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一
︑
は
じ
め
に

主
に
中
世
の
資
料
に
お
い
て
︑﹁
堅
牢
地
神
﹂
と
い
う
仏
神
は
忠
孝
を
つ
か

さ
ど
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
文
学
作
品
の
注
釈
で
触
れ

ら
れ
て
い
る
が①

︑
仏
教
語
辞
典
や
古
語
辞
典
等
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
堅
牢
地
神
︵
以
下
︑﹁
地
神
﹂
と
呼
称
す
る
︶
を
忠
孝
の
神
と

し
て
捉
え
る
こ
と
は
︑
物
語
と
唱
導
と
の
関
連
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で

あ
る
︒
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
が
︑
忠
孝
の
神
と
し
て
の
地
神
像
は
︑
安
居
院

流
唱
導
か
ら
発
し
︑
徐
々
に
定
型
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
︒

一
方
で
︑
先
行
研
究
は
地
神
を
地
神
盲
僧
︵
以
下
︑﹁
盲
僧②

﹂
と
呼
称
す
る
︶

の
信
仰
し
た
神
と
し
て
捉
え
︑
盲
僧
と
物
語
と
の
関
係
を
主
軸
に
論
じ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
は
︑﹁
地
神
﹂
の
語
に
つ
い
て
具
体
的
な

用
例
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
点
に
課
題
が
残
る
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑
物
語
の
地

神
像
と
︑
盲
僧
の
信
仰
し
た
地
神
像
と
を
比
較
し
︑
両
者
の
関
連
性
を
検
討
す

る
︒
加
え
て
︑
用
例
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
書
承
関
係
を
考
察
す
る
︒
そ

れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
︑
物
語
中
の
地
神
像
は
唱
導
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
︑﹃
義
経
記
﹄
﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
の
語
を
定
位
す

る
︒

二
︑
先
行
研
究
の
概
観

先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
地
神
は
文
学
作
品
上
で
独
自
の
役
割
を
持
っ
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
︑
そ
の
こ
と
が
辞
典
や
注
釈
類
に
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な

い
︒
し
た
が
っ
て
地
神
に
言
及
し
た
研
究
も
限
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

角
川
源
義
は
︑﹃
義
経
記
﹄
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
地
神
の
祟
り
を
恐
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
物
語
の
源
流
と
し
て
盲
僧
の
伝
承
を
推
定
し
た
︒
以
下
に
角
川
氏

の
論
を
引
く
︒
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地
神
盲
僧
は
九
州
と
大
和
に
栄
え
て
い
た
が
︑
堅
牢
地
神
を
ま
つ
っ
て
お

り
︑﹃
義
経
記
﹄
が
こ
と
あ
る
ご
と
に
︑﹁
堅
牢
地
神
の
崇
り
﹂
を
恐
れ
て

い
る
の
は
︑
義
経
物
語
を
語
っ
た
地
神
盲
僧
を
思
わ
せ
て
い
る
︵
中
略
︶

﹃
平
家
物
語
﹄
は
平
曲
家
に
語
ら
れ
て
い
た
が
︑
地
方
で
は
こ
う
し
た
地

神
盲
僧
が
琵
琶
語
り
を
し
て
い
た
ら
し
く
︑﹃
曾
我
物
語
﹄
も
ま
た
し
き

り
と
堅
牢
地
神
を
か
つ
い
で
い
る③

︒

引
用
部
に
お
け
る
角
川
氏
の
論
は
︑
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
前
提
と
結
論
に

ま
と
め
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
盲
僧
は
地
神
を
祀
っ
た
﹁
地
神
経
﹂
を
読
誦

し
︑
物
語
を
語
る
芸
能
者
で
も
あ
っ
た
こ
と
︒
ま
た
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物

語
﹄
に
は
地
神
の
語
句
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
︒
こ
れ
ら
の
前
提
か
ら
︑﹃
義

経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
の
成
立
に
は
盲
僧
が
関
与
し
て
い
た
と
角
川
氏
は
結
論

づ
け
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
角
川
氏
は
盲
僧
を
義
経
伝
承
の
管
理
者
と
し
て
有
力

視
し
て
い
た④

︒
こ
の
論
は
い
く
つ
か
の
注
釈
に
波
及
し
て
い
る⑤

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
前
述
の
よ
う
に
︑
角
川
氏
の
説
は
用
例
の
検
討
を
行
っ
て

い
な
い
点
に
課
題
が
残
る
︒
そ
こ
で
次
節
以
下
︑
角
川
氏
の
論
拠
を
物
語
中
の

用
例
を
も
っ
て
検
証
す
る
︒

三
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
の
﹁
地
神
﹂

そ
れ
で
は
︑
地
神
の
霊
威
を
恐
れ
る
と
い
う
﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
の

用
例
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
田
中
本
﹃
義
経

記⑥

﹄︑
妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語⑦

﹄
を
使
用
し
︑
用
例
調
査
を
行
っ
た
︒﹃
義
経

記
﹄
か
ら
は
四
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒

常
盤
こ
れ
を
か
な
し
み
︑
母
の
命
を
助
け
ん
と
す
れ
ば
︑
三
人
の
子
共
︑

斬
ら
る
べ
し
︒
子
共
を
助
け
ん
と
す
れ
ば
︑
老
い
た
る
親
の
命
失
せ
な
ん

と
す
︒
親
の
嘆
き
︑
子
の
思
ひ
︑
い
づ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
︑
親

に
は
子
を
い
か
が
代
ゆ
べ
き
︒
親
の
孝
養
す
る
者
は
︑
堅
牢
地
神
も
納
受

し
た
ま
ふ
な
れ
ば
︑
子
共
の
為
と
な
り
な
ん
と
思
ひ
つ
つ
︑
三
人
の
子
共

引
き
具
し
て
︑
泣
く
泣
く
京
へ
ぞ
行
き
け
る
︒

田
中
本
﹃
義
経
記
﹄
巻
第
一
﹁
常
盤
都
落
の
事
｣

﹁
よ
し
よ
し
暫
し
︒
一
字
を
読
ま
ね
ど
も
︑
法
眼
は
師
な
り
︒
半
字
を
読

ま
ね
ど
も
義
経
弟
子
な
り
︒
そ
れ
を
背
き
て
斬
ら
ん
と
思
へ
ば
︑
堅
牢
地

神
の
恐
れ
あ
り
︒
法
眼
を
助
け
置
き
て
こ
そ
︑
六
韜
兵
法
の
在
り
所
を
も

知
ら
ん
ず
れ
﹂
と
思
し
召
し
直
し
︵
後
略
︶

田
中
本
﹃
義
経
記
﹄
巻
第
二
﹁
義
経
鬼
一
法
眼
が
所
へ
御
出
の
事
｣

磯
禅
師
は
都
の
仏
神
に
ぞ
祈
り
申
け
る
︒
﹁
稲
荷
︑
祇
園
︑
賀
茂
︑
春
日
︑

日
吉
山
王
七
社
︑
八
幡
大
菩
薩
︑
静
が
胎
内
に
あ
る
子
を
︑
た
と
ひ
男
子

な
り
と
も
女
子
と
な
し
て
給
べ
﹂
と
ぞ
申
し
け
る
︒
か
く
て
月
日
重
な
れ

ば
︑
そ
の
月
に
も
な
り
に
け
り
︒
静
思
ひ
の
外
に
︑
堅
牢
地
神
も
憐
み
給

ひ
け
る
に
や
︑
痛
む
事
も
な
く
︑
そ
の
心
付
く
と
聞
き
て
︑
堀
藤
次
の
妻

女
は
︑
禅
師
共
に
扱
ひ
け
り
︒
殊
に
易
く
し
た
り
け
り
︒
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田
中
本
﹃
義
経
記
﹄
巻
第
六
﹁
静
鎌
倉
へ
下
る
事
｣

親
の
遺
言
を
背
き
︑
ひ
あ
ん
の
た
ん
し
つ
に
住
し
て
︑
判
官
を
討
ち
奉
れ

ば
︑
我
が
身
も
滅
び
︑
所
領
も
没
官
の
地
と
な
り
て
︑
新
補
の
地
頭
面
々

に
な
さ
れ
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
︒
さ
れ
ば
戒
力
勝
り
た
る
親
の
計
ら

ひ
︑
遺
言
を
違
へ
ん
人
々
は
︑
堅
牢
地
神
に
背
け
ら
れ
奉
る
べ
き
な
り
︒

田
中
本
﹃
義
経
記
﹄
巻
第
八
﹁
秀
衡
が
子
共
御
追
討
の
事
｣

﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
用
例
は
四
例
あ
る
︒

於
此
條
︑
可
有
何
︒
神
慮
尤
難
量
︑
冥
照
覧
不
審
︒
縦
有
限
道
理
︑
不
一

方
忘
重
恩
︑
工
悪
行
︑
其
身
何
可
︒
七
星
居
天
︑
星
位
不
違
順
︑
堅
窂
居

地
︑
地
神
許
之
︒

妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語
﹄
巻
第
一

不
孝
者
︑
仏
不
擁
護
之
︑
不
孝
地
︑
堅
牢
不
頂
之
︒

妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語
﹄
巻
第
六

天
成
明
山
︑
霊
徳
魏
々
︒
堅
牢
在
地
︑
山
海
眇
々
︒

妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語
﹄
巻
第
七

時
宗
為
父
捨
命
折
節
︑
被
渡
敵
手
被
誅
首
時
︑
諸
天
善
神
王
等
︑
殊
堅
牢

地
神
︑
別
伊
豆
箱
根
三
嶋
大
明
神
︑
足
柄
富
士
浅
間
大
菩
薩
︑
定
首
座
垂

影
向
待
時
宗
︒

妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語
﹄
巻
第
九

こ
の
よ
う
に
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
地
神
が
忠
孝
を
つ

か
さ
ど
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
︑
母
子
や
大
地
を
守
護
す

る
存
在
︵﹃
義
経
記
﹄
巻
第
六
︶
︵
﹃
曽
我
物
語
﹄
巻
第
七
︶
と
し
て
も
描
写
さ

れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
用
例
数
は
﹃
義
経
記
﹄
﹃
曽
我
物
語
﹄
と
も
に
四
で
あ
る
︒
角
川
氏

の
論
は
﹃
義
経
記
﹄
﹃
曽
我
物
語
﹄
に
つ
い
て
︑
特
に
地
神
の
霊
威
を
強
調
し

て
い
る
旨
を
述
べ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
が
︑
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
そ

こ
で
他
作
品
に
お
け
る
地
神
の
用
例
数
を
調
査
し
た
︒
そ
の
結
果
を
表
�
に
示

す⑧

︒
表� 「地神」の用例数

作品名 用例数

『注好選』 2

『保元物語』 2

『今昔物語集』 4

延慶本『平家物語』 5

覚一本『平家物語』 3

長門本『平家物語』 6

天正本『太平記』 4

妙本寺本『曽我物語』 4

田中本『義経記』 4

赤木文庫本『義経物語』 4

『舞の本』 2

『室町物語草子集』 1

『近松門左衛門集』 2

本
文
の
分
量
が
均
一
で
な
い
た
め
単
純
比
較
は
で
き
な
い
が
︑﹃
義
経
記
﹄

﹃
曽
我
物
語
﹄
が
特
別
に
地
神
の
霊
威
を
強
調
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
こ

の
結
果
か
ら
︑
用
例
は
﹃
義
経
記
﹄
﹃
曽
我
物
語
﹄
に
集
中
し
て
は
お
ら
ず
︑

中
近
世
の
文
学
作
品
に
は
広
く
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
言
え
る
︒
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四
︑﹁
地
神
経
﹂
と
の
相
違
点

さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
が
︑
盲
僧
の
信
仰
対
象
︑
す
な
わ
ち
地
神
を
祀
っ
た

﹁
地
神
経
﹂
と
の
相
違
で
あ
る
︒
仮
に
角
川
氏
の
説
が
成
り
立
つ
と
仮
定
し
た

場
合
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
作
中
の
地
神
像
に
は
︑
盲
僧
の
信
仰
が
投
影

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
以
下
︑﹁
地
神
経
﹂
の
地
神
像
と
︑
物
語
中
の

用
例
を
比
較
検
討
し
て
い
く
︒

そ
も
そ
も
﹁
地
神
経
﹂
は
︑
特
定
の
経
典
の
名
称
で
は
な
い
︒﹁
地
神
経
﹂

と
は
盲
僧
が
読
誦
し
た
と
さ
れ
る
複
数
の
経
典
の
総
称
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て

﹁
地
神
経
﹂
の
具
体
的
な
経
典
名
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
中
世
に
お
い
て
も

読
誦
さ
れ
て
い
た
文
献
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
︒
星
野
和
幸
に
よ
る
と
︑
中

世
に
読
誦
さ
れ
て
い
た
﹁
地
神
経
﹂
の
正
体
は
﹃
東
山
往
来
﹄
か
ら
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う⑨

︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
中
世
に
読
誦
さ
れ
て
い
た
﹁
地
神

経
﹂
は
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
堅
牢
地
神
品
︑
お
よ
び
﹃
仏
説
地
神
大
陀
羅
尼

経
﹄
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
全
て
の
本
文
を
引
用
す
る
と
長
大
に
な
る

た
め
︑
梗
概
だ
け
を
示
す
︒﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
堅
牢
地
神
品
第
十
八
に
は

以
下
の
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
︒

堅
牢
地
神
は
釈
尊
に
告
げ
た
︒
地
神
は
金
光
明
経
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に

赴
き
︑
身
を
隠
し
て
持
経
者
の
足
を
戴
く
こ
と
だ
ろ
う
︒
地
神
は
こ
の
経

を
聞
け
ば
歓
喜
し
︑
威
光
も
増
大
す
る
︒
よ
っ
て
田
地
は
肥
沃
に
︑
地
味

も
豊
か
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
も
し
こ
の
経
を
説
く
者
が
あ
れ
ば
昼
夜
そ

の
人
を
擁
護
し
︑
そ
の
者
の
足
を
戴
こ
う⑩

︒

﹃
仏
説
地
神
大
陀
羅
尼
経
﹄
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

涅
槃
に
入
っ
た
仏
の
棺
を
弟
子
た
ち
が
荼
毘
に
付
そ
う
と
す
る
が
︑
棺
に

火
が
つ
か
な
い
︒
五
竜
王
や
堅
牢
地
神
ら
が
信
伏
し
て
い
な
い
た
め
で
あ

っ
た
︒
そ
こ
で
弟
子
た
ち
の
要
請
に
応
え
て
仏
は
棺
か
ら
起
き
上
が
り
︑

大
地
を
め
ぐ
る
堅
牢
地
神
や
五
竜
王
ら
の
因
縁
を
説
き
︑
真
言
を
唱
え
た
︒

も
し
大
地
を
掘
り
穿
つ
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑
こ
の
経
を
読
誦
す
れ
ば
地
神

ら
の
怒
り
を
買
う
こ
と
は
な
い
と
い
う⑪

︒

梗
概
だ
け
見
て
も
︑﹁
地
神
経
﹂
の
地
神
像
と
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄

の
そ
れ
と
の
間
に
類
似
性
が
な
い
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い
る
︒

そ
も
そ
も
︑
﹁
地
神
経
﹂
の
信
仰
的
背
景
は
︑
陰
陽
道
の
地
鎮
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
陰
陽
道
で
は
大
地
に
土つ
ち

公
ぎ
み
の

神か
み

が
い
る
と
さ
れ
︑
大
地
を
侵
す
こ

と
を
﹁
犯ぼ
ん

土ど

﹂
と
い
っ
た⑫

︒
平
安
貴
族
は
こ
の
土
公
神
の
祟
り
を
恐
れ
︑
陰
陽

師
に
命
じ
て
儀
式
を
行
っ
た⑬

︒
時
代
は
下
る
が
︑
安
倍
清
明
に
仮
託
し
た
偽
書

﹃
簠ほ

簋き

内
伝
﹄
巻
第
三
﹁
土
公
變
化
之
事
﹂
に
は
﹁
土
公
ハ
三
千
大
千
世
界
ノ

主
シ
︑
堅
牢
大
地
神
也⑭

﹂
と
あ
り
︑
地
神
は
土
公
神
と
習
合
し
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
な
祟
り
や
す
い
﹁
地
の
神
﹂
を
鎮
め
る
た
め
︑
陰
陽
師
や
盲
僧
は
儀
式
を

行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
二
〇
一
四
年
︑
福
岡
県
糸
島
市
の
遺
跡
発
掘
調
査
中

に
発
見
さ
れ
た
戦
国
時
代
の
も
の
と
思
し
き
木
簡
に
は
﹁
東
方
慈
父
西
方
愛
母

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

一
九



北
方
長
寿
西
方

（
現
文
マ
マ
）

福
徳
中
央
利
養
堅
牢
地
神
吉
急
々
如
律
令
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た⑮

︒

こ
れ
は
地
鎮
の
際
に
﹁
堅
牢
地
神
﹂
を
祭
祀
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
畢
竟
︑

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑﹁
地
神
経
﹂
に
お
け
る
地
神
は
﹁
地
の
神
﹂
と
い
う

神
格
を
主
軸
に
︑
土
公
神
や
荒
神
︑
農
耕
神
が
習
合
し
た
信
仰
の
表
象
で
あ
る

と
言
え
る⑯

︒

五
︑
唱
導
と
地
神

先
に
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
の
用
例
数
は
他
作
品
と
比
べ
て
も
と
り
わ

け
多
い
と
は
言
え
ず
︑
か
つ
作
中
の
地
神
像
は
﹁
地
神
経
﹂
と
関
連
性
が
弱
い

こ
と
を
示
し
た
︒
で
は
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
の
地
神
像
の
源
流
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
︒
結
論
か
ら
先
に
提
示
す
る
が
︑
地
神
が
不
孝
を
嫌
う
と
い
う
言

説
は
﹃
華
厳
経
﹄
に
端
を
発
し
︑
そ
の
一
文
を
安
居
院
流
唱
導
が
換
骨
奪
胎
し

て
様
々
な
語
り
口
に
採
用
し
た
︒
安
居
院
流
唱
導
は
延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄
著

述
の
参
考
と
な
り
︑
さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う
な
地
神
像
が
他
作
品
で
も
繰
り
返
し

語
ら
れ
る
中
で
︑
あ
た
か
も
定
型
文
の
如
き
文
言
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

以
下
に
資
料
を
提
示
し
て
い
く
︒

地
神
常
言
︒
我
負
大
地
︒
一
切
所
有
︒
及
須
彌
山
︒
不
以
爲
重
︒
亦
無
厭

心
︒
於
三
種
人
︒
我
恒
厭
倦
︒
不
欲
勝
持
︒
何
等
爲
三
︒
一
心
懷
叛
逆
︒

謀
害
人
王
︒
二
念
棄
恩
親
︒
不
孝
父
母
︒
三
撥
無
因
果
︒
毀
謗
三
尊
︒
破

法
輪
僧
障
修
善
者
︒
如
是
三
人
︒

﹃
華
厳
経
﹄︵
四
十
巻
︶
巻
第
十
二⑰

四
十
華
厳
十
二
云
地
神
常ニ

言ク

我
負テ

大
地ノ

一
切ノ

所
有
及
須
弥
山ヲ
㆒

不
以テ

爲セ

重シ
ト㆒

亦
无
厭
心
㆒

於
三
種ノ

人ニ
㆒

我
恒ニ

厭
倦
不ス

欲ヲ
モ
ハ

任
持ム
ト㆒

何
等
爲ル

三ト
㆒

一
者
心
懷テ

叛

逆ヲ
㆒

謀ル

害ム
ト

人
生ヲ
㆒

二
念ヒ

㆔

棄ム
ト㆓

恩
親ヲ
㆒

不ル

孝セ

父
母ニ
㆒

三
撥
︱

无シ

因
果ヲ
㆒

毀
︱

謗シ

三

尊ヲ

破ス

法
輪
僧ヲ
㆒

如
是
三
人
我
極テ

患フ

重コ
㆒ ト
ヲ

乃
至
一
念モ
ス

不
欲ハ

任
持セ
㆒ ン
ト

﹃
言
泉
集
﹄
亡
父

不
孝
逆
罪⑱

こ
れ
以
降
︑
唱
導
は
忠
孝
の
神
と
し
て
の
地
神
像
を
積
極
的
に
採
用
し
︑

様
々
な
変
奏
を
行
っ
た
︒
少
々
冗
長
に
な
る
が
︑
調
査
の
過
程
で
見
つ
か
っ
た

用
例
の
一
部
を
示
し
て
お
く
︒

夫
悲
母
恩
徳
者
︑
内
典ニ
モ

外
典ニ
モ

俱
讃
之
︑
凡
人モ

聖
人モ

同
報
之
︑
高
高
須
弥

巓ヨ
リ
モ

︑
深
深
溟
海
底ヨ
リ
モ︑

厚
厚
大
地
際ヨ
リ
モ︑

廣
廣
虚
空
遍
︑
是
以
王
以
孝
治
天

下
︑
政
化
非
孝
不ス

立
㆒︑
浄
業モ

以
孝
為
根
本
㆒︑
菩
提
非
孝
不
成
︑
故
尺
梵
四

天
誓
常
住
孝
養
之
家
㆒︑
堅
窂
地
神
敢
不
戴
不
孝
之
地
㆒

﹃
澄
憲
表
白
集
﹄
建
春
門
院
追
福
周
忌⑲

夫
悲
母
恩
徳
者
︑
内
典モ

外
典モ

俱
讃
之
︑
凡
人
聖
人
同
報
之
︑
高
々
須
弥
巓
︑

深
々
溟
底リ
モ㆒

︑
厚ハ

々シ
㆓

大
地ノ

際
㆒︑
広ハ

々シ
㆓

虚
空
辺リ
モ㆒︑

是
以
︑
王ハ

以
孝
治
天
下ヲ
㆒

政
化
︑
非レ
ハ

孝ニ

︑
不
㆑

立
︑
浄
業
以
孝ヲ

為
㆓

根
本ト

︑
菩
提
非
孝
不
成
︑
故
尺

梵
四
天
︑
誓テ

常ニ

住
㆓

孝
養
之
家ニ
㆒︑
堅
牢
地
神
︑
敢
不
戴
不
孝
之
地

﹃
公
請
表
白
﹄
宸
筆
御
講
結
願
詞

安
元
三
年
七
月

奉
為
母
儀⑳

一
生
活
計
莫
非云

コ
ト

親
之
恩ニ
㆒︒
約シ
テ
ハ

昼
夜ニ

蒙リ
㆓

鐘
愛ヲ
㆒︒

長

ヒ
ト
ヽ
ナ
ラ
ハ

朝
夕ニ

受
庭
訓ヲ
㆒︒

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
〇



其
徳
厚ノ

頭ニ
㆒

其
恩
深
身ニ
㆒︒
是
以
︑
仕
之
従
之ニ
㆒

道
︑
内
典ニ
モ

讃シ

外
典ニ
モ

讃ス

︒
背キ

之ニ
㆒

軽
之ヲ
㆒

人ヲ
ハ︑

天
神モ

不
覆
︑
地
神モ

不
戴
︒

﹃
烏
亡
問
答
鈔
﹄㉑

弘
法
大
師
御
筆
云
︑
凡
知
恩
報
恩
㆒︑
神
明
尊
之
㆒︑
地
神
戴
足
︒
梵
天
帝
釈
︑

以
天ノ

羽
衣
覆
之
給
︑
何ノ

不
詳カ

可
来
㆒︒
堅
牢
地
神モ

︑
低
冠
戴
足
㆒

給
ハ
︑
何

求
願
不
満セ
㆒

乎
︒

﹃
金
玉
要
集
﹄
第
一

舅
事㉒

こ
の
よ
う
に
︑
唱
導
は
父
母
の
恩
を
天
地
に
見
立
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
天
部
で
あ

る
梵
天
帝
釈
と
地
部
で
あ
る
地
神
を
そ
の
擁
護
者
と
し
て
説
い
た㉓

︒
こ
れ
ら
が

示
す
よ
う
に
︑
仏
教
は
儒
教
の
孝
思
想
と
融
合
し
て
お
り㉔

︑
そ
れ
ゆ
え
に
仏
神

で
あ
る
天
神
や
地
神
は
忠
孝
の
神
と
し
て
資
料
中
に
現
れ
る
︒

六
︑
唱
導
と
物
語
と
の
交
渉

前
節
で
は
︑
主
に
安
居
院
の
唱
導
資
料
か
ら
︑
天
神
地
神
が
忠
孝
の
神
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
︒
こ
れ
ら
の
語
り
が
物
語
に
与
え
た
影
響
は
︑

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄︵
以
下
﹁
延
慶
本
﹂
と
呼
称
す
る
︶
が
澄
憲
﹃
法
滅
の

記
﹄
な
る
書
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒

澄
憲
法
印
ノ
﹃
法
滅
ノ
記
﹄
ト
云
文
ヲ
カ
ヽ
レ
タ
ル
︑
其
ノ
言
ヲ
聞
ゾ
悲

シ
キ
︒
山
階
三
面
ノ
僧
坊
ニ
ハ
︑
五
色
ノ
花
再
開
ケ
ズ
︒
春
日
四
所
ノ
社

壇
ニ
ハ
︑
三
明
ノ
燈
更
ニ
耀
コ
ト
ナ
シ
︒
仏
像
経
論
ノ
焼
ル
煙
ニ
ハ
︑
大

梵
天
王
ノ
眼
忽
晩
シ
︒
堂
塔
僧
房
ノ
燃
ル
音
ニ
ハ
︑
堅
牢
地
神
ノ
胸
ヲ
コ

ガ
ス
ラ
ム
ト
ゾ
覚
ケ
ル
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
南
都
ヲ
焼
払
事
付
左
少
弁
行
隆
事㉕

｣

残
念
な
が
ら
﹃
法
滅
の
記
﹄
な
る
書
の
実
在
は
明
ら
か
で
な
い
︒
し
か
し
︑

延
慶
本
が
澄
憲
の
書
物
を
引
用
し
︑
し
か
も
梵
天
・
地
神
の
語
が
使
用
さ
れ
て

い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
︒
こ
の
記
述
は
忠
孝
を
語
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
天

神
と
地
神
と
を
対
句
的
に
配
置
す
る
手
法
は
︑
本
稿
が
提
示
し
た
唱
導
資
料
の

特
徴
に
合
致
す
る
︒
さ
ら
に
︑
延
慶
本
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
︒

今
是
等
ノ
莫
大
ノ
朝
恩
ヲ
忘
レ
テ
︑
君
ヲ
傾
進
セ
マ
シ
マ
サ
ム
事
︑
天
照

大
神
︑
正
八
幡
宮
︑
日
月
星
宿
︑
堅
牢
地
神
マ
デ
モ
御
免
レ
ヤ
候
ベ
キ
︒

﹁
君
ヲ
背
ク
者
ハ
︑
近
ハ
百
日
︑
遠
ハ
三
年
ヲ
不
出
﹂
ト
コ
ソ
申
伝
タ
レ
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
重
盛
父
教
訓
之
事
｣

﹁
妙
音
大
士
ハ
月
氏
霊
山
ニ
詣
テ
︑
不
孝
ノ
輩
ヲ
誠
メ
︑
孔
子
︑
老
子
ハ

大
唐
震
旦
ニ
顕
レ
テ
︑
忠
孝
ノ
道
ヲ
立
ツ
︒
上
梵
天
帝
釈
︑
下
堅
牢
地
神

マ
デ
モ
︑
孝
養
ノ
者
ヲ
バ
愍
給
フ
ナ
ル
者
ヲ
︒
冥
顕
ノ
三
宝
憐
ヲ
垂
テ
︑

馬
ニ
角
生
タ
ル
異
端
ヲ
始
皇
ニ
見
セ
給
へ
﹂
ト
︑
明
暮
不
懈
︑
血
ノ
涙
ヲ

流
シ
テ
祈
誓
シ
ケ
ル
験
ニ
ヤ
︑
角
生
タ
ル
馬
︑
始
皇
ノ
南
庭
ニ
出
現
セ
リ
︒

延
慶
本
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
燕
丹
之
亡
シ
事
｣

引
用
部
に
お
い
て
︑
天
神
地
神
は
不
忠
・
不
孝
を
戒
め
︑
孝
行
者
を
擁
護
す

る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
も
唱
導
資
料
の
特
徴
と
合
致
す
る
︒

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
一



こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
︑
延
慶
本
が
唱
導
の
文
言
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る㉖

︒
ま
た
︑
延
慶
本
に
見
ら
れ
た
忠
孝
の
神
と
し
て
の
天
神
地
神
像
は
︑

覚
一
本
や
長
門
本
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
ほ
か
︑﹃
五
常
内
義
抄㉗

﹄
等
の
教

訓
書
や
︑﹃
太
平
記
﹄﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄﹃
舞
の
本
﹄
等
に
も
見
ら
れ㉘

︑
当

然
﹃
曽
我
物
語
﹄﹃
義
経
記
﹄
の
そ
れ
と
も
合
致
す
る
︒
こ
れ
ら
作
品
の
編
者

は
︑
文
章
規
範
と
し
て
の
先
行
文
献
を
介
し
て
︑
天
神
地
神
が
つ
か
さ
ど
る
忠

孝
観
を
吸
収
し
︑
再
編
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る㉙

︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
作
中
に
お
け
る
地
神
像
は

先
行
文
献
︵
ま
た
は
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
常
套
句
︶
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

盲
僧
の
信
奉
し
て
い
た
地
神
と
は
異
な
る
系
譜
上
に
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
地
神
の
語
を
盲
僧
の
語
り
と
の
関
連
づ
け
る
に
は
慎
重
な
態
度

を
取
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

七
︑
再
び
﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
へ

本
稿
が
提
示
し
た
結
論
は
︑
今
後
﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
を
研
究
す
る

上
で
ど
の
よ
う
な
視
座
と
な
り
う
る
の
か
︒
妙
本
寺
本
﹃
曽
我
物
語
﹄︵
以
下

﹁
妙
本
寺
本
﹂
と
呼
称
す
る
︶
に
お
け
る
地
神
の
語
句
は
︑
物
語
の
成
立
に
あ

た
っ
て
唱
導
資
料
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
の
痕
跡
を
示
す
も
の
と
稿
者
は
考
え
て

い
る
︒

妙
本
寺
本
巻
第
六
に
お
い
て
五
郎
時
宗

（
妙
本
寺
本
マ
マ
）

は
︑
不
孝
の
罪
は
天
神
地
神
の
許
す

と
こ
ろ
で
は
な
い
と
母
に
語
り
︑
勘
当
の
赦
免
を
請
う
︒
そ
の
中
で
︑﹁
生
滅

婆
羅
門
﹂
な
る
不
孝
者
が
父
に
矢
を
射
た
結
果
︑
裂
け
た
大
地
に
飲
み
込
ま
れ

堕
地
獄
し
た
と
い
う
説
話
を
語
る
︒
こ
の
説
話
は
﹃
日
本
霊
異
記
﹄
中
第
三

﹁
悪
逆
子
愛
妻
将
殺
母
謀
現
報
被
悪
死
﹂
を
源
流
に
し
て
お
り
︑
唱
導
に
お
い

て
様
々
な
変
奏
を
見
せ
て
い
る㉚

︒
中
で
も
﹃
金
玉
要
集
﹄
巻
第
三
﹁
悲
母
之

事
﹂
に
は
︑﹁
悪
姓
婆
羅
門
﹂
な
る
不
孝
者
が
妻
の
讒
言
に
よ
っ
て
母
を
射
殺

そ
う
と
し
た
瞬
間
に
裂
け
た
大
地
に
飲
み
込
ま
れ
︑
母
は
地
神
に
対
し
我
が
子

を
助
け
る
よ
う
懇
願
す
る
と
い
う
話
が
あ
る㉛

︒
こ
の
よ
う
な
︑
父
母
の
殺
害
を

企
て
た
不
孝
者
が
地
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
堕
地
獄
す
る
と
い
う
説
話
は
︑
同
工

異
曲
の
様
相
を
呈
し
な
が
ら
様
々
な
資
料
に
引
か
れ
︑
妙
本
寺
本
に
も
流
れ
着

い
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
妙
本
寺
本
巻
第
六
の
五
郎
の
語
り
に
唱
導
が
影
響

し
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
︒

一
方
︑﹃
義
経
記
﹄
は
﹃
曽
我
物
語
﹄
と
比
し
て
故
事
の
引
用
が
極
端
に
少

な
く
︑
文
体
も
単
純
な
語
句
の
反
復
が
多
い
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
︒
村
上
学
に

よ
れ
ば
︑﹃
義
経
記
﹄
は
先
行
文
芸
を
意
識
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
ら
に
対
し
て
反

発
︑
あ
る
い
は
併
存
を
避
け
よ
う
と
す
る
態
度
を
と
る
と
い
う㉜

︒
し
か
し
て
︑

﹃
義
経
記
﹄
は
地
神
が
不
孝
を
嫌
う
と
い
う
言
説
に
付
帯
す
る
様
々
な
説
話
を

捨
象
し
︑
あ
た
か
も
極
り
文
句
の
如
く
地
神
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
る
︒
し
か

し
︑
巻
第
二
に
お
け
る
義
経
の
﹁
堅
牢
地
神
の
恐
れ
あ
り
﹂
と
い
う
危
惧
や
︑

巻
第
八
に
お
け
る
編
者
の
﹁
遺
言
を
違
へ
ん
人
々
は
︑
堅
牢
地
神
に
背
け
ら
れ

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
二



奉
る
べ
き
な
り
﹂
と
い
う
論
評
か
ら
は
︑
不
孝
者
の
末
路
を
語
っ
た
唱
導
の
痕

跡
を
僅
か
に
察
知
で
き
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
地
神
が
忠
孝
の
神
で
あ
る
こ
と

は
常
套
句
と
な
り
︑
捨
象
さ
れ
た
語
り
は
作
中
の
用
例
に
痕
跡
を
残
す
の
み
と

な
っ
た
︒

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
地
神
が
忠
孝
の
神
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
︑
唱
導

を
主
軸
に
形
成
さ
れ
た
︒
文
学
作
品
は
そ
の
言
説
を
吸
収
し
︑
付
帯
す
る
説
話

を
捨
象
し
て
再
構
成
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
作
中
の
﹁
地
神
﹂
に
は
︑
か

つ
て
唱
導
で
語
ら
れ
て
い
た
物
語
が
面
影
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注①

例
え
ば
東
洋
文
庫
﹃
舞
の
本
﹄﹁
和
田
酒
宴
﹂
後
注
に
﹁
大
地
を
堅
め
教
法
を
守

る
神
︒
孝
行
な
者
を
守
る
と
い
う
﹂
と
あ
り
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
義
経

記
﹄
頭
注
に
﹁
孝
子
を
守
護
す
る
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
﹂
と
あ
る
︒﹃
幸
若
舞

曲
研
究
﹄
第
八
巻
︵
三
弥
井
書
店

一
九
九
四
年
︶﹁
和
田
宴
﹂
後
注
に
は
﹁
不
孝

を
嫌
う
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
﹂
と
あ
り
︑
同
書
補
注
に
は
地
神
に
関
す
る
詳

細
な
資
料
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒

②

地
神
盲
僧
と
は
︑
堅
牢
地
神
を
ま
つ
っ
た
偽
経
﹁
地
神
経
﹂
を
読
誦
し
︑
竃
祓
い

を
行
っ
た
盲
僧
集
団
で
あ
る
︒
な
お
︑
学
術
用
語
と
し
て
の
﹁
盲
僧
﹂
に
は
二
通
り

の
用
法
が
あ
り
︑
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒
一
つ
は
中
世
の
琵
琶
法

師
も
含
め
た
盲
人
芸
能
者
の
総
称
で
あ
る
︒
こ
れ
を
広
義
の
﹁
盲
僧
﹂
と
い
う
︒
も

う
一
つ
は
江
戸
幕
府
公
認
の
当
道
座
に
参
加
せ
ず
︑
天
台
宗
に
庇
護
を
求
め
て
独
自

の
組
織
を
維
持
し
た
九
州
や
中
国
地
方
の
集
団
で
あ
る
︒
こ
れ
を
狭
義
の
﹁
盲
僧
﹂

と
い
う
︒︵
星
野
和
幸
﹃
盲
僧
に
よ
る
琵
琶
付
法
要
の
構
成
と
音
楽
﹄
同
氏
博
士
論

文

二
〇
一
五
年
︶
本
稿
で
は
広
義
の
意
味
で
﹁
盲
僧
﹂
の
語
を
用
い
て
い
る
︒

③

角
川
源
義
・
村
上
学
﹃
赤
木
文
庫
本
義
経
物
語
﹄︵
角
川
書
店

一
九
七
四
年
︶

三
四
八
︱
三
四
九
頁

④

﹃
義
経
記
﹄
研
究
史
は
村
上
学
編
﹃
義
経
記
・
曽
我
物
語
﹄︵
国
書
刊
行
会

二
〇

〇
五
年
︶﹁
解
説
﹂
に
詳
し
い
︒
な
お
︑
﹃
義
経
記
﹄
成
立
過
程
に
民
衆
の
語
り
を
見

据
え
た
最
近
の
研
究
と
し
て
は
︑
藪
本
勝
治
﹃
義
経
記

権
威
と
逸
脱
の
力
学
﹄︵
和

泉
書
院

二
〇
一
五
年
︶
が
あ
る
︒

⑤

東
洋
文
庫
﹃
神
道
集
﹄
︵
一
五
二
︱
一
五
三
頁
︶
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
義
経

記
﹄︵
八
六
頁
︶
に
お
け
る
﹁
堅
牢
地
神
﹂
の
注
釈
は
︑
角
川
氏
の
論
を
参
考
に
し

た
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
を
引
い
て
お
く
︒

親
孝
行
者
を
守
る
神
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
︒
地
神
経
は
盲
僧
が
よ
ん
だ

と
い
わ
れ
︑
堅
牢
地
神
の
語
は
中
世
の
説
話
や
語
り
物
に
多
く
見
ら
れ
る
︒
説

話
の
管
理
者
と
無
関
係
と
は
い
え
ま
い
︒

堅
牢
地
神
を
引
い
て
来
た
の
は
鬼
一
法
眼
の
説
話
か
︑
義
経
記
自
身
が
盲
僧
の

語
物
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
︒
盲
僧
は
地
神
経
を
も
引
き
語
り
し
た
も
の
ら
し

い
︒

ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
観
点
を
福
田
晃
も
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
︒

﹃
義
経
記
﹄
が
︑
久
我
家
の
姫
君
を
義
経
の
妻
に
配
し
︑
そ
の
若
宮
と
も
ど
も

あ
の
世
へ
の
道
を
歩
ん
だ
と
す
る
は
︑
久
我
家
に
庇
護
さ
れ
て
い
た
座
頭
・
盲

僧
た
ち
の
伝
承
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
角
川
源
義
氏
の
指
摘
は
肯
定

で
き
る
︵
中
略
︶
﹃
義
経
記
﹄
の
本
文
と
し
て
は
︑
地
神
盲
僧
の
尊
崇
す
る

﹁
堅
牢
地
神
﹂
の
怒
り
を
述
べ
る
﹃
判
官
物
語
﹄
系
本
を
古
態
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︵
後
略
︶

福
田
晃
﹃
中
世
語
り
物
文
芸
﹄︵
三
弥
井
書
店

一
九
八
一
年
︶
六
六
頁

⑥

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
︒

⑦

角
川
源
義
﹃
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
﹄
角
川
書
店

一
九
六
九
年

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
三



⑧

な
お
︑
調
査
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
は
︑
そ
れ
を
使
用
し
た
︒﹃
注
好
選
﹄﹃
今
昔
物
語

集
﹄﹃
舞
の
本
﹄
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
︑
長
門
本
﹃
平
家
物
語
﹄
は
麻
原
美

子
﹇
他
﹈
編
﹃
長
門
本
平
家
物
語
﹄︵
勉
誠
出
版

二
〇
〇
四
年
︶
に
︑
延
慶
本

﹃
平
家
物
語
﹄
は
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄︵
勉
誠
社

一
九

九
〇
年
︶
に
︑
赤
木
文
庫
本
﹃
義
経
物
語
﹄
は
角
川
源
義
﹃
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
﹄

︵
角
川
書
店

一
九
六
九
年
︶
に
拠
っ
た
︒

⑨

星
野
和
幸
﹁
盲
僧
の
所
持
経
典
﹂﹃
駒
沢
大
学
仏
教
文
学
研
究
﹄
一
八

二
〇
一

五
年
一
月

⑩

国
民
文
庫
刊
行
会
編
﹃
国
訳
大
蔵
経
﹄
経
部
第
十
一
巻

国
民
文
庫
刊
行
会

一

九
三
五
年

⑪

日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
十
七
巻
﹃
民
間
芸
能
﹄
三
一
書
房

一
九
七
二
年

⑫

小
町
谷
照
彦
・
倉
田
実
編
著
﹃
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
﹄︵
笠
間
書
院

二

〇
一
一
年
︶
に
よ
る
と
︑
陰
陽
道
で
は
地
中
に
土
公
神
が
い
る
と
さ
れ
︑
こ
れ
を
忌

む
こ
と
を
土つ
ち

忌い
み

と
い
う
︒
ま
た
土
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
︑
地
中
の
土
公
神
を
犯
す

こ
と
か
ら
犯ぼ
ん

土ど

と
い
い
︑
掘
る
こ
と
三
尺
に
達
す
る
と
土
公
神
が
祟
る
︒
ま
た
土
公

神
は
時
期
に
よ
っ
て
居
場
所
を
移
し
︑
春
は
竃
︑
夏
は
門
︑
秋
は
井
︑
冬
は
庭
に
あ

る
と
い
う
︒︵
項
目
名
﹁
つ
ち
い
み
﹂
項
目
執
筆
者
：
中
島
和
歌
子

五
八
一
頁
︶

な
お
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
四
﹁
慈
丘
川
人
被
追
地
神
語
第
十
三
﹂
は
︑
陵

墓
の
点
検
を
誤
っ
た
た
め
に
土
公
神
に
追
わ
れ
る
話
で
あ
る
︒

⑬

繁
田
信
一
﹃
平
安
貴
族
と
陰
陽
師
﹄
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
五
年

⑭

下
出
積
與
校
注
﹃
神
道
大
系
﹄
論
説
編
十
六
陰
陽
道

神
道
大
系
編
纂
会

一
九

八
七
年

⑮

﹁
戦
国
時
代
の
木
簡
出
土
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄︵
二
〇
一
四
年
三
月
二
〇
日

朝
刊

三
五
頁
︶
本
文
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
閲
覧
可
能
で

あ
る
︒

⑯

地
神
信
仰
の
多
義
性
に
言
及
し
た
研
究
は
村
田
熙
﹁
地
神
信
仰
と
盲
僧
﹂﹃
ま
つ

り
﹄
二
六
︵
一
九
七
五
年
六
月
︶
︑
増
尾
伸
一
郎
﹁﹃
地
神
経
﹄
と
︿
五
郎
王
子
譚
﹀

の
伝
播
﹂﹃
日
本
文
学
﹄
四
七
︱
七
︵
一
九
九
八
年
七
月
︶
︑
西
岡
陽
子
﹁
地
神
盲
僧

の
伝
承
詞
章
﹂
﹃
在
地
伝
承
の
世
界

西
日
本
﹄︵
三
弥
井
書
店

二
〇
〇
〇
年
︶︑

兵
藤
裕
己
﹃
琵
琶
法
師
﹄︵
岩
波
書
店

二
〇
〇
九
年
︶
等
︑
多
岐
に
渡
る
︒

⑰

﹃
大
正
新
脩
大
蔵
経
﹄
第
一
〇
巻
︑
七
一
五
頁
︒

⑱

永
井
義
憲
・
清
水
宥
聖
編
﹃
安
居
院
唱
導
集
﹄
角
川
書
店

一
九
七
二
年

⑲

﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
家
わ
け
第
十
九

醍
醐
寺
文
書
之
十
六

東
京
大
学
史
料
編

纂
所

二
〇
一
五
年

⑳

山
崎
誠
﹁
安
居
院
唱
導
資
料
纂
輯
(
六
)刊
謬
﹃
公
請
表
白
﹄
翻
刻
並
び
に
解
題
﹂

国
文
学
研
究
資
料
館
﹃
調
査
研
究
報
告
﹄
一
七

一
九
九
六
年
三
月

㉑

国
文
学
研
究
資
料
館
編
﹃
中
世
唱
導
資
料
集
(
一
)﹄
臨
川
書
店

二
〇
〇
〇
年

㉒

磯
馴
帖
刊
行
会
﹃
磯
馴
帖

村
雨
篇
﹄
和
泉
書
院

二
〇
〇
二
年

㉓

な
お
︑
父
母
の
恩
が
莫
大
で
あ
る
こ
と
を
天
地
に
見
立
て
る
語
り
口
は
安
居
院
以

前
に
も
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
空
海
﹃
性
霊
集
﹄
に
は
︑
天
地
を
父
母
の
恩
に
見
立

て
た
対
句
表
現
が
あ
る
︒

伏
し
て
惟
み
れ
ば
︑
先
考
先
妣
天
の
ご
と
く
覆
ひ
︑
地
の
ご
と
く
載
す
︒
我
を

生
み
︑
我
を
養
ふ
︒

﹃
性
霊
集
﹄
巻
第
八
﹁
林
学
生
︑
先
考
先
妣
の
忌
日
に
仏
を
造
り

僧
に
飯
す
る
願
文
｣

我
を
生
じ
︑
我
を
育
す
る
は
父
母
の
恩
︑
高
天
よ
り
も
高
く
︑
厚
地
よ
り
も
厚

し
︒

﹃
性
霊
集
﹄
巻
第
八
﹁
仏
経
を
講
演
し
て
四
恩
の
徳
を
報
ず
る
表
白
｣

加
え
て
︑
﹃
朝
野
群
載
﹄
巻
第
二
﹁
源
高
明
正
嫡
乳
母
諷
誦
文
﹂
に
も
︑﹁
妾
失
天

失
地
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
天
地
を
用
い
た
対
句
表
現
は
︑
唱
導
に

お
い
て
は
死
者
へ
の
悲
嘆
を
語
る
た
め
の
常
套
句
で
あ
っ
た
︒
こ
の
文
句
は
父
母
の

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
四



追
善
供
養
の
み
な
ら
ず
︑
子
息
の
供
養
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

仰テ

天ニ
㆒

驚ス

梵
尺
之
聽ヲ
㆒︑
叩テ
㆑

地ヲ

徹ス

堅
牢
之
耳ニ
㆒︑
恨レ
ト
モ

不ス

救
㆒

悲ト
モ

不ス

答
㆒

﹃
言
泉
集
﹄
亡
息
悲
歎

如
失
掌
中ノ

玉ヲ
㆒︑
打チ

手ヲ
㆒

悲
歎ス

如シ

滅ス
ル
カ

眼
前ノ

光ヲ
㆒

銷シ
テ㆑

魂ヲ

暗
然タ
リ︑
戴
㆑

眼ヲ
㆒

訴ト
モ

天ニ
㆒︑
大

梵
天
王モ

不ス
㆑

助ケ

︑
擲ナ
ケ
テ

身ヲ
㆒

伏ト
モ㆑

地ニ

堅
牢
地
神モ

无シ

訪コ
ト︒

﹃
言
泉
集
﹄
亡
息
悲
歎

当
此
時ニ
㆒︑
見ル

者
皆
啼
泣シ

悶
絶
︑
聞ク

者ノ

併ラ

憂
悲シ

叫
喚ス

︑
仰テ

天ニ
㆒

雖
訴ト
㆒︑
大
梵
天
王モ

無
㆑

助コ
ト︑
伏シ
テ

地ニ
㆒

雖
㆑

悲ム
ト︑
堅
牢
地
神モ

不
㆑

答ヘ

﹃
澄
憲
作
文
集
﹄
第
六
十
二

為
子
追
善

再
会
之
思
永
絶
以
来
︑
仰
守
漢
天
︑
大
梵
天
王
不
助
㆒︑
伏
叩
大
地
︑
堅
牢
地
神

無
答

﹃
鳳
光
抄
﹄
押
上
一
条
殿
母
五
七
日
表
白

蛇
足
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
梵
天
帝
釈
と
地
神
を
対
句
的
に
配
置
す
る
語
り

口
は
唱
導
の
み
な
ら
ず
起
請
文
に
も
見
ら
れ
︑
こ
れ
も
い
わ
ば
常
套
句
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
︒
以
下
に
そ
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
く
︒

若
こ
の
衆
中
の
人
々
︑
一
言
も
各
々
虚
言
を
申
事
候
者
︑
奉
始
自
上
梵
天
帝
釈
︑

下
堅
牢
地
神
︑
当
庄
鎮
守
八
幡
大
菩
薩
︑
金
峯
︑
熊
野
︑
王
城
鎮
守
諸
大
明
神
︑

惣
者
日
本
国
中
六
十
余
州
大
小
之
神
罰
冥
罰
︑
各
々
八
万
四
千
毛
孔
毎
々
可
蒙

罷
状
如
件

﹁
隅
田
一
族
等
連
署
起
請
文
｣

若
背
此
条
候
者
︑
伊
勢
大
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
・
賀
茂
上
下
大
明
神
・
松
尾
大

明
神
・
稲
荷
大
明
神
・
春
日
大
明
神
・
吉
野
権
現
︑
此
外
日
本
国
中
大
小
神
祇
︑

殊
当
庄
三
社
宮
︑
惣
上
始
梵
天
帝
尺
︑
下
至
堅
牢
地
神
冥
罰
神
罰
お
︑
可
罷
蒙

禅
勝
之
身
候
︑
仍
起
請
文
之
状
如
件

﹁
若
狭
国
太
良
庄
公
文
禅
勝
起
請
文
｣

上
ハ
梵
天
帝
尺
︑
下
ハ
賢
窂
地
神
︑
殊
ニ
ハ
当
寺
大
師
八
幡
︑
別
ハ
当
庄
五
社

大
明
神
神
罸
冥
罸
を
各
八
万
四
千
毎
毛
穴
︑
可
罷
蒙
候
︑
仍
起
請
文
如
件

﹁
播
磨
国
矢
野
庄
西
方
上
村
名
主
百
姓
等
申
状
并
連
署
起
請
文
｣

㉔

小
峯
和
明
﹃
日
本
文
学
史
﹄︵
吉
川
弘
文
館

二
〇
一
四
年
︶
二
五
六
︱
二
五
九

頁
︒
小
峯
氏
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
賢
木
﹂
に
お
け
る
光
源
氏
の
追
善
供
養
に
仏
教
と

儒
教
の
孝
思
想
と
の
融
合
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
ま
た
中
世
に
な
る
と
︑

死
者
の
追
善
供
養
そ
の
も
の
が
﹁
孝
養
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
げ
︑

そ
の
背
景
と
し
て
︑
父
母
の
追
善
供
養
を
第
一
義
に
据
え
た
中
世
唱
導
界
の
影
響
を

想
定
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
仏
教
と
儒
教
と
の
融
合
に
関
し
て
は
︑
田
中
徳
定
﹃
孝
思

想
の
受
容
と
古
代
中
世
文
学
﹄
︵
新
典
社

二
〇
〇
七
年
︶
﹁
第
一
部

古
代
日
本
に

お
け
る
孝
思
想
の
受
容
﹂
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
ほ
か
加
地
伸
行
﹃
孝

経
﹄︵
講
談
社

二
〇
〇
七
年
︶
二
一
三
︱
二
一
七
頁
︑
同
氏
﹃
儒
教
と
は
何
か
﹄

︵
中
央
公
論
新
社

二
〇
一
五
年
︶
一
八
五
︱
一
八
六
頁
も
儒
教
と
仏
教
と
の
融
合

に
言
及
し
て
い
る
︒

㉕

北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
﹃
延
慶
本
平
家
物
語
﹄
勉
誠
社

一
九
九
〇
年

㉖

延
慶
本
が
﹃
法
滅
の
記
﹄
な
る
書
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
後
藤
丹
治
が
早
く
に
指

摘
し
て
い
る
︵
後
藤
丹
治
﹃
戦
記
物
語
の
研
究
﹄
筑
波
書
店

一
九
三
六
年

四
六

︱
五
五
頁
︶
︒
ま
た
︑
永
井
義
憲
は
唱
導
が
軍
記
物
語
の
文
体
形
成
に
大
き
く
影
響

し
た
こ
と
を
認
め
︑
唱
導
に
よ
っ
て
天
竺
・
中
国
の
説
話
が
広
ま
り
︑
軍
記
物
語
の

読
者
の
前
提
知
識
と
な
っ
た
と
述
べ
た
︵
永
井
義
憲
﹃
日
本
仏
教
文
学
﹄
塙
書
房

一
九
六
三
年

二
一
八
頁
︶
︒
さ
ら
に
︑
武
久
堅
は
延
慶
本
が
﹃
澄
憲
作
文
集
﹄
に

依
拠
し
た
本
文
十
五
箇
所
を
指
摘
し
て
お
り
︵
武
久
堅
﹃
平
家
物
語
成
立
過
程
考
﹄

桜
楓
社

一
九
八
六
年

一
六
二
︱
一
六
三
頁
︶
︑
日
本
語
学
の
分
野
で
は
山
本
慎

吾
が
延
慶
本
に
引
か
れ
た
表
白
を
表
記
・
対
句
・
漢
字
と
い
う
三
点
か
ら
考
察
し
て

い
る
︵
山
本
真
吾
﹁﹁
表
白
﹂
と
い
う
言
語
行
為
と
文
学
表
現
﹂
阿
部
泰
郎
編
﹃
中

世
文
学
と
寺
院
資
料
・
聖
教
﹄
竹
林
舎

二
〇
一
〇
年
︶
︒

㉗

太
田
次
男
編
﹃
五
常
内
義
抄
﹄
上
・
下

古
典
文
庫

一
九
七
九
年

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
五



㉘

全
て
の
用
例
を
あ
げ
る
と
長
大
に
な
る
の
で
箇
所
だ
け
を
示
す
︒
天
正
本
﹃
太
平

記
﹄
巻
第
一
〇
﹁
関
東
氏
族
幷
び
に
家
僕
等
打
死
の
事
﹂︑
同
書
巻
第
三
一
﹁
虞
舜

孝
高
の
事
﹂︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
︶︑﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
巻
之
十
二
﹁
僻

者
必
蒙
罰
事
﹂︵
榎
本
千
賀
﹇
他
﹈
編
著
﹃
一
四
巻
本
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
下
巻

三
弥
井
書
店

二
〇
〇
三
年
︶︑﹃
舞
の
本
﹄﹁
和
田
酒
盛
﹂﹁
小
袖
曽
我
﹂︵
新
日
本

古
典
文
学
大
系
︶︒

㉙

仏
典
の
孝
思
想
と
文
学
作
品
と
の
交
渉
に
関
し
て
は
︑
時
代
が
異
な
る
も
の
の
︑

森
あ
か
ね
﹁﹃
落
窪
物
語
﹄
に
お
け
る
孝
養
﹂﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
九
三
︱
一
二
︵
二

〇
一
六
年
十
二
月
︶
も
同
様
の
結
論
に
達
し
て
い
る
︒
森
氏
は
︑
貴
族
の
孝
思
想
や

物
語
に
影
響
を
与
え
た
漢
訳
仏
典
が
同
時
代
文
献
に
直
接
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
な

い
と
し
つ
つ
も
︑
平
安
時
代
の
儒
教
経
典
や
漢
訳
仏
典
享
受
の
様
相
か
ら
︑
識
者
達

は
そ
れ
ら
の
仏
典
に
も
目
を
通
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
論
じ
て
い

る
︒

㉚

小
峯
和
明
﹁
悪
逆
の
報
い
﹂
山
路
平
四
郎
・
国
東
文
麿
編
﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
早

稲
田
大
学
出
版
部

一
九
七
七
年
︶︑
今
野
達
﹁
日
本
霊
異
記
︿
吉
志
火
麻
呂
﹀
説

話
の
演
変
に
よ
せ
て
﹂﹃
国
語
国
文
﹄
五
五
︱
十
一
︵
一
九
八
六
年
一
一
月
︶

㉛

村
上
美
登
志
﹁﹃
曽
我
物
語
﹄
と
傍
系
説
話
﹂﹃
中
世
文
学
の
諸
相
と
そ
の
時
代
﹄

︵
和
泉
書
院

一
九
九
六
年
︶
に
お
い
て
︑
村
上
氏
は
今
野
氏
の
説
を
補
強
す
る
資

料
と
し
て
﹃
金
玉
要
集
﹄
第
三
﹁
悲
母
之
事
﹂
を
取
り
上
げ
︑
ま
た
仮
名
本
﹃
曽
我

物
語
﹄
に
お
け
る
当
該
説
話
と
法
華
経
談
義
と
の
接
点
を
示
し
て
い
る
︒

㉜

村
上
学
﹁
義
経
記
作
者
の
意
識
に
関
す
る
三
つ
の
断
章
﹂
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記

念
実
行
委
員
会
編
﹃
国
語
国
文
学
論
集
﹄
右
文
書
院

一
九
八
六
年

﹃
義
経
記
﹄﹃
曽
我
物
語
﹄
に
お
け
る
地
神
信
仰
の
来
歴

二
六


