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生
ま
れ
難
き
浄
土

折
角
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
上
は
、
出
来
損
い
で
終
わ
っ
た
の
で
は
勿
体
な
い
、
自
分
が
他
か
ら
生
か

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
も
ま
た
他
を
生
か
す
力
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
自
然
の
大
法

の
真
の
す
が
た
で
あ
っ
て
、
真
人
生
と
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
り
ま
す
。
そ
の
其
人
生
に
到
達
す
る
こ
と
が
輪

廻
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
浄
土
宗
で
は
、
自
力
で
簡
単
に
真
人
生
へ
到
達
す
る
こ

と
は
至
難
で
あ
る
か
ら
、
仏
様
を
信
じ
て
、
仏
様
の
み
名
を
称
え
て
、
救
済
の
理
に
の
っ
と
っ
て
、
そ
の



仏
h
Hに
よ
っ
て
到
達
さ
せ
て
頂
く
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
前

回
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
離
れ
難
き
輪
廻
の
患
を
離
れ
さ
せ
て
頂
い
た

(真
人
生
て
そ
の
具
体
的
な
す

が
た
を
、
浄
土
宗
で
は
、
、
往
生
浄
土
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
静
土
に
往
生
す
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
遊
び
に
行
く
の
で
は
な
い
、
楽
を
し
に
行
く
の
で
は

は
っ
が
ん
也
ん

か

な
い
の
で
す
。

普
導
大
師
の
『
発
願
文
』
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
「
彼
の
国
に
至
り
お
わ
っ
て
、
六
神
通

か
え
〈

し
よ
う

を
得
て
十
方
界
に
入
っ
て
苦
の
衆
生
を
救
摂
せ
ん
L
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す

(救
摂
は
救
い
と
る
の

脅
。
。そ

こ
で
今
度
は
、
「
浄
土
」

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

通
す
う

「
人
生
の
帰
結
」
と
か
寸
人
生
の
帰
趨
」
と
か
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
、
浄
上
に
往
生
す
る
と
い

う
こ
と
こ
そ
、
正
に
そ
れ
で
あ
る
と
私
は

m思
考
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

浄
上
に
往
生
し
て
、
持
潟
大
仰
の
発
願
文
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
人
々
を
救
う
h
Hと
な
る
、
そ
れ
が
即

ち
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
兵
突
の
姿
で
あ
り
ま
し
て
、
植
物
で
い
え
ば
、
芽
が
出
て
、
成
民
し
、
花

が
咲
き
、
実
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す。
人
々
を
救
う
力
と
な
っ

て
こ
そ
、
初
め
て
突
を
結
ん

だ
と
い
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
人
生
故
後
の
自
的
と
い
う
の
は
正
に
そ
れ
に
あ
る
わ
け
で
す

。

植
物
の

発
芽
の
最
後
の
目
的
が
結
実
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
も
最
後
に
利
他
救
済
の
h
Mと
な
っ
て
こ
そ
、

- 3 ー



砂
一
に
生
ま
れ
出
た
意
義
を全
う
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す

。

め

そ
の
た
め
に
こ
そ
、
本
願
に
も
逢
わ
き
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
道
心
も
起
き
ね
ば
な
ら
な
い

し
、
輪
廻
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
が
解
か
つ
て
き
ま
す
と
、
お
浄
上
、
極
来
浄
上
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
私
た
ち
が
紋
後
に

当
然
そ
こ
へ
婦
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
、
即
ち
帰
結
す
べ
き
世
界
、
帰
趨
の
附
界
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
解
か
つ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す。

私
は
今
か
ら
二
十
数
年
前
に
、
札
幌
市
に
本
社
の
あ
る

『
北
海
タ
イ
ム
ス
』
紙
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、
そ

の
、
「
宗
教
欄」
に
、
「
経
典.白
羽
」
と
い
う
も
の
を
述
作
戦
い
た
し
ま
し
た
。

強
凡
の
私
で
す
が
、
そ
の
た

め
に

一
切
経
を
通
読
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
百
回
の
述
載
も
の

は
、
の
ち
に
東
京
の
新
人
物
往
来
社
か
ら

『
経
典
の
知
識

一
O
O
』

と
い
う
題
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

自

分
か
ら
い
う
の
も
何
で
す
が
、
有
難
い
こ
と
に
大
変
好
評
で
、
同
開
附
県
の
伊
東
市
に
住
む
あ
る
お
方
か
ら

な
ど
は
、
「

死
ぬ
時
ま
で
何
回
で
も
読
ま
せ
て
頂
き
ま
す
:
:
:
読
め
ば
読
む
ほ
ど
有
難
く
感
じ
ま
す
」
と

い
う
お
葉
書
を
頂
き

、

ミ
カ
ン
を
送
っ
て
頂
い
た
り
し
た
も
の
で
し
た

。

そ
の
中
で
は
私
は

、

極
楽
浄
土
を
「
私
た
ち
の
帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
」
と
説
明
し
て
お
い
た
の
で
し
た
。

最
近
、
あ
る
仏
教
評
論
の
お
方
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
古
い
て
お
ら
れ
る
の
を
拝
凡
い
た
し
ま
し
た
が
、

二
十
数
年
前
の
若
か
っ
た
頃
の
私
の
信
解
が
、
間
違
い
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
嬉
し
い
思
い
が
い
た - 4 ー



-
U会
A
F
Iレ
れ
九。

そ
こ
で
そ
の
一
文
を
左
に
転
記
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
極
楽
浄
土
」

|

|

私
た
ち
の
帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
|

|

阿
弥
陀
経
の
前
半
に
は
、
阿
弥
陀
仏
や
、
そ
の
浄
よ

(極
策
)
の
悌
子
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
ら
を
品
か
れ
た
あ
と
で
釈
部
は
、
H

市
無
阿
弥
陀
仏
M
の
念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
浄
上
に
生
ま
れ
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
教
え
、
「

わ
れ
こ
の
利
を
見
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
こ
と
ば
を
説
く
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す。

つ
ま
り
、
実
際
に
自
分
は
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
実
見
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
こ
の
こ
と
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、
釈
部
自
ら
が
、n
分
の

・

ぱ
必
を
必
明
し
て
衆
生

の
疑
心
を
除
こ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
町
慨
来
浄
上
に
生
ま
れ
る
、
な
ど
と
い

っ

て
も
、
現
代
の
人
た
ち
に
は
、

ち
ょ
っ
と
受
け
い
れ
が
た
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
極
楽
浄
土
と
い
う
こ
と
を
、
現
代
ふ
う
に
表
現
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、

- 5 ー



ぜ
ん
ど
う

中
国
で
唐
代
に
浄
土
教
を
広
め
た
有
名
な
人
に
、
普
導
大
師
と
い
う
高
僧
が
お
り
ま
す
が
、
こ
の
善

導
大
師
が
、
極
楽
に
つ
い
て
「
帰
り
な
ん
い
ざ
、
魔
郷
に
は
と
ど
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
観
無
量
寿
経
の
註
釈
書
の
中
で
そ
う
い
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
「
帰
り
な

ん
い
ざ
」
と
い
う
の
は
、
有
名
な
陶
淵
明
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

ほ
う
た
〈

陶
淵
明
は
彰
沢
の
県
令
と
な
っ
た
と
き
、
郡
の
長
官
が
正
服
を
靖
て
面
謁
せ
よ
と
い
い
ま
し
た
。

彼
は
憤
慨
し
て
、
即
日
辞
職
し
て
帰
郷
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
記
し
た

一
文
の
冒
頭
が
、

こ
の
「
帰
り
な
ん
い
ざ
」
で
あ
り
ま
し
て
、
六
朝
一
の
名
文
と
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
島

善
導
大
師
は
こ
の
名
文
を
も
っ
て
き
て
、
=
帰
り
な
ん
い
ざ
、
魔
郷
に
は
と
ど
ま
る
べ
か
ら
ず
ョ

と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
魔
郷
と
い
う
の
は
、
こ
の
裟
婆
世
界
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

ふ
る
事
と

裟
婆
世
界
は
魔
の
す
む
里
で
あ
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
故
郷
へ

帰
り
ま
し
ょ
う
、
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
こ
こ
で
き
わ
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
極
楽
を
H

ふ
る
さ
と
u
に
た
と
え
て

い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
陶
淵
明
が
封
建
的
な
官
吏
の
生
活
か
ら
逃
れ
て
、
心
の
あ
た
た
ま
る
H

ふ

る
さ
と

M

へ
帰
っ
て
い
っ
た
ご
と
く
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
たH
ふ
る
さ
と
M
を
極
楽
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
極
楽
と
は
、
私
の
。
ふ
る
さ
と
M

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
O
H

ふ
る
さ
と

M

で
あ
る
か
ら
こ

- 6 一



そ
「
帰
り
な
ん
い
ざ
」
と
い
う
こ
と
で
、
帰
る
べ
き
世
界
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
先
年
、
癌
で
亡
く
な
ら
れ
た
、
作
家
の
高
見
順
氏
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

日
々
に
迫
り
く
る
向
分
の
死
期
に
、
た
い
へ
ん
な
昨
悩
を
あ
じ
わ
い
ま
し
と
た
。

苦
し
ん
で
苦
し
ん
で
、
苦
し
み
つ
く
し
た
と
き
、
高
円
凡
さ
ん
は
、
高
見
さ
ん
な
り
に
、
「
死
」
と
い

う
こ
と
を
解
決
し
た
の
で
し
た
。

向
日
凡
さ
ん
は
、

そ
れ
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
H

ふ
る
さ
と
へ
帰
る
こ
と
で
あ
る

u
と
い
う
悟
り
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
生
死
を
解
決
し
た
心
境
を
、
向
日
凡
さ
ん
は
-
つ
の
美
し
い
持
に
よ
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

が
詩
集
『
死
の
淵
よ
り
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
帰
る
旅
』
の
.
編
で
あ
り
ま
す
。

高
見
さ
ん
は
、
そ
の
中
で
「
帰
れ
る
か
ら
、
旅
は
楽
し
い
の
で
あ
り
、
旅
の
寂
し
さ
を
楽
し
め
る

の
も
、
わ
が
家
に
い
つ
か
は
戻
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
こ
の
旅
は

、

自
然
へ
帰
る
旅
で
あ
る
、

帰
る
と
こ
ろ
の
あ
る
旅
だ
か
ら
、
業
し
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
も
う
じ
き
土
に
戻
る
の
だ

:
:
:
大
地
へ
帰
る
死
を
悲
し
ん
で
は
い
け
な
い
、
肉
体
と
と
も
に
制
神
も
、
わ
が
家
へ
帰
れ
る
ので

あ
る
」
と
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

遠
く
は
普
導
大
師
の
「
帰
り
な
ん
い
ざ
」
と
い
い
、
近
く
は
高
見
順
氏
の
寸
帰
る
旅
」
と
い
い
、

み
な
極
楽
浄
土
を
、
そ
の
よ
う
に
信
解
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
極
来
こ
そ
ま
さ
に

n

私
の
帰
る

- 7-



べ
き
ふ
る
さ
と
H
な
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
は
阿
弥
陀
経
の
な
か
で
、
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
、
こ
の
。

ふ
る
さ
と
H
の
こ
と
を
説
か
れ
た
の

で
し
た
」

以
上
の
よ
う
に
、

お
浄
土
は
私
た
ち
の
故
郷
な
の
で
あ
り
ま
す
。

帰
る
べ
き
ふ
る
さ
と
な
の
で
あ
り
ま

す
。帰

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
、
実
は
極

楽
浄
土
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す

。

そ
し
て
、
ま
た
そ
の
極
楽
時
土
へ
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
り

ま
す
。
極
楽
ゆ
土
か
ら
こ
の
裟
婆
世
界
へ
出
稼
ぎ
に
派
遣
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す

。

こ
の
裟
婆
で
与

え
ら
れ
た
仕
事
を
仕
終
え
れ
ば
、
今
度
は
も
と
の
ふ
る
さ
と
の
極
楽
へ
帰
っ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す。

故
郷
へ
帰
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
人
間
は
本
当
の
真
人
間
に
な
れ
た
の
で
あ
り
ま
す

。

故
郷
が
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
い
る
の
で
は
ル
ン
ペ
ン

(浮
浪
者
)
で
あ
り
ま
す
。

心
の
ル
ン
ペ
ン
、
人
生

の
ル
ン
ペ
ン
に
な
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

故
郷
へ
錦
を
着
て
帰
る
身
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
そ

れ
が
お
念
仏
で
す
。

お
念
仏
と
い
う
錦
を
着
て
、
私
た
ち
は
極
楽
へ
帰
る
の
で
す
。

い
や
、
婦
ら
し
て
頂

く
の
で
す
。

(つ
づ
く
)
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日
こ
に
こ
法
話ミ

ー
ち
ゃ
ん
結
婚
式
に
出
る

五長は
干谷せ

前 ) II ~
[廷

tt設会
{主 、間伝
駿 1同五

- 9 ー

..... 喝鏑... ・

金
附
n

、
学
校
の
授
業
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
家
に
怠
っ
て
州
り
ま
し
た
。

A
F

刷
、
お
り
さ
ん
か
ら
J
わ
れ
た
こ
と
に
胸
が
わ

く
わ
く
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
夕
方
、
明
日
の
ひ
ろ
こ
ち
ゃ

日
は
早
く
帰
っ

て
き
て
ね
」

明
日
午
後
か
ら
い
と
こ
の
ひ
ろ
こ
お
姉
さ
ん

の
結
婚
式
が
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
の
家
の
お
与
で
行

需岸苛岨明M・f轟宮崎町鋪h ‘働...，

わ
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
そ
の
結
婚
式
で
、
ミ
ー

ん
の
結
婚
式
の
リ
ハ
ー
サ
ル
し
ま
す
か
ら
、
A
F

ち
ゃ
ん
は

三
三
九
度
の
杯
の
雌
蝶
を
や
る
よ
う

に
弓
わ
れ
た
の
で
す
。

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
も
う
浮
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き
浮
き
し
て
い
ま
し
た
。

「
お
母
さ
ん
、
た
だ
い
ま
」

「
あ
ら
、
早
か
っ
た
わ
ね。
こ
ん
な
に
早
く
鮒

れ
る
の
」

「
今
日
は
、
特
別
よ
。
す
ご
い
お
花
の
量
ね
」

「
そ
う
よ
、
家
中
の
お
花
取
り
替
え
る
の
で
す

も
の
」

寸
結
婚
式
だ
と
、
お
花
、
華
や
か
で
い
い
ね
」

「
お
母
さ
ん
は
、
こ
の
お
花
生
け
て
し
ま
う
し
、

お
父
さ
ん
も
ま
だ
、
お
飾
り
の
用
意
し
て
い
る

よ
う
だ
か
ら
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
今
の
う
ち
に
宿

---....-...---....- -ーー -- _. .‘ ・.

題
が
あ
っ
た
ら
、
し
ち
ゃ
っ
と
き
な
さ
い
L

「
は
i

い
、
つ
ま
ん
な
い
の
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
早
々
に
宿
題
を
済
ま
せ
る

と
、
そ
っ
と
本
堂
に
行
っ
て
み
ま
し
た

。

お
父

さ
ん
は
ま
だ
お
飾
り
を
近
所
の
お
寺
さ
ん
と

緒
に
こ
し
ら
え
て
い
る
よ
う
で
し
た
の
で
、
声

を
か
け
ず
ミ
ー
ち
ゃ
ん

一
人
で
行
き
ま
し
た
。

「
あ
れ
、
い
つ
も
と
全
然
違
う
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
思
わ
ず
戸
が
出
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。

い
つ
も
正
面
の
阿
弥
陀
様
の
ほ
う
を

向
い
て
い
る
、
お
父
さ
ん
の
席
が
、
阿
弥
陀
様

に
背
を
向
け
て
お
外
を
向
い
て
い
ま
す。
そ
し

て
、
そ
の
前
に
イ
ス
が
二
つ
置
い
て
あ
り
、
そ

10 ー

の
外
側
に
も
う
・
一
つ泣
い
て
あ
り
ま
し
た
。

そ

し
て
本
堂
の
両
わ
き
に
、
イ
ス
が
本
堂
の
ほ
う

に
む
け
て
並
べ
て
あ
り
ま
し
た
。

正
面
を
見
ま

す
と
、
阿
弥
陀
様
の
前
に
は
紅
白
の
大
き
な
お

餅
が
飾
ら
れ
て
あ
り
、
驚
い
た
こ
と
に
そ
の
前

に
紅
白
の
紙
で
縁
ど
ら
れ
た
お
位
牌
が
お
ま
つ

り
さ
れ
て
い
ま
し
た

。

そ
し
て
お
母
さ
ん
が

さ

っ

き
生
け
て
い
た
き
れ
い
な
お
花
が
飾
ら
れ
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お
父
さ
ん
の
席
に
は
松
が

て
い
ま
し
た
し
、

一，司- ..司『胴同司司司- -司E 司 一時 V 戸守 司市守司『

入
っ
て
い
ま
し
た
。

「
へ
え
、
結
婚
式
っ
て
い
つ
も
と
全
然
追
う
ん

だ
な
あ
」

ミ
ー
ち
ゃ
ん
は

一
人
で
本
堂
の
中
を
歩
き

回
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
お
父
さ
ん
の
机
の

前
の
イ
ス
に
す
う
っ
と
座
り
ま
し
た
。

そ
の
と

き
で
す
。

「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
花
嫁
さ
ん
は
左
の
イ
ス
だ
よ
」

お
父
さ
ん
が
笑
い
な
が
ら
本
堂
に
入
っ
て
き

ま
し
た
。

「
や
だ
、
お
父
さ
ん
驚
か
さ
な
い
で
よ
」

「
ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
そ
の
イ
ス
に
座
る
の
は
、
ま

咽-

だ
早
す
ぎ
る
よ
」

「
あ
た
り
ま
え
で
す

。

そ
れ
よ
り
早
く
リ
ハ
l

常晶司酔哩-

サ
ル
し
ま
し
ょ
う
よ

」

「
そ
う
だ
ね
、
そ
れ
じ
ゃ
お
母
さ
ん
に
も
来
て

-

回
や
っ
て
み
る
か
」

「

わ
た
し
は
ど
こ
に
い
た
ら
い
い
の
」

「
そ
う
だ
な
あ
、
出
番
は
ず
っ
と
後
の
方
だ
か

も
ら
っ
て
、

ら
、
し
ば
ら
く
は
隅
の
イ
ス
に
座
っ
て
い
て
お

く
れ
」

そ
れ
か
ら
リ
ハ
ー
サ
ル
が
始
ま
り
ま
し
た
。

近
所
の
お
寺
さ
ん
が
最
初
に
登
場
し
、
本
堂
の

四
隅
を
清
め
る
道
場
酒
水
と
い
う
儀
式
が
行
わ

れ
、
そ
れ
か
ら
C
D

で
越
天
楽
を
流
し
、
新
郎

新
婦
が
入
場
し

た
こ
と
に
し
て
、
そ
し
て
お
父

さ
ん
が
登
場
。

阿
弥
陀
織
に
向
か
っ

て
お
経
を

あ
げ
た
後
、
掻
り
向
い
て
席
につ
き
、
永
々
と

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
必
ん
で
い
ま
し
た
。

し
ぱ

お
父
さ
ん
が
、

- 11-

ら
く
し
て
、

「
こ
れ
に
て
仏
式
に
則
っ
た
式
を
終
了
し
、
附
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俗
の
方
に
従
っ
て
式
を
進
め
ま
す
」

と
、

言
っ
た
と
こ
ろ
で
ミ
ー
ち
ゃ
ん
が
呼
ぱ

れ
ま
し
た
。

「
こ
こ
で三
三

九
度
だ
よ
、
静
か
に
真
ん
中
に

き
て
ち
ょ
う
だ
い
」

ミ

ー

ち
ゃ
ん
は
お
正
月
の
お
屠
蘇
の
時
使
っ

た
容
器
を
と
り
、
後
か
ら
お
母
さ
ん
に
言
わ
れ

る
と
お
り
、
新
郎
新
婦
の
席
の
人
に
何
度
も
何

度
も
つ
ぎ
ま
し
た
。
息
が
詰
ま
る
思
い
で
、
と

て
も
緊
張
し
ま
し
た
。

「
ミ
ー

ち
ゃ
ん
、
本
番
の
時
、
大
丈
夫
?
」

「
お
母
さ
ん
、
大
丈
夫
よ
、
心
配
し
な
い
で
」

「
ミ
ー

ち
ゃ
ん
は
本
番
に
強
い
か
ら
な
あ
」

「
お
父
さ
ん
は
、
す
ぐ
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
」

三
人
は
笑
い
な
が
ら
リ
ハ
ー
サ
ル
を
終
わ
り

ま
し
た
。

夕
食
も
終
わ
り
、
ミ
ー
ち
ゃ
ん
は
何
と
な
く

落
ち
着
か
ず
お
父
さ
ん
の
部
屋
を
の
ぞ
き
ま
し

た
。お

父
さ
ん
は
明
日
の
読
み
も
の
の
原
稿
を
手

直
し
し
て
い
ま
し
た
。

「
お
父
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
い
い
?
」

「
い
い
よ
、
ど
う
し
た
、
落
ち
着
か
な
い
の
か
」

「
う
う
ん
、
あ
の
さ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
結
婚
式

だ
と
、
新
郎
新
婦
の

奮
い
つ
で
あ
る
じ
ゃ
な
い

。

仏
式
だ
と
ど
う
な
の
?
L

ご
番
最
後
に
、
『
誓
い
の
言
葉
』
と
い
う
の
を
、

新
郎
新
婦
が
読
む
ん
だ
よ
L

「
そ
う
じ
ゃ
な
く
っ
て
き
、
ほ
ら
、
神
父
さ
ん

が
哲
い
ま
す
か
つ
て
、
聞
い
た
り
す
る
じ
ゃ
な

- 12 一

ぃ
。

あ
あ
い
う
こ
.
と
お
父
さ
ん
は
し
な
い
の
?
」

「
そ
れ
は
な
い
ね
。
結
婚
式
の
意
味
が
、
キ
リ



ス
ト
教
と
仏
教
で
は
追
う
ん
だ
よ
」

「
え
、
意
味
が
述
う
の
?
」

「
そ
う。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
結
婚
式
は
こ
れ

か
ら
の
生
活
を
誓
う
こ
と
が
式
の
中
心
な
ん
だ

け
ど
、
仏
教
で
は
、
二
人
の
出
会
い
を
感
謝
す

る
こ
と
が
中
心
な
ん
だ
よ
」

「
へ
え
、
感
謝
す
る
の
L

「
そ
う
だ
よ
、
お
父
さ
ん
が
物
諒
の
よ
う
な
話

を
し
た
で
し
ょ
う
L

「
え
え
、
ど
ん
な
だ

っ
た
?

も
う

一
度
附
か

せ
て
」

「
お
釈
迦
さ
ま
の
前
世
の
物
店
で
ね
、
什
々
に

燃
燈
仏
と
い
う
仏
織
が
こ
の
附
に
お
い
で
に

な
っ

て
い
る
時
に
、
国
王
が
お
花
を
仏
様
に
供

養
す
る
こ
と
が
、
功
徳
が
と
て
も
向
い
と
い
う

こ
と
で
、
国
中
の
お
花
を
集
め
て
し
ま
う
ん
だ
。

句‘昌司"""喫声晶司町 司 司...， ‘ ""一」

そ
の
時
雲
監
乙
J
と
い
う
汗
年
が
お
花
を
供
接
し

た
く
て
探
し
て
い
る
と
、
賢
者
と
い
う
少
女
が

七
本
の
花
を
持
っ
て
通
り
か
か
る
ん
だ
ね
。
戸

川1
1

章
子
は
何
と
か
そ
の
花
を
売
っ
て
く
れ
る
よ
う

に
頼
む
の
だ
が
、
少
女
は
こ
の
花
も
国
王
に
届

け
る
花
だ
か
ら
だ
め
だ
と
言
う
。

そ
こ
で
青
年

は
全
財
産
を
差
し
出
し
て
頼
む
の
で
、
少
女
は

そ
の
理
由
を
聞
き
、
仏
様
に
花
を
供
益
す
る
こ

と
の
功
徳
の
大
き
さ
が
わ
か
る
と
、
少
女
は
五

本
を
はM
年
に
、
二
本
を
向
分
で
持
っ
て
仏
株
に

供
益
し
、
夫
射
と

な
っ

た
そ
う
だ
。

そ
し
て
後

に
百
年
は
マ
ガ
ダ
同
の
シ
ッ

ダ
ル
タ
太
子
に
、

少
K
は
隣
の
同
の
ヤ
シ
ョ
ダ
ラ
姫
と
し
て
生
ま

れ
、
ま
た
ま
た
夫
射
と
な
っ

た
ん
だ
ね
。

シ
ッ

13 ー

ダ
ル
タ
太
子
と
は
も
ち
ろ
ん
お
釈
迦
さ
ま
の
清

い
時
の
名
前
だ
よ
ね
。

こ
う
い
う
お
訴
に
ち
な
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ほ
ら
、
式
の
途
中
で
新
郎
新
婦
が
五
本

と

二
本
の
お
花
を
持
っ
て
、
仏
様
の
と
こ
ろ
に

行
き
、
お
焼
香
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が

行
華

(あ
ん
げ
)
焼
香
と
い
う
、
仏
式
結
婚
式

ん
で
、

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
な
ん
だ
よ

」

「

つ
ま
り
、
お
釈
迦
さ
ま
の
ま
ね
を
す
る
っ
て

こ
と
?
」

「
お
釈
迦
さ
ま
の
前
世
の
ね。

つ
ま
り
ね
。

結

婚
す
る
と
い
う
こ
と
、
二
人
が
愛
し
あ
っ
て

一

緒
に
な
る
っ
て
こ
と
は
、
偶
然
二
人
が
出
会
い
、

た
ま
た
ま
愛
し
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
な
ん
だ
よ

。

偶
然
や
、
た
ま
た
ま

だ
っ
た
ら
、
二
人
の
感
情
が
変
わ
っ
た
ら
、/、

イ
そ
れ
ま
で
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

。

そ
う

じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
二
人
の
出
会
い
、
そ
し
て
結

ば
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

二
人
の
前
世
か
ら
、

遥
か
昔
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
仏
式
で

は
説
く
ん
だ
ね
。

赤
い
糸
が
結
ぼ
れ
て
い
る
っ

て
言
う
こ
と
聞
い
た
こ
と
な
い
か
な
あ

」

「
あ
あ
、
あ
る
あ
る
」

「
で
し
ょ
う
。
、

だ
か
ら
仏
式
で
は
、
決
ま
っ
て

い
た
相
手
に
、
そ
の
と
お
り
め
ぐ
り
合
う
こ
と

が
で
き
た
こ
と
を
仏
様
に
感
謝
す
る
、
そ
こ
に

大
き
な
意
味
が
あ
る
の
さ
」

「
ミ
ー
の
お
相
手
も
も
う
決
ま
っ
て
る
の
か
な

- 14-

あ
」「

そ
う
だ
ろ
う
ね
、
も
う
ど
こ
か
で
生
き
て
る

ん
だ
ろ
う
ね
」

「
わ
た
し
の
結
婚
式
も
仏
式
で
や
ろ
う
」

「
ま
だ
当
分
先
に
し
て
く
れ
よ
な
」
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維
持
会
員

H

お

願

の
ご

加

入

'̂ 

の

t,\ 

法
然
上
人
鎖
仰
会
は
月
刊
誌
『
持
土
」
を
刊
行
し
な
が
ら
、
法
然
上
人
の
教
え
を
宣
揚
し
、
念
仏
信
仰

の
実
践
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
、
『
浄
土
』
誌
は
五
十
八
巻
を
刊
行
し
、
鎖
仰
会
創
立
以
来
の
熱

意
を
盛
り
返
し
た
く
努
力
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
弊
会
の
活
動
は
、
「浄
土
」
誌
の
刊
行
が
唯一
の
務
め

と
い
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
細
々
と
し
た
微
力
な
努
力
に
終
始
し
て
い
る
状
態
で
す
。
し
か
も
雑
誌
の
発

行
自
体
も
不
手
際
や
遺
漏
の
多
い
作
業
で
、
愛
読
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
会
員
諸
兄
に
は、

ま
こ
と
に
申

し
訳
な
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
と
も
か
く
も
「
浄
土
』
の
灯
を
消
す
こ
と
な
く
、
遅
々
と
し
た

歩
み
で
は
ご
、
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
一
歩
一
歩
前
進
し
て
ま
い
り
た
く
、
担
当
の
も
の
、
一
層
の
精
進

を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
「年
会
費
金
二

万
円
」
の
ご
助
成
を
も
っ
て
、
弊
会
の
維
持
会
員
と
し
て
月
刊『浄

土
』
刊
行
に
暖
か
い
ご
支
援
を
賜
わ
り
た
く
、
重
ね
て
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

法
然
上
人
鏡
仰
会

- 15 ー



〈読者のページ〉

法然領解文集

一一選択集を中心に一一

いち

賢札
橋

凶
大

〈選
択
集
に
つ
い
て
〉

「
選
択
集
」
安
楽

.

M
執
筆
品
は
、
「
選
択
集
」
そ

の
も
の
を
過
激
な
占
で
あ
る
と
の
み
見
る
見
方
で
あ

る
点
、
私
に
は
と
う
て
い
肯
ん
じ
得
な
い
の
で
あ
る

が
、
心
低
の
微
妙
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
領
け
る
の
は
、

や
は
り
そ
の
塑
道
批
判
の
鋭
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
集
」
各
所
に
お
い
て
、
例
え
ば
四
弘

許
願
を
総
願
と
し

て
必
符
し

、
』
ハ
度
中
の
柿
進
を
民

時
修
に
通
わ
せ
た
り
、
そ
の
報
4
と
し
て
の
「
傍
正
」

義
等
、
常
に
通
低
の
柔
軟
さ
を
秘
め
て
い
る
点
、
相

依
・
縁
起
の
体
制
貯
無
比
と
す
る
所
似
で
あ
る

。

。
。

今
日
、
勤
め
の
合
間
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
い
う
こ

と
ば
に
円
を
ひ
か
れ
て
、
し
ば
し
円
分
の
こ
と
に
思

い
を
宅
し
た
。

ー
ー
も
う
決
ま
っ
て
い
る
。

私
の
ラ

- 1 6 ー



イ
フ
ワ

l

ク
は
、
法
然
上
人
顕
彰
な
の
だ
。
法
然
上

人
に
値
過
し
た
こ
と
は
、
無
上
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

こ
れ
あ
る
ゆ
え
に
、
私
の
人
生
の
甲
斐
は
あ
る
。

関
連
し
て
、
山
崎
弁
栄
上
人
の
光
明
主
義
、
何
も

ト

二
光
に
付
合
せ
ず
と
も
、
既
に
「
選
択
集
」
に
、

五
常

・

十
地
を
出
だ
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
あ
る
。

金
子
大
栄
師
は
学
問
の
あ
り
方

・

原
則
と
し
て
、

「
対
象
(
何
を
)
」
「
点
法
(
い
か
に
)
」
「
理
山
(
な

ぜ
)
」
と
い
う三
つ
の
範
院
に
分
析
さ
れ
た

。

こ
の

夕
べ
、
私
は
ふ
と
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

「
選
択
集
」

の
第

一
市
か
ら
第
一
一
一
市
ま
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
学
問

の
三
原
理
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

即
ち
、

二
門
官
・
は
「
浄
土
宗
」
を
挙
げ
て
方
法
を
示
し
、
二

行
軍
で
は
「
称
名
念
仏
」
を
挙
げ
て
方
法
を
示
し
、

本
願
市
で
は
そ
の
根
拠
・
理
由
を
示
す
。

い
よ
い
よ

も
っ
て
、
上
人
の
択
法
眼
の
確
か
さ
を
思
う
。

法
然
上
人
は
、
そ
の
釈
惇
以
米
の
縁
起

・

相
依
性

の
体
得
に
よ
っ
て
、
無
比
の
柔
軟
性
を
得
た
も
の
で

あ
っ
た
。
か
っ
、
そ
れ
は
「
集
」
中
に
も
散
実
見
す

る
ご
と
く
、
「
意
胤
ね
」
き
総
体
的
口
配
り
に
よ
っ
て
、

称
名
往
生
の
白
宗
と
余
他
の
品
教
と
の
通
低
を
も
身

慮
に
入
れ
た
上
で
の
、
し
か
し
厳
し
い
諸
教
批
判
を

展
開
し
た
の
で
あ
る
。

通
低
ゆ
え
に
一
切
諸
教
の
要

旨
を
浄
上
に
含
み
人
れ
つ
つ
、
し
か
も
諸
宗
品
教
の
、

仏
教
無
我
の
現
実
否
定
を
忘
れ
た
現
実
解
消
件
を
衝

い
た
の
で
あ
っ
た
。
聖
道
の
此
上
性
言
及
が
そ
れ
だ
。

。
。

恥
は
今
、
空
海
の
文
帝
に
親
し
ん
で
い
る
。

そ
の

高
度
な
漢
文
体
、
わ
か
ら
ぬ
点
多
い
な
が
ら
も
快
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
空
海
の
全
仏
教
史
と

に
お
け
る
法
身
説
法
の
完
成
態
は
、
「
心
・
仏
及
び

衆
生
」
無
差
別
の
「
仏
L
の
面
を
代
表
し
て
い
る
と
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見
え
る
。

そ
の
点
で
、
禅
の
「
是
心
是
仏
」
、
こ
と

に
親
鴛
の
寸
衆
生
の
信
心
即
仏
」
説
と
並
ぶ
こ
と
に

な
る
。

又
そ
れ
は
、
印
度
仏
教
の
梢
栴
た
る
唯
品
の

三
性
説
と
も
砥
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず

れ
も
現
実
肯
定
に
傾
る
点
、
釈
尊
無
我
の
教
に
抵
解

す
る
。

ま
た
、
陀
究
高
の
あ
ら
ま
し
を
読
み
終
え
る

。

し

か
し
、
彼
が
か
な
り

一
念
義
に
傾
い
た
人
で
あ
る
こ

と
は
確
か
な
よ
う
で
、
彼
が
晩
年
ま
で
天
台
か
ら
離

れ
な
か
っ

た
こ
と
よ
り
し
て
も
傾
け
る
だ
ろ
う

。

た
だ
、
そ
れ
で
あ
り
つ
つ
、
多
念
義
を
主
附
し
た

と
す
れ
ば
、
上
人
の
信
一
念

・

行
一
形
の
中
道
に
沿

う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
「
滅
罪
劫
数
義
」

や
「
散

苦
義
問
答
」
な
ど
の
府
眼
や
問
符
体
に
、
上
人
の

「
認
・

否
」
二
様
の
相
依
性
に
基
づ
く
簡
単
性
に
比

し
て
、
な
お

J
n
p調」
を
感
じ
て
な
ら
ぬ
の
で
あ
る。

〈現
実
否
定
〉

現
実
の
否
定
の
何
定
は
、
現
実
行
定
と
連
な
っ
て

こ
よ
う

。

又
、
「
白
分
の
の
ほ
う
で
J
ら

っ
た
ら
い

け
な
い
」
と
い
う
の
は
む
ず
か
し
い
、
と言
っ
て
い

る
が
、
当
然
で
あ
る
。

自
刈

・

他
刈
相
対

・

感
応
し

か
な
か
ろ
う
。

「
窓
ぶ
し
て
出
来
る
こ
と
は
半
分
、

あ
と
の
半
分
は
向
こ
う
か
ら
」
と
吉
本
隆
明
氏
が

一言
っ
て
い
る
。
そ
れ
し
か
な
い
の
だ
。

親
情
、
「
す

さ
ま
じ
い
急
進
派
」
と
い
う
の
は
弘
も
同
感
で
、
仏

教
の
相
依

・

縁
起
性
の
理
か
ら
は
ず
れ
か
か
っ
た
、

大
変
危
険
な
仏
教
家
だ
と
私
は
思
う

。

現
実
否
定
の
視
点
を
堅
持
し
な
け
れ
ば
、
現
実
は

向
上
し
て
い
か
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
よ
り
稗
い
現
実

を
目
指
そ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
時
の
現
状
は
、
理

忽
と
す
る
「
よ
り
苦
い
」
状
態
よ
り
惑
い
は
ず
だ
か
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ら
で
あ
る
。
即
ち
、
理
惣
を
目
指
す
に
は
、
現
実
否

定
の
視
点
が
不
可
欠
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
無
理
に
現
実
を
好
定
し
、
無
に
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
常
に
よ
り
普
い
理
想
を
認
め
て
の
こ

と
な
の
だ
。
そ
の
現
実
否
定
を
教
え
る
の
が
仏
教
無

我
の
教
え
。
勿
論
、
現
実
は
そ
れ
と
し
て
認
容
す
る
。

〈歎
諒
む
は
罪
に
て
候
ふ
か
〉

岐
本
冬
美
に
芸
術
選
焚
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
ま

こ
と
に
快
心
事
で
あ
っ
た
と
、
今
さ
ら
改
め
て
思
う
。

彼
女
の
暢
や
か
な
歌
削
の
実
・
刀
は
、
今
ご
ろ
の
歌

謡
界
に
あ
っ
て
、
抽
ん
で
た
風
姿
を
示
す
。

し
か
も

、

い
わ
ば
か
な
り
泥
く
さ
い
演
歌
の
歌
い
手
で
あ
り
つ

つ
、
「
ヒ
ズ
L
と
か
い
、
つ
ニ
ュ
ー
ズ
・

ロ
ッ
ク
バ
ン

ド
と
組
ん
で
こ
れ
も
軽
妙
な
味
を
発
散
す
る
な
ど
、

ま
さ
に
快
い
活
蹴
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
彼
女
の
ピ
プ
ラl
ト
に
少
し
の
不
自
然
さ
、

又
、
低
汗
の
長
持
に
少
し
の
不
快
感
あ
り
。

。
。

仏
教
文
学
、
と
い
う
よ
り
も
、
文
学
に
表
わ
れ
た

仏
教
性
を
摘
出
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
う
い
う

意
味
の
仏
教
文
学
で
あ
る
と
、
ま
ず
定
義
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
仏
教
の
兵
髄
た

る
「
相
依

・

縁
起
、
無
我
」
の
姿
勢
が
納
得
さ
れ
て

い
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
現
実
相
と
、
現
実r内
定

相
と
、
そ
の
浄
化
の
過
杭
と
、
そ
の
三
つ
が
生
か
さ

れ
て
い
る
文
学
。

今
の
と
こ
ろ
私
に
は
、
そ
の
意
味

で
は
、
武
田
泰
淳
の
文
学
し
か
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
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〈
仏
教
と
生
命
と
自
然
〉

袴
谷
悲
昭
氏
『
批
判
仏
教
』
中
の
「
批
判
と
し
て

の
学
問
」
を
必
む
。
か
ね
て
氏
の
本
党
思
怨
批
判
に



同
感
の
点
多
い
と
感
じ
て
い
た
が
、
今
回
、
氏
の
文

市
を
読
ん
で
、
私
と
の
相
逃
点
が
判
っ
て
き
た
。
即

ち
、
氏
の
現
状
批
判
は
、
こ
と
に
差
別
の
現
実
へ
の

批
判
と
し
て
、
言
葉
で
批
判
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
恥
の
現
実
批
判
は
観
念
化
と
し
て
、

い
わ
ば
「
語
る
に
落
ち
る
」
の
で
は
な
く
、
「
行
」

を
も
っ
て
燕
伐
を
体
得
す
る
た
め
の
、
現
実
宵
定
的

傾
向
へ
の
全
批
判
で
あ
る
点
の
違
い
だ
。

袴
谷
氏
の
本
覚
思
想
批
判
は
、
そ
の
意
、
安
易
な

現
実
行
定
に
陥
っ
て
、
差
別
等
へ
の
視
点
を
な
く
し

て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
に
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
な
は
少
し
違
う
。
そ
の
現
実
肯
定
性
を
批
判
す

る
点
は
同
じ
だ
が
、
そ
し
て
、
現
実
に
あ
っ
て
の
、

差
別
的
現
実
を
批
判
す
る
こ
と
も
勿
論
含
む
が
、
現

実
肯
定
へ
の
批
判
ゆ
え
に
、
あ
く
ま
で
総
体
的
な
現

実
否
定
を
旨
と
す
べ
き
だ
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
仏

教
の
真
意
は
、
「
無
我
」
「
寂
滅
L
の
現
実
否
定
に
こ

そ
あ
る
と
思
う
か
ら
だ
。

。

。

「
い
の
ち
」
の
思
想
は、
厳
密
に

-ぎ
う
な
ら
、
仏

教
無
我
の
与
え
と
措
治
す
る
と
思
う
。
砕
か
に
釈
部

の
教
の
中
に
、
「
衆
生
」
と
し
て
、
い
の
ち
を
持
っ

て
い
る
点
で
共
通
も
す
る
し
、
又
、
大
経
の
中
に
は

「
無
&
舟
」
を
探
勝
す
る
。
し
か
し、
そ
れ
は
相
対

的
現
実
相
か
ら
見
た

一
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
「
生
命
」
観
に
絶
対
性
を
与
え
る
べ
き
で
な
か

ろ
う
。
寸
い
の
ち
」
と
い
う
、
少
し
感
傷
的
で
絶
対

的
(
と
見
え
る
)
も
の
に
寄
り
か
か
る
の
は
、
絶
対

性
を
排
す
る
仏
教
と
し
て
慎
む
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
。
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。

日
本
は
向
然
の
美
し
さ
が
、
宗
教
的
超
謹
を
な
す

上
で
一
つ
の
陥
穿
に
な
っ
て
い
る
と
忠
う
。
そ
ん
な



こ
と
が
思
わ
れ
る
夕
べ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と

に
沙
棋
な
ど
と
迎
い
、
あ
ま
り
に
も
美
し
い
白
然
に

必
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
自
然
に
も
た
れ
か
か
り

ゃ
が
て
自
然
に
解
消
し
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
、
現

実
へ
の
反
省
に
伴
う
現
実
批
判
性
が
稀
薄
に
な
っ
て

い
く
。
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
を
勝
過
し
て
い
る
と

い
わ
れ
る
所
似
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
点
で
、
川
端
康

成
の
「
美
し
い
円
本
」
制
も
.
向
与
さ
れ
る
べ
き
だ
。

〈宗
散
と
一
枚
起
請
文
〉

月
一影
の
い
た
ら
ぬ
虫
は
な
け
れ
ど
も

な
が
む
る
人
の
こ
こ
ろ
に
ぞ
す
む

こ
の
法
然
上
人
の
歌
の
意
、
今
に
し
て
よ
う
よ
う

把
え
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
の
句
の
寸
普
遍
」
性
は
、

ま
さ
し
く
冶
京
共
「
通
」
性
を
衣
わ
し
、
下
の
句
は、

そ
の
普
遍
共
通
の
点
尖
の
理
を
、
個
々
「
別
」
々
に

体
得
す
る
外
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
こ
そ
、
主
符
「
選
択
集
」
縁
起
・
相
依
の
理

と
ぴ
っ
た
り
抗
な
る
の
で
あ
っ
て
。
「
通
・
別
」
相
依

代
は
「
選
択
集
」
の
一
つ
の
奥
義
で
も
あ
る
と
忠
う
。

。
。

『
一
枚
起
請文
』

、

「
唐
土
・

我
朝
に
、
も
ろ
も
ろ

の
智
若
た
ち
の
沙
汰
し
中
さ
る
る
念
仏
に
も
う
あ
ら

ず
。
」
こ
と
に
「m
k
・

技
蛸
」
の
智
将
述
を
.
内
定

す
る
と
こ
ろ
、
印
度
を
合
ま
ぬ
所
に
意
味
も
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
は
、
必
品
川
で
な
い
批
判
性
だ
。
さ
ら
に
、

コ
ニ
心
・

四
修
」
な
ど
も
「
市
無
阿
弥
陀
仏
と中
L

す
中
に
「
こ
も
り
侯
血
」
と
さ
れ
る
こ
と
、
浄
よ
門

に
一
切
を
含
み
、
「
浄
土
に
漏
れ
た
る
法
門
な
き
」

統
県
性
に
も
言
及
し
て
、
ま
さ
に
上
人
最
期
に
あ
っ

て
も
、
批
判
と
統
娯
の
相
依

・

総
体
性
は
柳
か
も
減

じ
て
い
な
い
。

- 21 ー



4---畠】一ー品 、 』 ー・今一ーや吟山由ーー一目旬、一- -
-同司・.. _', ~ _. .‘・d 司民一ー

同
州
の
し
ら
べ-生
活
の
う
た
回

万
葉
歌
人
輩
出
す

・

壬
申
の
乱

え
と
じ
ん
し
ん

干
成
問
年
は
下
支
の
上
か
ら
壬
中

(み
ず
の

え
さ
る
の

)
年
で
あ
る
。

本
年
か
ら
千
一
一
ニ
n
-

一

τ

ん

む

十
年
前
の
天
武
元
年

(
六七
一
乙
も
壬
中

の
年

こ
う
品
ん

で
あ
る
。

天
武
元
年
は
弘
文
元
年
と
も
い
う
。

軍声需品唄酔唱

一 22 -

細

降.

善
(俳
沙
門
前
}

回

ふ
ふ
と

ι

司
A
-

明
治
三
年
に
な
っ
て

大
友
弘
子
に
お
く
ら
れ
た

弘
文
天
日
の
祢
号
で
あ
る
。

こ
の
年
に
壬
巾

の

乱
が
起
き
て
わ
が
悶
発
展
史
ヒ
大
き
な
影
怖
を

う
え
た
の
で
あ
る
。



唄伊.... ・曙静司揖

ま
ん
よ
う

し
か
も
こ
の
こ
ろ
か
ら
天
皇
を
は
じ
め
万
葉

の
歌
人
が
つ
ぎ
つ
ぎ
活
蹴
し
、
万
葉
集
に
秀
れ

て
ん

じ

た
歌
が
登
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

天
科

(て
ん

時'・‘・，嶋崎町

ち
)
天
皇
は
壬
中
の
乱
の
前
年
に
な
く
な
ら
れ

た
こ
と
が
壬
申
の
乱
の
導
火
線
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

天
智
天
皇
も
ま
た
歌
人
で
あ
る

。

つ
ぎ
の
歌

は
、
「
百
人

一
首
L
の
ト
ッ

プ
を
飾
っ
て
知
ら

れ
て
い
る
散
で
あ
る

。

い
ほ

と
止

秋
の
問
の
か
り
ほ
の
庵
の
円
を
あ
ら
み
わ

ニ
巧
も

で

が
衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ
又
符
天

q

主
か
の
h
お
止
の
h
A
V

じ

天
智
天
皇
は
中
大
兄
皇
子
で
あ
っ
た
と
き

た
い
か
か
い

L

ん
や
ま
と
ゐ
す
か

に
大
化
の
改
新
を
断
行
、
都
を
大
和
の
飛
鳥
か

お
お
み
乱
の
お

つ
の
み
や
ゐ
お
み
れ
い

ら
近
江
の
大
津
常
に
移
し
、
近
江
令
を
制
定
、

こ
の
と
き
か
ら
年
号
を
使
用
し
大
化
元
年

(六

四
五
)
と
称
し
、
中
央
集
椛
体
制
が
確
也
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
天
2
が
な
く
な

お
お
と

る
の
み
h
u

る
と
弘
チ
の
大
ぃ
以
内
』
子
(弘
文
天
主
)

身
命
島
町t

の
お
れ
柑
じ
て

ん
む

弟
の
火
山
神
人q
f

(天
武
天
色
)

と
阜

と
の
間
に
忠

位
継
承
の
争
い
が
発
生
し
た
の
で
あ
る。

由
か
た

お
お
宮
み

天
智
天
皇
に
召
さ
れ
た
額
四
の
王
は
代
表

的
な
女
性
万
葉
歌
人
で
あ
る
が
、
大
海
人
皇
子

と
ち

と
ち

の
ひ
め
み
・
.

と
相
愛
と
な
り
十
市
皇
女
を
産
む
ほ
ど
で

あ
っ
た
。

夫
虫
の
と
も
を
し
て
出
か
け
た
と
き
、

23 

大
海
人
弘
子
を
思
っ

て
、
つ
ぎ
の
歌
が
万
柴
集

に
載
っ

て
い
る
。

君あ
がか
柑I~ ね
振さ
るす

u 

紫3

野の

rr 
き
野の

は
み
ず
や

飯
田
王

こ
の
歌
に
答
え
た
大
海
人
皇
子
の
歌
が
万
葉

集
に
あ
る
。

U
ら
害
事

い
も
ひ
と

づ
2

紫
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
長

あ
れ
了
い

ゆ
ゑ
に
抜
恋
ひ
め
や
も

大
泌
人
日
ι
』
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天
智
天
主
が
な
く
な
っ
た
半
年
後、

山
野
に

入
っ
て
い
た
大
海
人
皇
子
は
兵
を
あ
げ
、
各
地

の
軍
を
結
集
し
大
友
皇
子
の
軍
を

日

か
月
に

破
っ
て
大
勝
を
し
た
の
で
あ
る
。
大
津
の
都
は

落
ち
て
大
友
皇
子
は
自
決
し
た
。
大
海
人
皐
子

あ
ず
か

は
大
和
に
帰
り
、
飛
鳥
の
宮
を
た
て
、
翌
天
武

二
年
(
六
七

一
二
)即
位
し
て
天
武
天
皇
と
称
さ

れ
た
。

壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
前
代
以
来
の
此
豪
族
の

勢
力
を
抑
圧
し
、
律
令
制
度
を
確
立
し
て
天
日

中
心
の
中
央
集
椛
の
政
治
が
推
進
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
大
陸
と
の
交
流
を
尚
め
、
文
化
の

興
降
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

め
か
み
ど
り

天
武
天
2
は
朱
お
元
年

(
六八
六
)
な
く

H
U
L
C
A
J
 

な
ら
れ
て
そ
の
氾
后
が
即
位
し
持
統
天
日
と
称

し
た
。

天
皇
も
歌
人
に
し
て
、
つ
ぎ
の
歌
が
百

人
.
汁
の
天
智
天
包
の
つ
ぎ
に
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

す春
て過
ふぎ
天2 て
の夏

宣: 主主
山2 け

ら
し
自主
妙2
の

衣3
ほ

持
統
天
白
官

こ
の
歌
は
万
葉
集
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
百
人

一
首
の
若
干
変
形
さ
れ
て

い
る
。

-

た
し
ろ
二
ろ
も

は

春
過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
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し
た
り
天
の
香
具
山

持
続
H火
山

百
人
-
首
の
口
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
数
行
の
万

葉
歌
人
の
歌
を
観
賞
す
る
こ
と
と
す
る

。

や
a

ど
り

あ
し
び
き
の
山
ね
の
出
の
し
だ
り
地
の
な

富田作 が
士子ε な
ののが
高~ ?TIìし
嶺白に 夜
にう を
::;ちひ
はい と
l昨で り
りて か
つみ も
つれ泌

ぱ. のむ
II l i 内 L 小li品
苦líØ; !;} ろ本t
Aミt 砂正人r
人2 の府i
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ー司 壬

ノ工 申の天2 をか
の山の見さ

~ . 乱に町、れき行発 一凶 後いふぱぎ
六 戸 はでり夜の

発 車I! I 著しきぞ渡
学 / I 名月けふせ

浮 本 物 なか見ける
ノ世 主 万もれに橋

絵 載 葉ばけに
ンほ の 歌春守る in

か H 三五 人 日がく

ブ 写，件 目ロ が 語麿;i な 伴持太Zト4Z at 蜘 ~'ù 真 の』 つるの
内 ぎ 三み内ル m凶 ß:定 つ笠2 き

版 だ
社一 江

4緑川、 東京普 五O 制百(符 (訴叫L 点 緒
主 Q 収 あ t争
8 三 宿 録 ふ スz 土
七 三 区 れ 。

| 二 新る 同 一
4 六小兵 細 旦 。

- )L 川 ・ 袋 242y 0 
0 |E 定本 間出 頁上 '!V JI 
今 τ1、価九 段 22 正

隆 去 RS
〒 三 九 八 L 月 」保HJ「匹陸 わ- lo 
三三 5 0 善 はぴ

_._ 円
ノ、 -ー 豊i I I ~ハj は
七 憩」

の嬰
六 著 i F 
ヒ の

ーー

25 -



三五
回口

季

や

.... .}、

り

壬
申
の
年
ω

踏
み
迷
ふ
歴
史
の
迷
路
夜
半
の
各

六
一
二
年
の
壬
申
か
ら
六
七
二
年
の
壬
中
ま
で
の

六
0
年
間
の
後
半
は
、
律
令
国
家
成
立
に
向
け
て

着
々
と
そ
の
地
歩
を
固
め
て
い
た
時
代
が
あ
る
。
そ

み隆

(昌

木3

下主

随隆;
。夜 '

さ一:

の
第

一
歩
が
六
四
五
年
に
起
き
た
ク
ー
デ
タ
ー
で
、

蘇
抜
大
限
家
の
専
舗
を
憎
ん
で
い
た
豪
族
の
.
小
平
分

子
が
中
大
兄
皇
子
を
戴
い
て
、
蘇
我
入
鹿
抹
殺
に

奔
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
蘇
我
氏
の
一
族

で
あ
る
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
や
蘇
我
赤
兄
も
含
ま

- 26-



れ
て
い
た
。

ク
ー
デ
タ
ー
の
引
き
金
と
な
っ
た
の
は
、
六
四

三

年
、
父
蝦
央
の
命
に
よ
り
、
人
鹿
が
山
背
大
兄
王
を

大
和
斑
地
与

(現
法
降
与
)
に
攻
め
て
、
円
殺
に
迫

い
や
っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

野
明
・

皐
極
と
続
い
た

皇
位
継
承
問
題
の
余
越
が

、

一
五
年
間
も
慎
り
続
け

て
い
た
の
で
あ
る
。

禍
棋
を
断
つ
に
は
、
山
背
を
亡

き
者
に
す
る
の
が

ご
苦
手
っ

取
り
早
い
店
法
で
、

「
朝
廷
に
対
し
謀
反
の
兆
あ
り
」
と
い
う
の
が
そ
の

理
由
だ
っ
た
が
、
山
背
大
兄
王
の
預
か
り
知
ら
ぬ
こ

と
で
あ
っ
た
。

山
品川
の
死
は
豪
族
聞
に
一
民
蘇
我
の
機
運
を
向
め
る

効
果
は
あ
っ
た
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
結
び
つ
く
ま
で

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

部
川
明
天
皇
の
第二
皇
子
中
大

兄
皇
子
も
蘇
我
大
臣
家
の
覆
滅
を
図
っ
て
い
た
が
機

会
に
忠
ま
れ
ず
、
徒
ら
に
時
は
流
れ
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。

し
か
し
、
志
を
同
じ
く
す
る
中
臣
鎌
足
を

軍
師
に
迎
え
、
石
川
麻
呂
等
を
反
蘇
我
陣
営
に
引
き

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
構
想
は
閤
ま
り
、

後
は
き
っ
か
け
を
待
つ
だ
け
と
な
っ
た
。

六
四
五
年
の
夏
、
朝
鮮
か
ら
の
使
者
を
接
見
す
る

目
、
中
大
兄
が
病
に
臥
し
た
た
め
、
急
拠
そ
の
役
目

は
入
鹿
に
廻
っ
て
き
た
。

前
夜
密
か
に
皇
子
の
使
者

と

し
て
石
川
麻
吊
が
入
鹿
を
訪
ね
、
そ
の
日
}
け
を
袋
J

し

た
の
で
あ
る
。

入
胞
は
か
ね
て
か
ら
皇
子
等
の
動

向
に
は
注
意
を
払

っ

て
い
た
が
、
使
者
が
同
族
の
石

川
麻
目
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
つ
い
気
を
許
し
て

引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
。

山
AF
に
懇
願
さ
れ
る
と
悪

い
気
は
し
な
か
っ
た
し

、
代
理
が
務
ま
る
の
は
こ
の

俺
し
か
な
い
と
い
う
向
負
も
あ
っ
た
。

翌
朝
、
入
鹿
が
衣
冠
を
正
し
て
太
極
殿
に
入
る
と
、

案
内
役
の
石
川
麻
呂
に
「
お
腰
の
も
の
を
」
と
体
よ

- 27 ー



く
偏
刀
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
な
に
も

介
さ
な
か
っ
た
。
「
し
ば
ら
く
お
待
ち
を
」
う
や
う

や
し
く
一
札
す
る
と
、
石
川
麻
呂
は
そ
そ
く
さ
と
接

見
の
聞
を
退
出
し
た
。
正
面
に

一
つ
、
ぽ
つ
ん
と
玉

座
が
置
か
れ
て
い
る
だ
け
の
殺
風
景
な
部
屋
で
あ
っ

た
。
玉
座
に
近
づ
く
と
、
入
鹿
は
そ
の
肘
掛
け
に
手

を
触
れ
て
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
た
。

〈
早
晩
、
俺
は
こ
の
締
子
に
坐
る
こ
と
に
な
る
〉

そ
の
時
で
あ
っ
た
。
王
座
の
背
後
の
幕
を
挨
ね
上

げ
数
名
の
兵
が
現
れ
、
物
も
一
戸
わ
ず
に
手
に
し
た
鉄

姶
を
入
鹿
の
身
に
突
き
刺
し
た
。
兵
の
中
に
は
日
頃

入
鹿
の
身
辺
敬
後
に
当
た
っ
て
い
る
若
の
顔
も
あ
っ

た
。「

な
ぜ
だ
!
な
ぜ
貫
徹
が
:
:
:
」

一
言
附
く
よ
う
に
コ
う
と
、
入
鹿
は
絶
命
し
た
。

「
天
謀
だ
/
天
謀
で
あ
る
ぞ
/
」

と
喚
く
石
川
麻
呂
の
戸
も
、
も
う
入
鹿
の
耳
に
は

届
か
な
か
っ
た
。
あ
っ
け
な
い
最
期
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
も
っ
と
哀
れ
だ
っ
た
の
は
蝦
央
で
あ
っ
た
。

入
鹿
殺
さ
る
の
報
に
、
私
兵
を
を
集
め
て
ク
ー
デ

タ
ー
派
と

一
戦
交
え
よ
う
と
し
た
が
、
兵は
逃
散
し
、

味
方
す
る
豪
族
も
な
く
、
翌
日
、
彼
は
邸
に
火
を
放
っ

て
自
ら
火
中
に
身
を
投
じ
て
果
て
た
。
一
五
O
年
近

く
も
権
謀
術
数
の
限
り
を
尽
く
し
て
我
が
世
の
春
を

謡
歌
し
て
い
た
鮮
我
大
臣
家
は
、
た
っ
た
こ
日
で
滅

ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

- 28-

こ
の
政
変
に
よ
っ
て
屯
械
天
氾
は
辺
位
し
、
ク
ー

デ
タ
ー
の
立
役
将
と
な
っ
た
中
大
兄
に
叩
位
を
促
し

た
が
が
問
辞
し
た
た
め
、
や
む
な
く
尖
弟
の
純
白
子

に
後
事
を
託
し
、
こ
こ
に
第

三
六
代
孝
徳
天
日
の
誕

生
を
見
た
が
、
同
時
に
ク
ー
デ
タ
ー
派
は
鎌
足
の
献

策
に
従
っ
て
、
中
大
兄
の
異
母
兄
で
あ
る
十
日
人
大
兄



の
皇
太
子
位
を
剥
奪
し
て
中
大
兄
を
皇
太
子
に
立

て
、
保
我
色
を
-
掃
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

そ
し

て
、
先
進
国
府
に
倣
っ
て
「
大
化
」
と
い
う
元
号
を

定
め
、
都
を
難
波
へ
避
し
、
中
央
集
権
国
家
と
し
て

の
形
態
を
整
え
る
た
め
に
、
翌
年
に
は
早
く
も
、
私

有
地
・

私
有
民
を
禁
止
し
て
豪
族
を
締
め
つ
け
、

国
・

郡
・

皇
制
に
よ
る
地
方
行
政
権
の
朝
廷
集
中
、

ま
た
調
査
に
よ
る
よ
り
ぷ
細
な
戸
籍
の
作
成
や
班
回

収
授
法

(満
六
成
以
上
の
児
子
に

-
一段
、
'
k，
ナ
に
は

そ
の
三
分
の
二
、
奴
叫
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の

一
を

基
準
と
す
る
口
分
間
を
授
け
て
終
身
用
益
を
詐
す
。

そ
し
て
、
死
ね
ば
そ
の
耕
回
は
国
家
に
帰
属
す
る
こ

と
と
し
、
出
来
高
の
約
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
徴
収
す
る
。

な
お
、
公
平
を
期
す
る
た
め
に
、
耕
田
は
六
年
ご
と

に
割
換
え
を
行
う
)
の
実
施
、
調

・

服
な
ど
税
制
の

統
一
の
四
綱
日
か
ら
成
る
改
新
の
認
を
公
布
し
て
い

る
。

難
波
に
遷
都
し
た
の
は
外
交
政
策
に
基
づ
く
も

の
と
忠
わ
れ
る
が
、
事
実
数
次
の
遣
問
使
船
も
、
百

済
救
援
に
向
か
う
述
従
軍
の
船
問
も
、
こ
の
離
波
作

か
ら
発
進
し
て
い
る
。

こ
の
都
は
六
五
O
年
頃
に
は

捨
て
ら
れ
、
朝
起
は
飛
鳥
へ
戻
る
こ
と
に
な
る
が
、

防
衛
上
の
見
地
か
ら
か
、
新
政
権
に
対
す
る
豪
族
た

ち
の
不
穏
な
動
き
を
察
知
し
て
と
ら
れ
た
措
慌
で

あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
出
来
上
が
っ
た
ば
か

り
の
都
を
治
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か

ら
、
余
柏
村
切
尚治
ま
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
に
迎
い
な

い
。

捨
て
ら
れ
た
の
は
都
だ
け
で
な
く
、
六
五
四
年
、

孝
徳
天
皇
は
失
意
の
う
ち
に
こ
の
地
で
寂
し
た

。

も

は
や
新
政
権
は
統
率
者
と
し
て
の
天
皇
を
必
要
と
せ

ず
、
単
な
る
象
徴
と
し
て
の
天
皐
し
か
認
め
て
い
な

か
っ
た
節
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
孝
徳
天
日
の
奴

後
も
中
大
兄
は
即
位
せ
ず
、
ァ

度
退
位
し
た
り
川
崎
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を
再
び
即
位
さ
せ
て
第
三
七
代
斉
明
天
皇
と
し
、
ほ

天
巳
が
朝
鮮
遠
征
の
途
次
筑
紫
朝
合
符
で
病
奴

(六

六
一
年
)
し
た
後
も
称
制
政
治
を
敷
き
、
第
五
八
代

天
智
天
皇
の
位
に
就
い
た
の
は
、
更
に
七
年
後
の
六

六
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
化
の
改
新
後
常
に
天

皇
の
陰
に
あ
っ
て
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
様

は
、
鮮
我
大
臣
家
の
ひ
そ
み
に
倣
っ
た
観
が
な
い
で

も
な
い
が
、
革
新
政
治
を
行
う
に
は
、
こ
れ
以
外
に

点
法
が
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

七
年
間
も
天

息
不
必
で
、
祢
制
と
い
う
変
則
的
な
政
治
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
背
民
に
は
、
新
制
に
よ
っ
て
、
か

つ
て
所
有
し
て
い
た
権
利
を
朝
廷
に
召
し
上
げ
ら
れ

た
豪
族
た
ち
の
不
満
が
高
じ
て
、
い
つ
ど
の
地
か
ら

反
乱
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
状
態
に
置
か
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

中
大
兄
に
と

っ

て
は
、
正
に
外

優
外
忠
交
々
至
る
と
い
っ

た
毎
日
で
あ
っ
た
こ
と
は

否
め
な
い
。

政
治
の
上
で
大
海
人
皇
子
の
名
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
る
の
は
こ
の
時
期
で
、
筑
紫
に
と
ど
ま
っ
て

防
衛
軍
の
指
抑
を
執
っ
て
い
た
大
海
人
が
飛-
Uへ
呼

び
反
さ
れ
て
、
す
ぐ
さ
ま
新
政
の
行
き
過
ぎ
を
是
正

す
る
形
の
、
豪
族
の
主
権
者
た
ち
に
私
兵
を
持
つ
こ

と
を
許
し
、
こ
れ
ま
で

一
九
階
だ
っ
た
冠
位
を
二
六

に
噌
や
し
て
、
下
級
抗
族
や
氏
族
た
ち
の
官
人
登
用

を
脊
易
に
す
る
施
策
を
、
大
海
人
息
子
の
名
で
行

一布

し
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
れ
は
大
海
人

個
人
の
与
え
で
は
な
く
、
中
大
兄
や
側
近
の
鎌
足
等

と
合
意
の
上
で
布
告
で
あ
っ
た
が
、
再
ぴ
自
分
の
一

存
で
徴
用

・

徴
税
の
可
能
な
私
民
を
持
つ
権
利
を
回

復
し
た
背
後
族
た
ち
の
日
に
は
、
大
海
人
皇
子
は
輝
く

朝
廷
の
足
と
映
っ
た
に
追
い
な
い
。

<U

大
海
人
は
針
明
天
q
の
第
一
一
一
弘
子
で
あ
る
が
、
生



年
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
実
兄
の
中
大
兄
と
ど
の
ぐ

ら
い
年
が
離
れ
て
い
た
の
か
見
当
の
つ
け
よ
う
が
な

い
。
大
化
の
改
新
の
時
、
中
大
兄
は

一
九
歳
で
あ
っ

た
が
、
大
梅
人
が
こ
の
企
て
に
参
画
し
て
い
な
い
と

こ
ろ
を
比
る
と

.
O
成
ぐ
ら
い
逃
う
よ
う
に
も
思
え

る
し
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
の
娘
を
贈
り
合
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
妃
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
と
、
そ

れ
ほ
ど
年
の
差
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
の
で

あ
る
。

大
化
の
改
新
以
後
の
政
治
に
は
幾
つ
か
の
矛
盾
が

あ
る
が
、
そ
の

一
つ
が
三
度
に
わ
た
る
選
都
で
あ
る

る
。
税
制
を
改
め
て
別
収
を
制
り
、
そ
れ
を
膨
脹
す

る
軍
備
に
当
て
て
い
た
時
、
飛
鳥
か
ら
難
波
へ
、
難

波
か
ら
同
ぴ
飛
心
へ
、
.
史
に
成
ね
か
ら
近
江
へ
と
、

思
か
れ
た
よ
う
に
金
の
か
か
る
遷
都
を
繰
り
返
し
て

い
る
の
で
あ
る
ま
た
、
こ
の
新
政
の
舵
進
有
た
ち

は
、
か
つ
て
蘇
我
大
臣
家
が
為
し
た
ご
と
く
、
邪
魔

者
は
「
謀
反
」
と
い
う
民
に
か
け
て
、
次
々
に
抹
殺

し
て
い
る
。
主
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
市
人
大
兄

q
チ
、

ク
ー
デ
タ
ー
の
功
労
者
の
一
人
蘇
我
合
山
田
石
川
麻

凡
、
不
徳
天
白
の
第

4
q
F
術
品
内
b

チ
等
が
、
そ
の

犠
牲
者
で
あ
る
。
大
海
人
皇
子
が
軍
事
面
を
掌
握
し

て
中
大
見
の
弥
制
政
治
を
さ
さ
え
て
き
た
こ
と
に
疑

い
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
ど
の
ぐ
ら
い
深
く

関
わ
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
恐

ら
く
殆
ど
タ
ッ
チ
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
中
大
兄
が
即
位
し
た
時
、
議
も
が
大
海
人
が
皇

太
子
に
な
る
、
つ
ま
り
む
位
継
承
折
の
地
位
に
就
く

も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
た

だ
鎌
足
か
ら
制
限
の
総
ぷ
と
い
う
形
で
就
任
の
打
必

が
あ
っ
た
が
、

「
み
ん
な
が
そ
う
思
っ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
で
い
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い
で
は
な
い
か
。

俺
は
そ
ん
な
七
面
倒
央
い
身
分
は

性
に
合
わ
な
い
が
:
:
:

」

と
笑
っ
て
受
け
な
か
っ
た
。

J
M占
な
ど
に
は
般
若

し
な
い
お
お
ら
か
な
性
格
で
あ
っ
た
し
、
天
皇
か
ら

一
言
も
そ
の
要
請
は
な
か
っ
た
。

庶
子
で
は
あ
る
が

天
皇
に
は
大
友
皇
子
と
い
う
立
派
な
後
継
ぎ
が
い

た
。
母
が
卑
し
い
身
分
の
出
で
あ
っ
た
た
め
、
と
か

く
世
間
か
ら
軽
く
見
ら
れ
が
ち
な
の
を

一
番
不
倒
に

思
っ
て
い
た
の
は
天
皇
で
、
称
制
時
代
か
ら
常
々
側

近
に
、

「
俺
に
も
し
も
の
こ
と
が
あ
れ
ば
大
友
を
頼
む
」

と
も
ら
し
て
い
た
の
で
、
大
海
人
の

U
か
ら
山
v
.トA

r
r
の
地
位
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、

す
る
意
思
も
な
か
っ
た
。

鎌
足
に
打
み
さ
れ
た
時
も
、

「
俺
の
役
目
は
天
皇
を
補
佐
し
て
民
心
を
安
ん
ず
る

こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
天
皇
に
か
か
る
火
の
粉
は

俺
が
代
わ
っ
て
被
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

物
心
つ
い
た
時

か
ら
俺
は
そ
う
心
掛
け
て
き
た
。

た
だ
あ
の
時
だ
け

は
俺
の
意
志
で
は
な
く
抗
公
の
献
策
に
従
っ
た
が
」

と
、
大
海
人
の
名
で
新
法
是
正
の
布
告
を
出
し
て
、

豪
族
の
反
乱
を
未
熟
に
防
い
だ
時
の
こ
と
を
持
ち
出

し
て
言
っ
た
。

「
し
か
し
、
あ
れ
で
一
番
得
を
し
た
の
は
、
こ
の
俺

だ
っ
た
か
も
し
れ
ん
な
」

32 -

「
あ
あ
、
皇
子
は
立
の
仁
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
』

鎌
足
は
、
天
む
と
は
全
く
性
怖
の
述
、
っ
こ
の
内
氏
チ

が
川
町
き
だ
っ
た。

「
念
品
、そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
俺
の
役
日

は
納

佐
役
に
徹
す
る
こ
と
だ
。

だ
か
ら
天
日
の
怠
に
添
わ

ぬ
似
は
俺
が
斬
る
!
」

「
さ
あ
、
皇
子
に
そ
れ
が
お
出
来
に
な
れ
ま
す
か
な
。

多
分
お
出
来
に
は
な
れ
ま
す
ま
い
よ
」

(続
く
)
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