
◎
は
じ
め
に

こ
れ
は
、
飛
鳥
時
代
に
生
ま
れ
、
奈
良
時
代
に
活
躍
し
た
大

僧
正
行ぎょう基き
菩
薩
の
歌
で
あ
る
。
山
深
き
林
に
鳴
く
山
鳥
の
声
に
、

亡
き
父
母
を
偲
ぶ
、
日
本
人
古
来
の
死
生
観
を
象
徴
す
る
一
句

で
あ
る
。
山
川
草
木
国
土
も
含
め
た
す
べ
て
の
自
然
に
、
成
仏

す
べ
き
「
仏ぶっ
性しょう」
を
認
め
る
思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
発

祥
の
地
イ
ン
ド
に
は
な
く
、
中
国
に
端
を
発
し
、
我
が
国
で
空

海
、
天
台
宗
を
通
じ
て
発
展
し
、
民
衆
に
も
浸
透
し
た
。

な
ぜ
、
鳥
類
で
あ
る
山
鳥
の
声
が
、
父
で
あ
り
、
母
で
あ
る

と
感
じ
ら
れ
る
の
か

こ
の
理
屈
を
超
え
た
感
性
は
、
今
日

多
く
の
日
本
人
に
も
無
理
な
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
太
陽

を
拝
み
、
自
然
を
敬
う
、
一
見
ア
ニ
ミ
ズ
ム

注
１
）
と
も
受
け

取
ら
れ
る
行
い
は
、
現
代
日
本
人
が
初
日
の
出
や
ご
来
光
を
有

難
く
拝
む
心
根
に
、
確
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

◎
「
樹
木
葬
」
を
巡
る
社
会
の
構
造
的
変
化

わ
が
寺
は
、
百
万
都
市
仙
台
に
隣
接
す
る
東
北
百
景
「
七
ツ

森
」
山
麓
に
佇たたずむ
。
山
中
の
湧
水
が
小
川
と
な
っ
て
境
内
を
巡

り
、
沢
蟹
、
ヤ
マ
メ
、
螢
が
生
息
す
る
。
秋
に
は
松
島
湾
か
ら

鮭
も
遡
上
す
る
自
然
豊
か
な
山
寺
で
あ
る
。
こ
の
地
で
昨
年
春

よ
り
「
樹
木
葬
」
を
開
設
し
た
と
こ
ろ
、
思
わ
ぬ
反
響
を
全
国
、

県
内
各
地
よ
り
頂
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
窺うかがい
知
れ
る
現
代
の

宗
教
事
情
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

「
樹
木
葬
」
と
は
、
従
来
の
石
造
り
の
お
墓
で
は
な
く
、
墓
域

と
さ
れ
る
地
面
に
穴
を
掘
っ
て
遺
骨
を
埋
葬
し
、
そ
の
墓
標
と

し
て
樹
木
を
植
え
、
ま
た
は
樹
木
を
目
印
と
す
る
自
然
葬
の
一

種
で
あ
る
。
そ
の
自
然
葬
の
一
種
で
あ
る
「
散
骨
」
は
、
石
原

裕
次
郎
の
兄
の
慎
太
郎
が
、

海
を
愛
し
た
弟
の
た
め
に
、
遺

骨
を
海
に
還
し
て
あ
げ
た
い
」
と
希
望
し
た
。
し
か
し
、
当
時

の
法
解
釈
で
は
認
め
ら
れ
ず
断
念
し
た
こ
と
で
、
一
躍
社
会
の

注
目
を
集
め
た

注
２
）
。
こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
そ
の
後
、

葬

法
話
シ
リ
ー
ズ
三十六

樹じ

ゅ

木も

く

葬そ

う

宮
城
県

禪
興
寺

住
職

梅
澤

徹
玄
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送
の
自
由
」
を
求
め
る
動
き
が
加
速
し
た
。
従
来
の
家
単
位
・

石
造
り
の
お
墓
の
概
念
に
縛
ら
れ
な
い
、
多
様
な
お
墓
の
あ
り

方
が
広
が
っ
た
。
一
方
、
少
子
高
齢
化
社
会
が
到
来
し
、
晩
婚

・
未
婚
化
、
離
婚
率
の
上
昇
と
と
も
に
、
家
代
々
の
墓
を
守
り
、

次
世
代
へ
継
承
し
て
ゆ
く
こ
と
の
困
難
さ
が
、
社
会
的
に
広
く

認
識
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
現
在
六
十
五
歳
以
上
と
な
っ
た
団

塊
世
代
の
多
く
は
、
地
方
か
ら
都
会
へ
出
て
就
職
し
、
核
家
族

で
子
育
て
・
教
育
、
マ
イ
ホ
ー
ム
建
設
に
励
み
、
出
世
競
争
に

鎬しのぎを
削
っ
て
き
た
。
よ
う
や
く
手
を
離
れ
自
立
し
た
子
供
た
ち

は
、
我
が
家
に
戻
る
こ
と
な
く
遠
方
に
暮
ら
す
。
今
は
ロ
ー
ン

を
完
済
し
た
夫
婦
二
人
の
老
後
生
活
を
送
っ
て
い
る
方
も
多
い
。

こ
の
多
数
は
、
自
分
達
と
子
供
、
孫
の
三
代
に
わ
た
り
、
家

の
中
に
仏
壇
が
あ
っ
た
こ
と
も
な
く
、
実
家
以
外
お
墓
も
な
く
、

檀
家
と
し
て
の
寺
と
付
き
合
い
も
な
く
、
定
年
を
迎
え
た
家
庭

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
従
来
の
家
単
位
で
の
、
家
長
を
中

心
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
宗
教
心
や
先
祖
供
養
の
心
が
醸
成

さ
れ
る
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
地
域
に
お
い
て
も
し
か
り
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、

家
」
の
象
徴
で
あ
る
「
お
墓
」
に
対
す
る
意

識
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
現
在
の
家
単
位
の
石

造
り
の
墓
が
主
流
と
な
っ
た
の
は
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
で

あ
る
。
そ
の
歴
史
は
、
五
十
年
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
最
近
の
傾
向

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
前
は
家
単
位
の
墓
地
の
敷
地
に
土
葬
を

し
て
、
自
然
石
の
個
人
墓
を
建
て
る
埋
葬
方
式
も
、
地
方
で
は

い
ま
だ
一
般
的
で
あ
っ
た
。
社
会
全
体
で
み
れ
ば
、
こ
の
形
式

が
主
流
と
な
り
半
世
紀
を
経
た
今
日
、
日
本
社
会
の
構
造
的
変

化
に
よ
り
「
制
度
疲
労
」
に
直
面
し
、
次
世
代
に
引
き
継
ぎ
、

維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
世
代
の

墓
の
守
り
手
が
い
な
い
、
子
供
が
あ
っ
て
も
お
墓
の
面
倒
を
掛

け
た
く
な
い
等
の
理
由
に
よ
り
、
新
た
な
墓
の
建
立
に
躊ちゅう
躇ちょ

し
、
回
避
す
る
人
々
の
模
索
が
始
ま
っ
て
い
る
。
今
や
近
親
者

の
死
去
に
際
し
、
火
葬
の
み
し
て
、
遺
骨
を
止
む
を
得
ず
自
宅

に
保
管
し
て
い
る
方
々
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

◎
西さい
行ぎょう
｜
桜
に
生
き
、
桜
に
死
す

『
山
家
集
』

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
武
士
・
僧

侶
で
あ
り
、
漂
泊
の
歌
人
と
し
て
つ
と
に
名
高
い
西
行
法
師
晩

年
の
詠
歌
で
あ
る
。
西
行
は
、
そ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
希
望
通
り
、

陰
暦
二
月
（
如
月
きさらぎ

）
十
六
日
、
釈しゃく
尊そん
涅ね
槃はん
の
日
に
入にゅう
寂じゃく
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
。
陰
暦
二
月
中
旬
は
、
あ
た
か
も
桜
の
盛
り
の

季
節
で
あ
る
。
し
か
も
、
十
六
日
が
ま
さ
に
満
月
（
も
ち
づ

き
）
に
あ
た
っ
た
。

師
は
そ
の
歌
集
『
山
家
集
』
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
生
涯
桜

に
魅
了
さ
れ
、
こ
よ
な
く
愛
し
、
多
く
の
桜
に
因ちな
ん
だ
歌
を
遺のこ

し
た
。
中
で
も
、
桜
の
「
散
る
」
一
点
に
焦
点
を
定
め
、
思
い

を
込
め
、
仏
教
の
無
常
観
を
見
事
に
表
現
し
た
。
古
来
、
日
本

人
が
桜
を
愛
し
、
惹
か
れ
続
け
て
き
た
最
大
の
理
由
は
、
そ
の

花
の
盛
り
の
一
瞬
の
儚はかなさ
と
、
散
り
際
の
潔
いさぎよさ

で
あ
っ
た
ろ
う
。
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無
常
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
生
の
あ
り
よ
う
の
美
学
と
諦
観
を
、

わ
が
身
に
置
き
換
え
、
愛いと
お
し
ん
だ
か
ら
に
違
い
な
い
。

こ
の
世
に
永
遠
不
滅
に
形
の
変
わ
ら
な
い
も
の
は
、
何
一
つ

存
在
し
な
い
。
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
瞬
間
か
ら
、
ま
っ
し
ぐ

ら
に
死
の
瞬
間
に
向
か
っ
て
、
ひ
た
走
り
に
時
間
は
止
ま
ら
な

い
。

生しょう
死じ
事じ
大だい

光
陰いん
惜
し
む
可べし

無
常
迅
速

時
人
を
俟ま

た
ず
」
命
に
限
り
あ
れ
ば
こ
そ
、
一
瞬
一
瞬
の
刹せつ
那な
に
全
力
を

尽
く
し
て
生
き
る
覚
悟
が
求
め
ら
れ
る
所ゆ
以えん
で
あ
る
。

◎

『
五
灯
会
元
』

禅
語
に
「
松しょう
樹じゅ
千せん
年ねんの
翠みどり」
の
一
語
が
あ
る
。
松
は
、
四

季
を
通
じ
て
そ
の
翠
を
保
つ
。
古
葉
と
若
葉
が
入
れ
替
わ
っ
て

も
、
そ
の
翠
色
は
時
を
超
え
て
一
色
平
等
、
変
わ
ら
ぬ
。
子
孫

繁
栄
を
意
味
す
る
目
出
度
い
一
句
で
あ
る
。
一
方
、
竹
は
根
か

ら
竿
頭
に
至
る
ま
で
青
色
一
色
を
保
ち
つ
つ
、
節
で
分
か
た
れ
、

歴
然
と
し
て
上
下
の
役
割
分
担
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の

役
割
に
優
劣
、
貴き
賤せん
の
区
別
は
な
く
、
松
葉
の
古
若
も
し
か
り
。

こ
の
世
に
存
在
す
る
全
て
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
果

た
す
べ
き
役
割
を
与
え
ら
れ
、
絶
対
無
二
の
存
在
価
値
を
有
し

て
い
る
。
釈
尊
ご
誕
生
（
降ごう
誕たん
）
の
一
句
「
天てん
上じょう
天てん
下げ
唯ゆい
我が

独どく
尊そん
」
で
あ
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
掛
け
替
え
の
な
い
存
在
が
、

も
ち
つ
も
た
れ
つ
支
え
合
い
、
そ
の
宇
宙
全
体
に
広
が
る
無
限

の
関
係
性
が
、
滔とうと々う
と
時
間
の
流
れ
を
超
え
て
、
過
去
か
ら
現

在
、
未
来
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
お
陰
様
」
と
呼
び
、

手
を
合
わ
せ
、
感
謝
し
合
う
文
化
を
日
本
人
は
大
切
に
育
て
、

生
き
て
き
た
。
目
に
見
え
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
目
に
は
見
え

ね
ど
、
そ
の
背
後
で
脈
々
と
支
え
続
け
る
、
大
い
な
る
生
命
の

連
環
に
思
い
を
致
し
、
慮
おもんぱかっ

て
き
た
。
そ
の
神
々
し
い
ま
で

の
恩
恵
に
生
か
さ
れ
、
今
此
処
に
あ
る
こ
と
へ
の
感
謝
と
感
激

こ
そ
、
曙しょ
光こう
に
思
わ
ず
合
掌
す
る
私
た
ち
日
本
人
の
心
の
真
髄

で
は
な
か
ろ
う
か
。

禅
語
に

こ
しょうはん
にゃ

ゆう
ちょう
しん
にょ

ろう

『
人にん
天てん
眼がん
目もく
』
と
あ
る
。
時
を
超
え
た
老
松
の
あ
り
よ
う
が
、

姿
の
見
え
ぬ
鳥
の
囀さえずり
が
、
あ
り
の
ま
ま
そ
の
ま
ま
で
、
宇
宙

の
摂
理
と
神
秘
を
一
点
曇
り
な
く
、
包
み
隠
さ
ず
（
露
堂
々
）、

見
事
に
指
し
示
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
奇
跡
に
理
屈
抜

き
で
気
付
く
こ
と
の
で
き
る
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
心
の
ア
ン
テ

ナ＝

裸
の
心
〔
仏ぶっ
性しょう〕
を
誰
も
が
等
し
く
頂
い
て
、
こ
の
世

に
生
ま
れ
来
て
い
る
。
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
個
々
の
絶
対
的

存
在
価
値
を
超
越
し
て
、
す
べ
て
の
存
在
は
平
等
で
あ
る
。

◎
しょぎょうむじょう
しょほう
む
が

と
同
時
に
、
そ
の
個
々
の
形
態
は
時
々
刻
々
変
化
し
続
け
て
、

二
度
と
同
じ
瞬
間
・
状
態
は
戻
ら
な
い
〔
諸
行
無
常
〕。
な
ぜ

な
ら
す
べ
て
の
存
在
は
、
時
々
刻
々
変
化
し
続
け
る
無
限
の
関

係
性
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
〔
重じゅう
重じゅう
無む
尽じん
〕
か
ら
、
そ

の
一
瞬
の
姿
、
状
態
、
関
係
は
仮
の
姿
の
さ
な
が
ら
「
奇
跡
」

で
あ
っ
て
、
決
し
て
永
続
で
き
な
い
道
理
で
あ
る
。〔
因いん
縁ねん
仮け

和わ
合ごう
〕
因
と
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
何
も
始
ま
ら
な
い
大
前
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提＝

ス
タ
ー
ト
地
点
。
そ
れ
に
無
数
の
御
縁
が
重
な
り
合
っ
て
、

よ
う
や
く
た
っ
た
一
つ
の
「
あ
た
り
前＝

奇
跡
」
が
成
り
立
っ

て
い
る
。
そ
の
〔
あ
た
り
前
〕
が
無
数
に
重
な
り
合
っ
て
、
よ

う
や
く
物
事
は
、
あ
る
べ
き
よ
う
〔
あ
た
り
前
〕
に
成
り
立
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
所
詮
は
仮
の
姿
だ
。
す
べ
て
は
、

ご
縁
の
積
み
重
な
り
に
よ
っ
て
私
の
掌
に
お
預
か
り
し
た
「
お

預
か
り
も
の
」
に
過
ぎ
な
い
。
ご
縁
が
尽
き
た
ら
、
即
刻
、
無

条
件
、
問
答
無
用
に
、
こ
の
命
も
身
体
も
す
べ
て
を
含
め
、
社

会
、
仏
様
、
ご
先
祖
様
、
地
球
、
宇
宙
に
お
返
し
し
て
、
結
局

私
の
掌
に
は
何
も
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
と
合
点
せ
ね
ば
仕
方

が
な
い
〔
諸しょ
法ほう
無む
我が
〕。

こ
れ
を
般
若
心
経
で
は
、

色しき
即そく
是ぜ
空くう

空
即
是
色
」
と
説

く
。
色
と
は
、
目
に
見
え
る
形
の
あ
る
も
の
。
空
と
は
、
実
体

の
な
い
目
に
見
え
な
い
も
の
。
こ
れ
ら
は
畢ひっ
竟きょう
表ひょう
裏り
一いっ
体たい
、

時
々
刻
々
入
れ
替
わ
り
、
立
ち
代
り
千
変
万
化
し
て
流
転
す
る
。

そ
の
変
化
し
続
け
る
こ
と
だ
け
が
、
唯
一
変
わ
ら
ぬ
永
遠
不
滅

の
真
理
な
の
だ
と
、
仏
陀
（
釈
尊
）
は
暁ぎょう
光こう
一いち
目もく
喝かっ
破ぱ
さ
れ

た
。〔
身しん
心しん
脱だつ
落らく

大たい
悟ご
徹てっ
底てい
〕
注
３
）

◎
お
わ
り
に

わ
が
「
七
ツ
森
樹
木
葬
」
に
埋
葬
さ
れ
た
方
々
の
約
半
数
は
、

ご
希
望
に
よ
り
「
散
骨
」
方
式
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。

約
二
十
年
ほ
ど
前
、
米
寿
で
亡
く
な
っ
た
寺
の
祖
母
の
骨
上
げ

後
、
棺
の
台
座
に
残
る
灰
骨
を
本
堂
脇
の
沙さ
羅ら
（
夏
椿
）
の
根

元
に
カ
ル
シ
ウ
ム
の
肥
や
し
と
し
て
埋い
け
て
み
た
。
す
る
と
翌

年
か
ら
二
十
有
余
年
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
、
誰
も
が
驚
く
ほ

ど
の
樹
勢
を
誇
り
、
見
事
な
無む
垢く
の
純
白
な
花
弁
を
開
い
て
は
、

散
っ
て
ゆ
く
。

骨
」
と
い
う
個
人＝

形
の
あ
る
も
の
へ
の
拘
こだわ

り
を
捨
て
、
大
地
へ
還
り
、
他
の
生
命
の
栄
養
と
な
る
。
そ
れ

は
大
い
な
る
命
の
連
環
の
中
で
、
永
遠
の
い
の
ち
を
生
き
繫
い

で
ゆ
く
選
択
と
、
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
色
即
是
空

空
即
是
色
」
の
当
体

注
４
）
で
あ
ろ
う
。

お
経
の
〔
経
（
ス
ー
ト
ラ
）〕
と
は
織
物
の
縦
糸
を
意
味
す

る
。
縦
糸
は
織
り
上
が
れ
ば
、
表
面
か
ら
は
目
に
見
え
ぬ
。
し

か
し
そ
れ
な
し
に
は
、
成
り
立
た
ぬ
物
事
の
根
幹
を
成
す
必
要

不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
機
織
り
を
生
涯
の
趣
味
と
し
た
故
郷

の
亡
き
母
の
姿
が
偲
ば
れ
る
。
私
自
身
の
命
の
根
元
に
直
結
す

る
、
時
空
を
超
越
し
た
大
い
な
る
命
の
流
れ
の
「
お
か
げ
さ

ま
」
に
思
い
を
致
す
場
が
「
墓
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
樹
木

で
あ
っ
て
も
良
い
。
七
ツ
森
山
麓
に
日
本
三
大
桜
の
一
つ
、
福

島
県
三
春
の
滝
桜
〔
樹
齢
七
百
年
と
も
千
年
と
も
い
わ
れ
る
〕

の
実
生

注
５
）
の
木
々
が
枝
葉
を
広
げ
、
新
た
な
命
を
未
来
へ

繫
い
で
ゆ
く

注
６
）
。

（
完
）

注
１
｜
呪
術
・
宗
教
の
原
初
形
態
の
一
つ
。
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、

具
体
的
な
形
象
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
霊
魂
や
精
霊

な
ど
の
霊
的
存
在
を
有
す
る
と
み
な
し
、
諸
現
象
は
そ
の
意
思
や
働

き
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
信
仰
〔
広
辞
苑
〕

注
２
｜
現
在
で
は
一
九
九
一
年
の
法
務
省
の
見
解
に
よ
り
条
件
付
き
で
認
め

ら
れ
て
い
る

注
３
｜
〔
仏
〕
身
も
心
も
一
切
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
絶
対
的
な
自
由
を

獲
得
す
る
こ
と
（
広
辞
苑
）

注
４
｜
〔
仏
〕
事
物
自
体
、
事
物
そ
の
も
の
（
広
辞
苑
）

注
５
｜
草
木
が
（
接
ぎ
木
・
挿
し
木
等
に
依
ら
ず
）
種
子
か
ら
芽
を
出
し
て

成
長
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
う
し
た
植
物
、
み
お
い
、
み
ば
え

注
６
｜h

ttp ：
/
/
z
e
n
k
o
ji -
jy
u
m
o
k
u
so
u
.
c
o
m

15 修親 2016.3


