
遇
は
む
た
め

(巻
二
十
一
三
三
三
頁
)

こ
の
二
首
の
歌
は
悲
哀
無
常
を
詠
出
す
る
に
当

っ
て
、
明
ら
か
に
佛
教
思
想
を
意

識
し
て
居
り
、
前
の
歌

「数
な
き
身
」
は
、
は
か
な

い
身
。
「道
を
尋
ね
な
」
は
佛

道
を
尋
ね
求
め
た
い
の
意
で
あ
る
。
後
の
歌
は
渡
る
日
の
光
と
共
に
、
励
み
合
っ
て

尋
ね
た
い
も
の
だ
、
そ
し
て
清
い
佛
の
道
を
、
ま
た
生
を
人
間
に
受
け
て
佛
道
に
会

う
た
め
に
の
意
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
二
首
に
は
山
川
の
清
き
中
に
尋
ね
入
り
煩

悩
を
脱
し
た
い
気
持
、
さ
ら
に
佛
道
に
帰
依
し
解
脱
を
願
う
気
持
が
よ
く
現
わ
れ
て

い
る
。
大
体
、
大
伴
家
持
の
晩
年
を
熟
視
す
る
と
き
、
其
処
に
は
社
会
的
環
境
の
う

ち
に
悲
哀
感
が
寵
ら
れ
て
い
た
の
で
、

一
般
に
悲
哀
歌
人
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
彼

の
歌
に
は
其
処
に

「道
」
と
い
う
意
識
の
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
比
し
て
作
者
不
詳
で
あ
る
が
。
前
者
の
河
原
寺
の
世
間
無
常
を
厭
う
二
首

は
歌
人
的
情
感
の
上
に
、
さ
ら
に
強
烈
な
る
佛
教
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
作

者
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
出
家
者
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た

詠
出
の
態
度
に
お
い
て
も

「生
死
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
」
と
か
、

「至
ら
む
国



味
す
る
言
葉
は
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
烈
し
い
思
い
を
述
べ

て
お
り
、
凡
そ
人
生
朝
露
を
欽
く
が
如
き
と
は
、
大
い
に
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
い

る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
言
わ
ば
、
口
に
は
当
時
流
行
の
佛
教
口
調
を
真
似
し
て
い
る

が
、
内
実
は
必
ず
し
も
佛
教
的
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
そ
し
て

「朝
露
の
消
易
き
我
が
身
」
と
い
う
が
如
き
文
句
は
当
時
多
く
の
人
に
汎
く
口
吟
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ

る
。
然
る
に
、
天
平
十
六
年
七
月
二
十
日
高
橋
朝
臣
が

「死
せ
る
妻
を
悲
し
み
傷
む
」
長
歌
を
詠
じ
、
そ
の
反
歌
に
、

m
一う
つ
せ
み
の
世
の
事
な
れ
ば
外
に
見
し

　　　　　　　

。

山
を
や
今
は
よ
す
が
と
思
は
む

(巻
三
-

一
五
四
頁
)

と
詠
じ
た
の
は
、
人
の
世
の
無
常
を
散
じ
つ
つ
。
切
々
の
情
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た

大
伴
家
持
の
歌
に
、

思
と
号
し
て
数
首
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
し
、
朝
露
の
如
き
形
容
語
を
使
用

　　

う
な
考
証
的
な
こ
と
は
別
問
題
と
し
て
、
此
等

一
群
の
歌
に
は
成
程

「無
常
」
を
意

(上)

し
て
も
、
す
べ
て
は
果
敢
な
い
恋
と
言
う
が
如
き
意
味
に
し
て
、
特
に
佛
教
的
無
常

感
に
関
係
の
な
い
も
の
は
こ
の
計
数
中
に
入
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

消
ぬ
べ
き
わ
が
身
惜
し
け
く
も
な
し

(巻
十
二
-
六
十
一
頁
)

W
一
露
霜
の
消
や
す
き
わ
が
身
老
い
ぬ
と
も

ま
た
若
ち
反
り
君
を
し
待
た
む

(巻
十
ニ
ノ
六
十
一
頁
)

以
上
、
数
首
の
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
最
後
の
歌
だ
け
は
巻
十
一
(二
六
八
九
首
)

に
も
、
た
だ
二
旬
目
の
み

「朝
露
」
と
置
き
換
え
て
載

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら

く
同
じ
作
者
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
は
何
れ
も
恋
を
詠

ず
る
情
熱
的
な
る
点
と
口
調
の
相
似
た
る
所
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
両
巻

(巻
十

一
・
十
二
)

　

を
通
じ
て
、
諸
処
に

「柿
本
朝
臣
人
麿
之
歌
集
出
」
と
い
う
類
の
註
を

散
見
す
る
こ
と
も
、
こ
の
篇
の
成
立
上
注
意
を
要
す
る
所
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
よ

の
た
づ
き
知
ら
ず
も
」
と
言
う
所
に
、
教
説
的
プ
乙
(
よ

る
。ま

た
、
柿
本
人
麿
の
歌
に
、

妹
に
あ
は
む
と
う
け
ひ
つ
る
か
も

(巻
十
一
-
十
三
頁
)

こ
の
歌
は

『涅
槃
経
』
の

「是
身
無
常
、
念
々
不
’住
、
猶
如
二電
光
　0
暴
水
幻
炎
、

亦
如
‘画
’水
、
随
書
、
随
合
」
に
拠

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
相
聞
の
歌
で

「水
の
上
に
数
書
く
如
き
わ
が
命
」
は
直
ち
に
消
え
る
は
か
な
い
命
と
い
う
意
で
、

こ
の
表
現
に
は
無
常
感
が
垣
間
見
ら
れ
、
巻
十

一
よ
り
巻
十
二
に
か
け
て
は
寄
物
陳

q
J43

水
の
上
に
数
書
く
ご
と
き
わ
が
命
を

9
`

11  日本文学における佛教思想の受容形態

命
は
生
け
り
恋
は
繁
け
ど

(巻
十
二
―
六
十
一
頁
)

朝
露
の
消
ぬ
べ
く
の
み
や
時
な
し
に

思
ひ
わ
た
ら
む
気
の
緒
に
し
て

(巻
十
二
-
六
十
一
頁
)

朝
日
さ
す
春
日
の
小
野
の
置
く
露
の

W一
後
っ
ひ
に
妹
に
あ
は
む
と
朝
露
の

3042 3045

わ
が
身

一
つ
は
君
が
ま
に
ま
に

(巻
十
一
-
三
十
一
頁
)

169
か
に
か
く
に
物
は
思
は
じ
朝
露
の

い
か
に
知
り
て
か
後
も
あ
は
む
と
い
ふ
(巻
十
一上
二十
六
頁
)

{
n
y75

つ
き
草
の
仮
れ
る
命
に
あ
る
人
を

9
`
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一一一
う
つ
せ
み
の
代
は
常
な
し
と
知
る
も
の
を

秋
風
寒
み
思
ひ
つ
る
か
も

(巻
=T
四
六
五
頁
)

m
一世
間
し
常
か
く
の
み
と
か
つ
知
れ
ど

痛
き
情
は
忍
び
か
ね
つ
も

(巻
三
-
四
七
二
頁
)

右
の
歌
は
天
平
十

一
年
の
作
品
で
、
前
者
の

「う
つ
せ
み
の
代
は
常
な
し
」
と
い

う
表
現
は

一
般
的
で
無
常
感
と
い
う
よ
り
、
亡
妾
を
し
の
ぶ
感
傷
的
な
も
の
が
偲
ば

れ
る
。
後
者
の
歌
は
感
情
と
し
て
は
透
っ
て
い
る
も
の
の
、
亡
妾
を
偲
ぶ
情
に
重
点

が
あ
る
の
で
、
無
常
感
は
皮
相
的
で
あ
る
。
此
等
の
記
事
は
有
田
静
昭
氏
の

「万
葉

集
に
表
わ
れ
た
無
常
感
」
に
も
所
載
さ
れ
て
い
る
。

四

さ
て
、
万
葉
集
全
般
を
点
検
す
る
に
、
「う
つ
せ
み
の
命
」
「う
つ
せ
み
の
世
」
の

語
が
諸
処
に
見
ら
れ
、

ま
た

「露
霜
の
消
や
す
き
我
が
身
」

と
か
、
「水
沫
な
す
も

ろ
き
命
」
な
ど
、
生
に
対
す
る
妄
執
の
気
持
と
果
敢
な
い
生
命
を
如
実
に
表
現
し
て

い
る
。
其
他
べ
神
亀
五
年
七
月
筑
前
国
守
山
上
憶
良
が
、
「世
間
の
住
り
難
き
を
哀
し

め
る
歌

一
首
」
と
し
て
、

803
集
ひ
易
く
排
ひ
難
き
は
八
大
の
辛
苦
、
遂
げ
難
く
尽
し
易
き
は
百
年
の
賞
楽
。

古
人
の
歎
き
し
所
、
今
亦
之
に
及
け
り
。

(巻
五
―
二
一
二
頁
)

と
云
っ
て
、
そ
の
長
歌
の
終
り
に
、
804

「命
惜
し
け
ど
せ
む
術
も
無
し
」
(巻
五
一
二

一
三
頁
)
と
結
び
、
そ
の
反
歌
に

805
常
盤
な
す
か
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も

世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
っ
も

(巻
五
-
二
二
一頁
)

と
か
、
巻
五
、
794

「日
本
挽
歌
」
序
の
中
に

「従
来
こ
の
微
土
を
厭
離
す
。
本
願
も

ち
て
生
を
彼
の
浄
刹
に
託
せ
む
」
の
文
に
は
欣
求
浄
土
の
思
想
が
窺
わ
れ
て
、
信
仰

と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
当
時
の
知
識
人
の
教
養
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
、
山
上
憶
良
の
896

「鰐
に
沈
み
て
自
ら
哀
し
む
文
」
(巻
五
―
二
三
〇
頁
)

の
な
か
に

「三
宝
を
礼
拝
し
て
、
日
と
し
て
勤
め
ず
と
い
ふ
こ
と
無
く
」
(巻
五
一
二

三
一
頁
)
と
あ
る
文
を
窺

っ
て
も
、
佛
教
を
信
仰
し
、
教
典
に
も
精
通
し
て
い
た
よ
う

で
、
『維
摩
経
』
そ
の
他
に
説
か
れ
た
佛
教
思
想
を
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
田
心
わ

れ
た
が
、
結
局

ヽ
佛
道
に
徹
し
得
ず
、
儒
佛
二
道
に
彷
徨
し
。
現
実
に
対
す
る
強
い

執
著
を
持

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

元
来
、
此
等
の
歌
詞
は
佛
教
伝
来
後
、
そ
の
思
想
影
響
の
甚
大
な
る
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
。

如
上
、
種
々
の
歌
を
挙
げ
て
来
た
が
、
大
体
無
常
感
を
主
軸
と
し
て
、
因
果
応
報

の
思
想
と
か
、
厭
戮
欣
浄
の
思
想
な
ど
が
窺
わ
れ
る
が
、
此
等
の
歌
を
吟
味
す
る
と

き
、
大
体
二
つ
の
形
態
に
要
約
さ
れ
る
。

第

一
は
此
等
に
詠
出
さ
れ
た
無
常
感
的
思
想
は
如
何
な
る
点
か
ら
出
発
し
て
い
る

か
と
云
え
ば
、
自
己
の
老
母
を
歎
く
と
か
、
知
人
の
死
別
を
悲
し
む
心
持
か
ら
出
て

来
た
と
見
ら
れ
る
も
の
、
或
は
都
の
衰
微
と
か
、
世
間

へ
の
不
満
と
か
云
う
対
他
的

の
も
の
か
ら
誘
致
さ
れ
た
淋
し
い
気
持
か
ら
出
て
来
た
も
の
な
ど
が
詠
歌
の
動
機
と

し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
。

第
二
は
無
常
感
を
如
何
な
る
方
法
で
表
現
し
て
い
る
の
か
、
即
ち
心
に
浮
ぶ
ま
ま

を
率
直
に
打
ち
つ
け
に
詠
出
し
て
い
る
も
の
、
或
は
月
と
か
白
波
と
か
に
託
し
て
詠



と
思
わ
れ
る
。

次
ぎ
に
、
社
会
的
生
活
に
対
す
る
不
満
か
ら
来
て
、
無
常
感
に
入
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は

『万
葉
集
』
に
あ

っ
て
は
殆
ん
ど
表
面
的
に
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

重
婚
に
よ
っ
て
遠
国
へ
流
さ
れ
る
と
か
、
或
は
防
守
と
し
て
徴
発
さ
れ
る
よ
う
な
事

例
は
枚
挙
に
逞
な
い
が
、
し
か
し
此
等
に
対
し
て
は
、
た
だ
遠
国
に
居
る
も
の
を
恋

慕
す
る
と
か
、
故
郷
を
懐
し
む
以
外
に
、
他
を
呪
い
恨
む
と
言
う
も
の
は
殆
ん
ど
見

当
ら
な
い
。
例
え
ば
、
中
臣
朝
臣
宅
守
が
矢
張
り
重
婚
に
よ
り
越
前
に
流
さ
れ
る
時

の
歌
に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

゛

75
さ
す
竹
の
大
宮
人
は
今
も
か
も

人
な
ぶ
り
の
み
好
み
た
る
ら
む

(巻
十
五
一

一
五
六
頁
)

こ
の
歌
は
如
何
に
も
怨
み
ら
し
い
こ
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、
自
業
自
得

と
言
っ
た
諦
め
を
抱

い
て

い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
時
代
人
は
時
の
政
府
を
呪
う
と

か
、
社
会
の
不
満
を
か

こ

つ
と

言
う
よ
り
は
宅
守
の
よ
う
な
諦
め
に
安
住
す
る
と

か
、
或
は
罪
は
罪
と
し
て
其
畳
に
受
け
取

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
万
葉
時
代
の
佛
教
は
主
と
し
て
鎮
護
国
家
、
病
気
平
癒
、
冥
福
祈
願
な
ど

現
世
利
益
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
僧
侶
、
知
識
人
の
間
に
、
無
常
感
を
中
心
と

し
た
歌
が
多
く
見
ら
れ
、
作
家
個
人
と
し
て
特
筆
す
べ
き
人
物
は
大
伴
家
持
、
柿
本

人
麿
、
或
は
山
上
憶
良
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て

『万
葉
集
』
に
芽
生
え
た
佛
教
的
無
常
思
想
は
そ
の
畳
、
年
を

追

っ
て
発
展
し
、
や
が
て
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
中
古
歌
謡
の
上
に
濃
厚
に
表
出

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
奈
良
時
代
に
作
ら
れ
た

『万
葉
集
』
は
佛
教

じ
て
い
る
も
の
と
の
二
つ
が
表
現
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
場
合
は
無
常
を

月
の
満
ち
く
る
こ
と
や
、
霜
露
の
消
滅
に
、
或
は
自
泡
水
泡
に
寄
せ
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は

『維
摩
経
』
あ
た
り
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
何
処
の

国
に
も
あ
り
得
べ
き
目
前
の
生
滅
変
化
の
現
象
を
捉
え
来

っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

る
故
。必
ず
し
も
佛
典
の
瞥
喩
よ
り
取
意
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

従

っ
て
、
要
は
動
機
論
を
主
と
し
て
考
え
た
方
が
寧
ろ
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一

体
、
人
間
に
と
っ
て
直
接
、
感
情
に
訴
え
て
悲
し
い
事
柄
と
言
え
ば
、死
別
、
生
別
、

老
病
、
悲
恋
な
ど
で
、
こ
の
よ
う
な
悲
し
み
は

一
時
的
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
そ
の
反

面
、
強
く
烈
し
い
感
情
を
刺
戟
す

る
も

の
で
、
万
葉
歌
人
の
詠
歎
た
る
恋
愛
の
情

は
、
こ
の
点
と
く
に
強
い
感
情
を
惹
起
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
若
し
も
、
こ
の
よ

う
な
強
い
感
情
が
事
件
の
推
移
と
共
に
消
え
去
る
な
ら
ば
、
遂
に
は
連
続
し
た
る
無

常
感
的
人
生
観
を
抱
か
ず
に
終
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
茲
に
憶
良
の
「仮
合
之
身
易
’

滅
、
泡
沫
之
命
難
・
駐
」
と
云
り
諸
行
無
常
の
思
想
が
吾
人
に
共
感
せ
し
め
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
、
従
来
の
妻
、
恋
人
、
親
子
の
間
に
の
み
存

し
た
個
人
的
悲
痛
の
叫
び

が
、
や
が
て

「世
間
無
常
」
と
か
、
「世
間
難
駐
」
と
い
う

一
般
的
な
唸

り
へ
と
拡

が

っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
一
般
的
に
拡
が

っ
て
ゆ
く
と
い
う
事
は
、
強
く
鋭
い

感
動
を
抑
止
す
る
が
如
く
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
時
問
的
に
は
永
く
心
の
う
ち
に
留

ま
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
物
の
見
方
に
、
大
き
な
、
し
か
も
底
力
の
あ
る
影
響
を
あ
た

え
る
も
の
と
推
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
『万
葉
集
』
に
植
え
つ
け
ら
れ

た

「無
常
」
と
言
う
考
え
方
は
、
わ
が
精
神
史
上
極
め
て
重
大
な
る
意
義
を
持

つ
も
の

(上)13 日本文学における佛教思想の受容形態



来
1192 て

心
と
し
て
詠
出
さ
れ
て
い
る
が
、
『拾
遺
集
』
哀
傷
の
部
に
は
明
ら
か
に
釈
教
に
関

す
る
歌
が
多
く
詠
出
さ
れ
、
特
に
往
生
浄
土
の
思
想
が
は
っ
き
り
と
表
面
に
出
て
来

た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
如
き
歌
が
見
ら
れ
る
。

34

一
た
び
も
南
無
阿
弥
陀
佛
と
い
ふ
人
の

I

蓮
の
上
に
の
ぼ
ら
ぬ
は
な
し
J‰
惣
静
)

34
極
楽
は
は
る
け
き
程
と
き
き
し
か
ど

1

勉
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
叫
ĥ
稽
炉
色

34
今
日
よ
り
は
露
の
命
も
惜
し
か
ら
ず

は
ち
す
の
う
へ
の
玉
と
ち
ぎ
れ
ば
♂
個
JP
)

と
あ

っ
て
、
右
三
首
は

『観

経
』
の

「阿
弥
陀
佛
、
去
此
不
遠
」
を
想
起
せ
し
め

る
。
ま
た
、
前
述
し
た

『万
葉
集
』
に
あ
る
沙
弥
満
1　
の

「世
の
中
を
何
に
た
と
へ

む
」
と
か
、
人
麿
の

「水
泡
の
ご
と
く
世
を
ば
我
が
み
る
」
な
ど
の
古
歌
を
も
幾
分

変
形
し
て
採
用
し
た
歌
と
も
見
ら
れ
る
。

従

っ
て
、
『拾
遺
集
』
の
撰
者
は
此
等
の
歌
か
ら
察
す
る
と
、
佛
教
歌
に
関
し
て

は

『古
今
集
』
『後
撰
集
』
の
撰
者
よ
り
は
遥
か
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
窺
知
さ
れ
る
。
云

う

ま
で
も
な
く
、
『拾
遺
集
』
の
撰
者
は
花
山
院
と
か
、
公
任

と
か
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
は
共
に
佛
教
的
和
歌
を
多
く
詠
ん
だ
代
表
的
人

物
で
あ
る
が
、
と
に
か
く

『拾
遺
集
』
の
時
代
に
来
る
と
、
流
暢
宛
転
の
度
が
増
し

14

 

思
想
、と
く
に
浄
土
教
信
仰
の
萌
芽
時
代
と
言
っ
て
も
敢
え
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

五

然
る
に
、
中
古
の
平
安
朝
に
入
る
と
、
『万
葉
集
』
の
世
間
無
常
が
更
ら
に
進

め

ら
れ
て
、
『古
今
集
』
で
は

「明
日
知
ら
ぬ
我
が
身
」
と
自
分
自
身
に
反
省
の
態

度

が
あ
り
あ
り
と
窺
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

947
い
づ
く
に
か
世
を
ば
厭
は
む
心
こ
そ

野
に
も
山
に
も
迷
う
べ
ら
な
れ
♂
諸
驚
)

956
世
を
す
て
て
山
に
入
る
人
山
に
て
も

猶
う
き
時
は
い
づ
ち
ゆ
く
ら
む
心款
鯛
鴇

と
あ

っ
て
、
結
局
問
題
は
外
形
の
出
家
隠
遁
で
は
な
く
て
、
心
の
如
何
に
あ
る
か
2

考
え
ら
れ
る
。
然
る
に

『後
撰
集
』
へ
来
る
と
、
さ
ら
に
悲
観
的
な
要
素
が
増
し
て

あ
は
れ
と
も
憂
し
と
も
い
は
じ
陽
炎
の

あ
る
と
無
き
か
に
消
ぬ
る
世
な
れ
ば
♂
諮
謳
二)

死
出
の
山
た
ど
る
た
ど
る
も
越
え
な
な
む

う
き
世
の
中
に
何
帰
り
来
む
♂
奴
高
二)

と
あ
っ
て
、
流
転
の
慨
き
を
抱
き
つ
つ
、
未
来
に
何
等
の
希
望
も
持
ち
得
な
か
っ
た

　　

て
き
た
こ
と
、
主
観
か
ら
客
観

へ
変
化
し
た
こ
と
、
古
典
の
現
代
化
な
ど
が
挙
げ
ら

か
が
窺
わ
れ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

れ
る
。
例
え
ば
、
哀
傷
の
部
に
、
詞
書
と
し
て
、
「性
空
上
人
の
も
と
に
よ
み

て

つ

か
く
し
て
、
『古
今
集
』
や

『後
撰
集
』
に
採
択
さ
れ
た
佛
教
歌
は
無
常
歌
を
中

　　

か
は
し
け
る
」
と
あ
る
次
に
、

116
流
れ
て
の
世
を
も
頼
ま
ず
水
の
上
に

1

 

沫
に
消
え
ぬ
る
憂
き
身
と
思
゛
ば
♂
昆
醤
こ

1167



(上)

に
1190 _ ,

月
輪
観
を
よ
め
る
」
詞
書
に
、

月
の
わ
に
こ
I
ろ
を
か
け
し
夕
よ
り

よ
ろ
づ
の
事
を
夢
と
み
る
か
な
図

日本文学における佛教思想の受容形態

僧
都
覚
超

(巻
二
十
、
雑
六
)

け
る
」
詞
書
の
次
ぎ
に
、

134
く
ら
き
よ
り
暗
き
道
に
ぞ
人
ぬ
ぺ
き

は
る
か
に
t
ら
せ
山
の
端
の
月
。
(‰
雌
弱
)

と
あ
る
歌
の
如
き
は
、
実
に
流
暢
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
、
客
観
的
な
技
巧
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
。
と
に
か
く

『拾
遺
集
』
へ
来
る
と
、
釈
然
と
法
華
と
浄
土
と
の
両
思
想

が
表
面
に
露
出
し
て
き
た
の
で
。
こ
れ
が
鵬
て

『維
摩
経
』
の
十
喩

(前
大
納
言
公
任
)

と
か
、
三
界
唯

一
心

(伊
勢
大
輔
)
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
歌
を
採
択
す

る
機
運
が

生
ず
る
に
至

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
更
ら
に

『後
拾
遺
集
』
に
来
る
と
、
哀
傷

(巻
十
)
と
釈
教

(巻
二
十

四
)
の
部
が
判
然
と
分
立
し
て
准
独
立
の
形
を
採
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
釈
教
部

法
師
と
あ
る
に
、
後
者
で
は
空
也
上
人
と
あ
っ
て
、
作
者
の
異
な
る
点
を
見
て
も
。

こ
の
時
代
の
分
類
が
何
れ
も
不
明
確
な
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。

結

如
上
、
吾
人
は
上
代
よ
り
中
古
に
亘
っ
て
日
本
文
学
に
於
け
る
佛
教
思
想
の
受
容

形
態
に
つ
い
て
論
述
し
来
る
も
、
要
す
る
に
、
上
古
人
の
心
理
的
状
態
は
明
朗
軽
快

に
し
て
、
楽
天
的
で
現
実
謳
歌
的
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
反
面
、
言
い
知
れ
ぬ
寂
寥
な

厭
世
的
、
生
命
否
定
思
想
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
み
難
い
事
実
で
あ
る
。
今
こ
こ

に
言
う
厭
世
的
、
生
命
否
定
思
想
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
厭
猿
欣
浄
の
浄
土
教
の

思
想
概
念
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
楽
天
的
、
生
命
肯
定
的
に
現
実

を
謳
歌
す
る
と
き
、
そ
の
謳
歌
は
到
底
永
続
し
得
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
。
来
世
に

ま
で
も
、
そ
の
延
長
を
欣
求
す
る
切
な
る
心
を
有
す
る
も
の
の
、
素
よ
り
来
世
に
延

長
さ
れ
た
生
命
は
現
世
を
謳
歌
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
。
こ

の
こ
と
は
無
漏
を
理
想
と
す
る
佛
教
的
浄
土
思
想
の
指
向
す
る
所
で
あ
る
。
そ
れ
は

言
う
ま
で
も
な
く

ヽ
生
命
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
要
求
が
そ
の
思
想
を
渇
仰
す
る
素

因
と
な
る
こ
と
は
必
然
の
理
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
佛
教
的
浄
土
思
想
は
単

な
る
厭
世
的
、

生
命
否
定
思
想
そ
の
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
永
遠
な
る
生
命
の
肯
定

を
完
遂
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

一
見
し
て
厭
世
的
。
生
命
否
定
的
に
見
え
る
所
以

34
極
楽
は
は
る
け
き
程
と
き
き
し
か
ど

勉
め
て
い
た
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
凶

巻̂
乱
櫃
咳
四
を

と
あ
る
歌
が
、
19

『千
載
集
』
雑
下
に
も
載
せ
て
あ
り
、
し
か
も
作
者
は
前
者
仙
慶

1

赤
染
衛
門

(巻
二
十
、
雑
六
)

或
1196 は

15

と
言
う
風
な
経
意
、
経
文
を
詠
じ
込
ん
だ
も
の
が
本
体
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
、
然

る
に
、
前
述
の

『拾
遺
集
』
巻
二
十
、
哀
傷
の
部
に

「極
楽
を
ね
が
い
て
よ
み
侍
り

1191
と
か
、
「維
摩
経
の
十
喩
の
な
か
に
こ
の
身
芭
蕉
の
如
し
と
い
ふ
心
」
の
詞
書
の
次

ぎ
に
、

前
大
納
言
公
任

(巻
二
十
、
雑
六
)

風
ふ
け
ば
ま
づ
破
れ
ぬ
る
草
の
葉
に

よ
そ
ふ
る
か
ら
に
袖
ぞ
露
け
き
倒

「五
百
弟
子
品
」
に

衣
な
る
玉
と
も
か
け
て
し
ら
ざ
り
き

酔
さ
め
て
こ
そ
嬉
し
か
り
け
れ
叫
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は
、
当
然
消
え
る
べ
き
運
命
に
あ
る
現
実
の
生
命
を
止
揚
し
て
、
永
遠
な
る
も
の
に

転
化
す
る
弁
証
法
的
施
設
に
外
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
恋
愛
の
心
境
の
如
く
、
も
っ

と
も
楽
天
的
で
あ
り
、
現
実
肯
定
的
で
あ
る
も
の
が
、

一
旦
外
部
よ
り
阻
止
せ
ら
る

る
と
き
、
恋
愛
に
酔
え
る
も
の
は
、
あ
の
世
の
契
り
に
希
望
を
抱
い
て
情
死
す
る
。

従

っ
て
、
情
死
と
は
此
の
世
を
去
る
と
い
う
否
定
方
法
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
楽
天

的
、
現
実
謳
歌
的
な
る
恋
愛
を
肯
定
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
過
程
を
性

格
と
す
る
厭
校
欣
浄
を
根
幹
と
す
る
浄
土
教
の
受
容
こ
そ
、
現
実
を
肯
定
し
つ
つ
、

し
か
も
死
の
恐
怖
に
お
の
の
く
上
代
人
に
と
っ
て
は
恰
も
大
旱
に
騏
雨
を
得
た
る
が

如
き
1 
び
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

翻

っ
て
、
吾
が
国
上
代
文
学
の
代
表
作
と
言

わ
れ

る

『
日
本
書
紀
』
の
如
き
は

『金
光
明
経
』
の
文
に
依

っ
て
製
作
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
当
時
と
し
て
は
現
世

安
穏
、
後
世
安
楽
を
欣
求
す
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
其
後
、
聖
徳
太

子
の
時
代
に
至
っ
て
、帰
化
人
王
延
孫
が
父
母
孝
養
の
た
め
釈
迦
像

一
躯
を
鋳
造
し
、

そ
の
光
背
の
銘
に
「願
父
母
供
託
功
徳
「
現
身
安
穏
、
生
々
世
々
不
y経
二三
途
‘、

遠
離
二
八
難
{速
生
二浄
土
‘四
見
y佛
聞
’法
}
と
あ
っ
て
、

現
在
、

法
隆
寺
の
金
堂
に

安
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
所
に
聖
徳
太
子
ご
亮
去
直
前
に
、
釈
迦
佛
光
背
の
「銘
」

に
、
御
長
子
山
背
王
子
が
諸
臣
と
共
に
三
宝
を
仰
ぎ
、
「当
造
二
釈
迦
像
尺
寸
王
身
「

亮
二此
願
力
{
転
’病
延
・寿
安
二住
世
間
こ
右
是
定
業
以
背
y世
者
、
往
二登
浄
土
’早

昇
二
妙
果
こ

と
あ

っ
て
、
茲
に
も
二
世
安
楽
の
志
願
が
窺
知
さ
れ
る
。
惟
う
に
、
当

時
の
人
に
は
転
病
延
寿
の
現
世
福
徳
と
「往
登
二
浄
土
‘早
昇
二妙
果
‘心
の
後
世
安
楽
の

二
つ
を
融
合
無
碍
に
使
用
し
発
願
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
山
背
大
兄
王
の

『臨
終

一

　

l

X

一

一

　　　

I

I

X

S

l
倒

誓
願
』
に
は

「願
魂
遊
二蒼
受
之
上
‘陰
入
二浄
土
之
蓮
こ

と
あ
る
浄
土
と
は
如
何
な

る
思
想
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
太
子
当
時
の
浄
土
信
仰
が
果
し
て
後

世
の
西
方
願
生
思
想
と
の
間
に
い
か
な
る
相
違
を
有
す
る
か
。
古
代
人
の
考
え
方
は

恐
ら
く
此
の
世
界
か
ら
横
づ
け
に
西
方
浄
土
へ
往
く
と
言
う
考
え
で
な
く
、
大
体
人

間
世
界
よ
り
勝
れ
た
世
界
は
上
方
に
在
り
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
最
も
原

始
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
儒
教
で
も
神
道
で
も
天
を
教
え
、
佛
教
独
り
天
を
軽
ん

ず
る
道
理
な
く
、
既
に
佛
を
天
人
師
と
言
い
、
天
中
人
と
も
言
っ
て
い
る
。
今
も
亦

現
に

「蒼
曼
の
上
に
遊
び
浄
土
の
蓮
に
入
る
」
と
あ
る
文
を
見
て
も
、
明
ら
か
に
そ

れ
を
立
証
し
得
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
太
子
時
代
に
於
け
る
佛
教
信
仰
は
原
始
的
な
型
に
お
い
て
で
は
あ
る

が
、
其
処
に
は
既
に
浄
土
を
願
生
す
る
思
想
が
仄
か
に
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

モ
れ
が
中
古
に
入
る
や
、
往
生
浄
土
の
思
想
は
教
義
的
に
も
、
実
際
的
に
も
漸
次
発

達
し
、
最
高
潮
に
達
し
た
の
が
恵
心
僧
都
源
信
の
時
代
で
あ
る
。

つ
い
で
法
然
上
人
に
至
っ
て
浄
土
宗
が
創
立
さ
れ
、
さ
ら
に
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て

浄
土
真
宗
が
開
創
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
か
く
の
如
き
浄
土
教
も

一
旦
は

徹
底
的
に
現
実
を
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
さ
ら
に
そ
れ
を
肯
定
し
て
往
生
浄
土
の
信

念
を

『正
信
掲
』
の
中

に
、
「亦
獲
現
生
無
量
徳
」
と
吐
露
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

し
て
や
、
現
実
謳
歌
主
義
を
主
張
し
た
上
古
人
に
と
っ
て
、
現
当
両
世
に
亘
り
佛
教

思
想
を
受
容
し
得
た
こ
と
は
当
然
の
理
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

自
分
の
意
志
を
こ
と
ば
に
出
し
て
言
い
立
て
る
こ
と

で
、
「古
事
記
」
で
は
言
挙
げ
、

(1) 註
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村
岡
典
嗣
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