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凡
　
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

六
十
五
番
　
念
仏
宗
　
法
花
宗

下

房

の
中
、
第
六
十
五
番
お
よ
び
第
六
十
六
番
の
注
解
を
収
め
た
。

〔
職
人
尽
〕

〔
鶴
岡
放
生
会
職
人
歌
合
〕
三
番

左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持
経
者

ま
き
れ
に
し
袖
の
白
玉
い
か
に
そ
と
お
し
へ
か
ほ
に
も
み
ゆ
る
月
哉

し
の
ひ
か
ね
心
を
人
に
そ
め
紙
の
く
り
か
へ
す
に
も
色
は
見
ゆ
ら
む

右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念
仏
者

あ
は
れ
い
っ
か
果
す
涅
槃
の
心
に
て
常
住
世
な
る
月
を
見
る
へ
き

こ
ゑ
の
あ
や
は
つ
る
」
糸
の
よ
り
す
ち
り
人
に
か
く
る
は
心
な
り
け
り

　
注
解
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判
云
、
月
は
、
左
歌
、
五
百
弟
子
品
を
さ
」
け
、
右
寄
、
四
十
八
顋
門
を
ひ
ら
け
り
。
教
の
文
句
、
歌
の
勝
劣
、
定
め
申
か
た

く
侍
へ
し
。
恋
は
、
左
寄
、
詞
の
つ
x
き
、
心
の
を
き
て
、
歌
よ
み
と
い
は
ん
に
た
ら
ん
こ
と
な
く
、
ま
こ
と
し
く
よ
め
る
に

こ
そ
侍
ら
め
。
経
を
そ
め
か
み
と
い
へ
る
も
、
物
の
ゆ
へ
し
れ
り
と
見
ゆ
。
右
の
寄
、
声
の
あ
や
は
つ
る
N
糸
の
、
と
い
へ
る

に
、
人
思
よ
る
へ
か
ら
す
。
君
子
な
り
と
申
へ
く
や
。
自
由
な
ら
す
し
て
自
由
を
得
た
り
。
但
、
た
」
し
か
ら
ぬ
所
の
侍
れ
ば
、

為
持
。

〔
後
撰
夷
曲
集
〕
尺
教
歌
の
中
に
　
あ
み
だ
ぶ
と
申
す
斗
を
つ
と
め
に
て
浄
土
の
荘
厳
み
る
ぞ
嬉
し
き
〈
法
然
上
人
〉
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕

浄
土
宗
　
人
皇
八
十
二
代
後
鳥
羽
院
建
久
五
年
甲
寅
に
法
然
上
人
の
所
立
也
。
用
ゆ
る
所
、
浄
土
三
部
経
、
井
び
に
善
導
大
師
観
経
の
釈
、
恵

心
僧
都
の
往
生
要
集
等
也
。
　
／
　
法
花
宗
　
人
皇
八
十
六
代
高
倉
院
承
安
元
年
辛
卯
、
日
蓮
上
人
所
立
也
。
用
ゆ
る
経
釈
、
天
台
に
同
じ
。

一
家
に
お
み
て
其
の
法
語
数
書
あ
り
。
御
書
と
号
す
。
人
皇
八
十
九
代
後
深
草
院
建
長
五
年
三
月
廿
八
日
、
朝
日
に
向
か
ひ
て
よ
り
広
め
た
ま

ひ
し
な
り
。
　
　
〔
華
紅
葉
〕
寄
念
仏
恋
　
明
け
暮
れ
に
申
せ
ど
君
は
つ
ま
は
じ
き
願
以
此
功
徳
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
と
お
け
〈
潮
流
〉
　
〔
誹
諧
職

人
尽
〕
念
仏
宗
・
法
華
宗
　
雪
と
消
え
し
跡
の
光
や
弥
陀
如
来
〈
貞
徳
〉
　
散
る
花
を
南
無
阿
弥
陀
仏
と
ゆ
ふ
べ
哉
〈
守
武
〉
　
我
が
家
の
仏

尊
し
神
無
月
〈
任
口
上
人
〉
　
居
風
呂
を
振
る
廻
は
れ
た
る
十
夜
か
な
く
史
邦
〉
　
あ
さ
が
ほ
の
阿
の
字
忘
る
な
南
無
仏
〈
珪
琳
〉
　
日
ぐ
ら

し
や
羽
織
揃
ふ
て
夕
念
仏
〈
東
国
〉
　
黒
谷
へ
獅
子
が
谷
か
ら
牡
丹
か
な
く
長
孝
〉
　
雪
折
れ
を
起
こ
し
て
行
く
や
寒
念
仏
〈
買
明
〉
　
寒
声

を
使
ひ
な
ら
す
や
歌
念
仏
〈
鳥
左
〉
　
本
為
凡
夫
兼
為
聖
人
　
文
盲
な
人
ぞ
尊
き
法
の
春
〈
祇
明
邸
　
頓
心
〉
　
釣
狐
宿
は
窓
な
し
寒
念
仏
〈

羊
素
〉
　
蕎
麦
の
湯
に
舌
の
ま
は
り
や
寒
念
仏
〈
水
府
　
遊
鱗
〉
　
甲
城
の
南
、
寺
家
と
い
ふ
町
は
づ
れ
に
、
い
か
に
も
古
き
物
斗
商
ふ
店
の

す
み
に
、
弥
陀
如
来
と
書
き
た
る
額
あ
り
。
大
き
さ
尺
に
み
た
ず
、
箔
の
文
字
も
い
た
く
煤
け
た
れ
ど
、
さ
す
が
に
御
仏
の
光
残
り
て
、
し
た

は
し
。
僅
か
の
価
や
り
て
、
我
が
物
と
思
ふ
も
お
か
し
。
彼
の
塵
ほ
こ
り
打
ち
は
ら
ひ
、
草
庵
の
西
の
小
窓
に
か
け
た
り
。
折
か
ら
刈
り
取
る

麦
の
秋
風
も
西
よ
り
来
る
な
る
べ
し
。
能
く
結
縁
し
奉
る
と
、
や
が
て
こ
の
窓
の
名
と
し
て
、
明
け
く
れ
お
念
仏
を
申
さ
ん
と
嬉
し
。
麦
秋
の

風
も
西
吹
く
や
弥
陀
の
窓
〈
黒
露
〉
　
念
仏
講
に
入
り
て
は
死
な
ぬ
が
損
な
り
と
云
ふ
　
う
か
め
う
か
め
念
仏
講
の
銭
も
蓮
〈
蓼
和
〉
　
深
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
め
　
こ

世
界
無
恵
心
　
つ
と
め
よ
や
親
も
あ
た
ら
ぬ
巨
燵
哉
〈
嵐
雪
〉
　
又
わ
か
葉
我
は
身
延
の
奥
を
見
ん
〈
敬
雨
〉
　
か
た
言
の
御
命
講
も
同
じ
仏

哉
〈
水
国
〉
　
妙
法
の
明
る
き
山
も
一
夜
か
な
く
蝉
話
〉
　
起
き
か
へ
る
身
延
は
寒
し
十
三
夜
〈
水
語
〉
　
ち
り
ば
め
む
末
を
身
延
の
桜
古
く



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
め
い

可
速
〉
　
う
ぐ
ひ
す
や
よ
そ
め
も
ふ
ら
ず
藪
の
中
〈
随
之
〉
　
八
宗
の
中
の
堅
み
や
法
の
華
〈
吹
笙
舎
　
子
鳳
〉
　
元
政
の
軒
も
光
る
か
御
命

畔
蓼
和
〉
〔
職
人
尽
狂
歌
合
〕
左
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
薙
川
い
さ
て
書
を
片
法
花
か
た
く
も
ほ
れ
し
石
の
題
目
左
い
さ

は
い
な
と
同
じ
く
て
、
う
け
ひ
か
ざ
る
詞
な
る
を
、
い
叡
膿
に
続
け
て
あ
や
な
さ
れ
し
、
興
あ
り
。
－
…
よ
り
て
、
左
を
勝
と
定
め
侍
り
。

／
　
左
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
や
る
文
の
数
さ
へ
廿
八
本
は
妹
を
く
ど
く
の
法
花
経
の
巻
　
左
、
一
首
よ
く
と
と
の
ひ
て
、
味
は
ひ
少
な

か
ら
ず
。
…
…
左
可
為
勝
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
待
ち
あ
か
す
お
の
が
身
延
は
題
目
の
お
そ
し
と
思
ふ
君
が
通
ひ
路

右
、
待
恋
の
心
、
い
ふ
ば
か
り
な
く
お
か
し
。
ろ
な
う
勝
と
定
む
べ
し
。
　
／
　
左
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
い
ふ
こ
と
を
は
ね
題
目
の
は

ね
つ
け
て
き
か
ぬ
は
妹
が
法
宗
か
た
ぎ
か
　
左
、
は
り
た
ま
し
ひ
な
る
人
を
う
ら
め
る
さ
ま
、
お
も
し
ろ
し
。
－
－
－
左
右
、
よ
き
持
に
て
侍
る

べ
し
。
　
／
　
左
　
　
（
寄
）
念
仏
宗
（
恋
）
　
一
枚
の
起
請
を
見
せ
て
念
仏
者
妹
を
口
説
く
の
種
と
こ
そ
す
れ
　
左
、
な
べ
て
起
請
と
い
ふ
物

は
、
か
た
み
に
心
と
け
た
る
人
の
、
猶
後
を
か
け
て
契
れ
る
に
す
る
こ
と
な
る
を
、
こ
れ
は
、
い
ま
だ
女
の
う
け
ひ
か
ざ
る
に
起
請
を
さ
へ
書

き
て
出
だ
せ
る
、
い
と
い
と
さ
ま
か
へ
た
る
よ
ば
ひ
心
な
り
。
右
、
…
…
ま
た
き
勝
に
て
侍
る
べ
し
。
　
／
　
左
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）

か
た
法
花
か
た
く
誓
ひ
の
身
延
よ
り
お
そ
し
と
か
こ
つ
待
つ
宵
の
床
左
、
契
り
し
人
を
待
つ
宵
の
さ
ま
、
よ
ろ
し
く
聞
こ
ゆ
。
…
－
左
を
勝

と
す
べ
く
や
。
　
／
　
左
　
　
（
寄
）
念
仏
宗
（
恋
）
　
せ
ん
か
た
も
南
無
阿
弥
陀
と
ぞ
思
ひ
切
る
跡
よ
り
恋
の
責
め
念
仏
宗
　
左
、
古
今
集
の

歌
に
て
と
り
な
さ
れ
し
、
感
ふ
か
く
侍
り
。
－
…
猶
、
左
勝
と
申
す
べ
く
や
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
あ
ふ
こ
と
の
方
便
品
も

願
ふ
な
り
く
ど
く
に
落
ち
ぬ
人
は
あ
ら
じ
と
　
…
…
右
、
方
便
品
、
た
ふ
と
く
い
は
れ
あ
れ
ば
、
此
の
問
注
、
祢
宜
殿
の
負
に
て
侍
る
べ
し
。

　
／
右
　
　
（
寄
）
念
仏
宗
（
恋
）
　
念
仏
の
寝
ん
か
と
と
い
て
逢
ふ
夜
半
は
申
す
や
う
な
き
床
の
嬉
し
さ
　
左
右
い
づ
れ
も
よ
ろ
し
く
聞
こ

ゆ
。
但
、
続
け
が
ら
、
い
さ
さ
か
左
勝
り
ぬ
べ
く
や
。
　
／
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
・
（
寄
）
念
仏
宗
（
恋
）
　
一
筋
に
妹
は
身
延
の
か
た
法

花
そ
し
ら
ぬ
顔
を
い
く
度
拝
ま
す
　
談
義
に
も
如
夜
叉
と
人
に
す
す
む
れ
ど
恋
し
が
り
け
る
如
菩
薩
の
顔
　
左
右
、
か
た
き
ど
ち
の
宗
門
な
が

ら
・
い
づ
れ
も
道
理
あ
ら
は
れ
て
、
た
ふ
と
さ
は
勝
り
劣
り
侍
ら
じ
か
し
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
く
ど
け
ど
も
兎
角
返
事
は

長
房
の
数
珠
程
心
も
む
ば
か
り
な
り
　
…
…
右
も
わ
ろ
か
ら
ね
ど
、
い
さ
さ
か
左
勝
る
べ
く
や
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
祈
る

身
は
法
花
と
な
ら
ん
題
目
の
髭
ほ
ど
君
に
我
は
の
び
た
り
　
…
…
右
、
百
日
法
花
と
い
ふ
物
に
な
り
て
恋
を
祈
る
心
な
る
べ
し
。
勝
り
ぬ
べ
し
。

　
／
　
左
　
　
（
寄
）
法
花
宗
（
恋
）
　
吾
妹
子
が
心
の
剣
折
れ
て
よ
り
う
き
名
の
た
つ
の
口
も
い
と
は
じ
　
左
、
た
ち
し
名
は
い
と
は
で
、
う
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六
四

け
ひ
き
た
る
を
喜
べ
る
さ
ま
な
る
べ
し
。
右
、
…
…
左
に
は
い
さ
さ
か
劣
り
ぬ
べ
き
や
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
念
仏
宗
（
恋
）
　
同
じ
床
に
ね

ん
仏
宗
と
思
ふ
よ
り
百
万
遍
も
送
る
玉
づ
さ
　
…
…
右
、
大
方
よ
ろ
し
。
但
、
百
万
遍
と
申
す
詞
、
古
め
い
て
侍
れ
ば
、
左
為
勝
。
　
　
〔
江
戸

職
人
歌
合
〕
二
十
五
番
　
念
仏
宗
・
題
目
宗
　
西
に
と
は
心
が
け
て
も
さ
し
い
づ
る
月
に
い
く
た
び
後
ろ
向
く
ら
む
　
月
も
月
葉
月
の
も
ち
ぞ

鬼
子
母
神
十
羅
刹
女
も
冥
加
あ
ら
せ
給
へ
　
左
右
共
不
二
難
申
一
。
判
云
、
左
右
歌
無
二
幾
勝
劣
一
。
傍
為
レ
持
。
　
外
心
あ
り
と
思
ふ
な
我
が

宗
は
雑
修
と
い
ひ
て
嫌
ふ
な
ら
ひ
ぞ
　
口
癖
に
恋
し
ゆ
か
し
と
つ
ぶ
や
く
を
自
我
偶
読
む
と
や
人
の
思
は
ん
　
右
申
云
、
左
歌
、
腰
の
五
文
字

こ
ち
ご
ち
し
く
聞
こ
ゆ
。
左
申
云
、
つ
ぶ
や
く
も
優
に
も
侍
ら
ず
や
。
判
云
、
左
右
の
腰
句
、
げ
に
な
だ
ら
か
に
も
侍
ら
ず
や
。
釈
教
の
歌
は
、

字
音
な
ど
も
入
り
ま
じ
り
て
、
な
だ
ら
か
な
ら
ぬ
も
常
の
事
な
が
ら
、
こ
れ
は
な
ほ
思
は
る
べ
く
や
。
持
に
て
侍
る
べ
し
。

【
本
文
】

六
十
五
番

は
ち
す
は
の
に
こ
ら
ぬ
つ
ゆ
に
や
と
る
な
り

こ
れ
そ
上
ほ
ん
上
し
や
う
の
月

我
の
り
の
月
そ
て
ら
さ
む
す
ゑ
の
世
の

よ
緩
し
ち
め
つ
さ
も
あ
ら
は
あ
れ

　
左
右
と
も
に
、
わ
か
宗
旨
を
あ
け
た
り
。

　
法
の
勝
劣
を
論
ず
へ
か
ら
す
。

往
生
の
さ
は
り
も
そ
す
る
ま
つ
人
を

く
わ
ん
お
ん
せ
い
し
来
迎
も
か
な

］
目
見
て
わ
す
ら
れ
さ
り
し
お
も
影
は

十
羅
せ
ち
女
も
か
く
や
と
そ
お
も
ふ

　
こ
れ
又
と
も
に
、
観
音
勢
至
を
使
と
し
、
十
羅

は
ち
す
は
一
〔
類
〕
蓮
葉
　
つ
ゆ
一
〔
類
〕
露

こ
れ
一
〔
類
〕
是
　
上
ほ
ん
上
し
や
う
一
〔
類
〕
上
品
上
生

の
り
！
〔
類
〕
法
　
て
ら
さ
む
i
〔
類
〕
て
ら
さ
ん
　
す
ゑ
の
世
1

わ
か
一
〔
類
〕
我

〔
類
〕
末
の
世

さ
は
り
も
そ
一
〔
白
〕
さ
は
り
も
て
　
ま
つ
人
一
〔
類
〕
先
人

く
わ
ん
お
ん
一
〔
忠
〕
〔
明
〕
く
は
ん
お
ん
〔
類
〕
く
わ
ん
音
　
も
か
な
1

見
て
一
〔
類
〕
み
て
　
お
も
影
i
〔
類
〕
お
も
か
け

十
羅
せ
ち
女
1
〔
類
〕
十
羅
刹
女
　
お
も
ふ
…
〔
類
〕
思
ふ

こ
れ
一
〔
類
〕
是
　
十
羅
刹
女
一
〔
類
〕
十
羅
せ
つ
女

〔
類
〕
も
哉



剰
女
を
思
か
け
た
り
。
且
は
、
を
そ
れ
な
き
に

あ
ら
す
。
光
源
氏
の
物
語
に
も
、
法
け
た
ち

く
す
し
か
ら
む
、
と
申
め
り
。
左
右
と
も
に
、
し
か
る

へ
か
ら
す
。

　
　
　
◇

　
念
仏
宗

即
便
往
生
も
た
う
と
く
、

往
生
も
只
一
た
ひ
南
無
と

と
な
ふ
れ
は
、
極
楽
に
生
。

な
に
の
う
た
か
ひ
か
あ
ら
ん
。

南
無
阿
弥
陀
仏
、
く
。

◇礁
謹

．
灘
撮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
義
贈

　
法
花
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
懸
蓄
躍
接

末
法
ま
ん
ね
ん
、
よ
緩

し
ち
め
つ
の
時
、
此
妙
法
花
と

申
候
は
、
我
才
か
祖
師
日
蓮
上
人
の

御
時
、
く
れ
く
と
か
れ
候
と
き
は
、

思
か
け
た
り
一
〔
類
〕
思
懸
た
り
　
且
は
一
〔
類
〕
且
　
を
そ
れ
一
〔
類
〕
恐

し
か
る
へ
か
ら
す
一
〔
類
〕
不
可
然

念
仏
宗
1
〔
忠
〕
六
＋
五
番
念
仏
宗

一
た
ひ
一
〔
白
〕
一
度

と
な
ふ
れ
は
一
〔
白
〕
唱
れ
は

く
一

〔
白
〕
ナ
シ
〔
忠
〕
≧

〔
明
〕
〔
類
〕
≧
≧

法
花
宗
一
〔
白
〕
法
華
宗

ま
ん
ね
ん
一
〔
白
〕
万
年
　
よ
経
し
ち
め
つ
1

妙
法
花
1
〔
白
〕
妙
法
華
経

申
候
は
一
〔
白
〕
中
は
　
上
人
一
〔
白
〕
聖
人

く
れ
く
一
〔
白
〕
暮
く
　
と
き
は
一
〔
白
〕

〔
白
〕
余
経
悉
滅

ナ
シ

〔
語
注
〕

◎
念
仏
宗
は
、
称
名
念
仏
に
よ
っ
て
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
説
く
宗
派
、
す
な
わ
ち
、
浄
土
宗
．
浄
土
真
宗
．
時
宗
な
ど
の
総
称
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
画
中
詞
の
「
即
便
往
生
」
と
い
う
言
葉
や
、
法
花
宗
と
番
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
然
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
浄
土
宗
を

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
十
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



六
六

↓

指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
法
花
宗
（
法
華
宗
）
は
、
日
蓮
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
宗
派
。
『
法
華
経
』
を
重
視
し
、
そ
の
教
え
に
よ
っ
て
の
み
人
は
救
わ
れ
る
、
と
説

く
。
他
の
宗
派
、
特
に
浄
土
宗
と
は
す
る
ど
く
対
立
し
た
。

◎
は
ち
す
は
の
に
こ
ら
ぬ
つ
ゆ
　
蓮
は
、
汚
泥
に
生
え
な
が
ら
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か
ら
、
『
法
華
経
』
従
地
湧
出
品
に
、
仏
弟
子

の
高
潔
な
心
を
称
え
て
、
「
不
染
世
間
法
、
如
蓮
華
在
水
」
と
す
る
な
ど
、
仏
教
を
象
徴
す
る
植
物
。
歌
に
も
、
「
蓮
葉
の
濁
り
に
し
ま
ぬ
心

も
て
な
に
か
は
露
を
玉
と
あ
ざ
む
く
〈
遍
昭
〉
」
（
古
今
集
、
三
、
夏
歌
）
な
ど
と
詠
ま
れ
た
。

◎
上
ほ
ん
上
し
や
う
の
月
　
「
上
品
上
生
」
は
、
阿
弥
陀
の
浄
土
に
往
生
す
る
者
を
九
つ
の
等
級
に
分
け
た
う
ち
の
最
上
級
。
『
観
無
量
寿

経
』
に
説
く
。
転
じ
て
、
一
般
に
最
上
の
も
の
。
こ
こ
は
、
月
が
こ
の
上
な
く
美
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
我
の
り
の
月
そ
て
ら
さ
む
　
「
我
法
の
月
」
は
、
法
華
経
な
い
し
法
花
宗
の
教
義
を
月
に
た
と
え
た
言
葉
。
月
が
地
上
を
照
ら
す
よ
う
に
、

末
の
世
（
次
項
参
照
）
を
照
ら
す
の
は
他
で
も
な
い
法
華
の
教
え
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
す
ゑ
の
世
の
よ
経
し
ち
め
つ
　
「
末
の
世
」
は
末
法
の
こ
と
。
仏
教
が
す
た
れ
て
、
釈
迦
の
教
え
だ
け
は
残
る
が
、
い
か
に
修
行
し
て
も

悟
り
を
開
き
え
な
い
、
と
さ
れ
る
時
代
。
釈
迦
入
滅
か
ら
二
千
年
（
千
五
百
年
と
す
る
説
な
ど
も
あ
る
）
を
経
た
時
か
ら
始
ま
り
、
一
万
年

続
く
と
い
う
。
我
が
国
で
は
、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
以
降
末
法
に
入
っ
た
と
す
る
説
が
広
く
用
い
ら
れ
た
。
「
余
経
悉
滅
」
は
、
末
法

に
お
い
て
は
『
無
量
寿
経
』
以
外
の
経
は
す
べ
て
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
慈
恩
の
『
西
方
要
決
』
に
、
「
末
法
万
年
、
余
経
悉
滅
、

弥
陀
一
教
、
利
物
偏
増
」
と
見
え
る
。
法
然
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
、
『
西
方
要
決
』
の
こ
の
言
葉
を
引
い
て
念
仏
往
生
を
説
く
。
『
法

然
上
人
絵
伝
』
等
に
も
見
え
、
浄
土
宗
で
重
視
す
る
言
葉
。
一
方
、
日
蓮
も
、
『
守
護
国
家
論
』
に
同
じ
言
葉
を
引
き
一
定
の
関
心
を
示
す

が
、
自
身
は
、
『
法
華
経
』
に
「
悪
世
末
法
時
、
能
持
是
経
者
、
則
為
已
如
上
、
具
足
諸
供
養
」
（
分
別
功
徳
品
）
な
ど
と
あ
る
の
に
基
づ
き
、

『
法
華
経
』
こ
そ
が
末
法
の
世
を
照
ら
す
唯
一
の
教
え
だ
と
説
く
。

◎
さ
も
あ
ら
は
あ
れ
　
　
（
浄
土
宗
の
僧
た
ち
は
「
余
経
悉
滅
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
）
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
。

◎
法
の
勝
劣
を
論
ず
へ
か
ら
す
　
教
義
上
の
優
劣
は
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
は
、
歌
と
し
て
の
優
劣
が
つ
け
が

た
い
の
で
あ
る
が
、
冗
談
め
か
し
て
、
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
六
十
八
番
、
山
法
師
・
奈
良
法
師
の
月
の
歌
の
判
詞
に
、
「
法



に
是
非
を
中
が
た
し
」
、
六
十
九
番
、
華
厳
宗
・
倶
舎
宗
の
月
の
歌
の
判
詞
に
も
、
「
ふ
か
き
心
を
つ
た
へ
ざ
れ
ば
、
ま
さ
る
お
と
る
申
が
た

し
」
と
、
こ
こ
に
似
た
言
い
方
が
見
え
る
。

◎
往
生
の
さ
は
り
も
そ
す
る
　
　
「
さ
は
り
も
そ
」
は
、
白
石
本
は
「
さ
は
り
も
て
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
往
生
」
は
、
こ
の
世

を
去
っ
て
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
。
こ
と
に
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
つ
い
て
い
う
。
浄
土
宗
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
唱

え
念
仏
す
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
、
と
説
く
。
「
障
り
」
は
、
妨
げ
、
障
害
。
恋
心
を
持
っ
て
い
て
は
、
そ
れ
が
極
楽
往
生
の
妨

げ
と
も
な
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
ま
つ
人
を
　
類
従
本
は
「
先
人
を
」
。
明
暦
板
本
は
、
し
か
る
べ
き
文
字
に
は
濁
点
（
本
稿
の
校
合
で
は
省
略
）
を
施
し
た
本
で
あ
る
が
、

こ
こ
は
「
ま
つ
人
を
」
と
濁
点
は
な
く
、
「
待
つ
人
を
」
と
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
先
づ
人
を
」
、
「
待
つ
人
を
」
、
い
ず
れ
で
も
意
味

は
通
じ
る
が
、
前
者
は
後
者
に
較
べ
て
、
や
や
不
自
然
な
表
現
か
。
後
者
は
、
下
句
の
「
来
迎
も
が
な
」
に
よ
く
照
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
、
「
待
つ
人
」
は
、
通
常
、
女
が
待
っ
て
い
る
相
手
の
男
を
意
味
す
る
か
ら
、
男
の
歌
と
し
て
は
不
自
然
か
。
『
新
大
系
』
は
、

「
先
ず
」
と
解
す
る
。

◎
く
わ
ん
お
ん
せ
い
し
来
迎
も
か
な
　
　
「
も
か
な
」
は
、
類
従
本
は
「
も
哉
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
く
わ
ん
お
ん
せ
い
し
」
は
、

観
（
世
）
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
。
と
も
に
阿
弥
陀
仏
の
脇
侍
。
「
来
迎
」
は
、
臨
終
の
人
を
極
楽
浄
土
に
迎
え
取
る
た
め
に
、
仏
菩
薩
が
姿

を
現
す
こ
と
。
阿
弥
陀
仏
と
観
音
・
勢
至
の
両
菩
薩
が
姿
を
現
す
三
尊
来
迎
が
理
想
的
と
さ
れ
た
。
全
体
で
、
恋
の
相
手
を
観
音
．
勢
至
が

迎
え
取
っ
て
ほ
し
い
、
つ
ま
り
、
相
手
が
死
ん
で
く
れ
れ
ば
い
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
分
が
死
ん
で
し
ま
い
た
い
、
と
い
う
の
が
、
恋

の
歌
の
常
套
的
な
発
想
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
は
そ
の
逆
で
、
き
わ
め
て
異
例
か
つ
滑
稽
な
表
現
。

◎
十
羅
せ
ち
女
　
十
羅
刹
女
。
「
せ
ち
」
は
「
せ
つ
」
と
も
表
記
す
る
。
『
法
華
経
』
陀
羅
尼
品
に
説
く
、
十
人
の
羅
刹
（
人
を
魅
惑
し
、
血

肉
を
食
う
悪
鬼
）
の
女
。
釈
迦
の
説
法
に
接
し
て
、
法
華
経
受
持
の
人
を
守
る
神
女
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
き
わ
め
て
美
麗
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
像
は
天
女
の
形
や
、
和
様
化
し
た
十
二
単
衣
姿
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
（
佐
和
隆
研
『
仏
像
図
典
』
）
。

◎
且
は
　
類
従
本
は
「
且
」
と
す
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

◎
を
そ
れ
な
き
に
あ
ら
す
　
畏
れ
多
い
こ
と
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
十
一
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六
八

◎
光
源
氏
の
物
語
に
も
、
法
け
た
ち
く
す
し
か
ら
む
、
と
申
め
り
　
　
『
源
氏
物
語
』
箒
木
巻
の
頭
中
将
の
言
葉
、
「
吉
祥
天
女
を
思
ひ
か
け

ん
と
す
れ
ば
、
ほ
ふ
け
づ
き
く
す
し
か
ら
ん
こ
そ
、
又
わ
び
し
か
り
ぬ
ぺ
け
れ
」
を
指
す
。
「
ほ
ふ
け
（
法
気
）
づ
く
」
は
、
抹
香
く
さ
く

な
る
、
の
意
で
あ
る
が
、
「
法
気
だ
つ
」
と
い
う
言
葉
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
「
奇
し
」
は
、
き
ま
じ
め
で
堅
苦
し
い
様
。
観
音
勢
至
や
十
羅

刹
女
は
、
色
恋
の
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
く
べ
ん

◎
即
便
往
生
も
た
う
と
く
、
往
生
も
只
一
た
ひ
南
無
と
と
な
ふ
れ
は
、
極
楽
に
生
　
　
「
即
便
往
生
」
は
、
至
誠
心
・
深
心
・
回
向
発
願
心
の

三
心
を
も
っ
て
称
名
念
仏
す
れ
ば
、
現
世
に
お
い
て
極
楽
往
生
が
決
定
す
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
。
も
と
『
観
無
量
寿
経
』
に
見
え
る
言
葉
で
、

法
然
の
弟
子
で
浄
土
宗
西
山
派
の
祖
、
証
空
が
強
調
し
た
。
「
即
便
往
生
も
…
…
、
往
生
も
…
…
」
と
い
う
表
現
は
理
解
し
に
く
い
。

◎
南
無
阿
弥
陶
仏
、
く
　
白
石
本
は
「
く
」
を
脱
す
る
。

◎
妙
法
花
　
白
石
本
は
「
妙
法
華
経
」
。
『
妙
法
蓮
華
経
』
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
『
法
華
経
』
の
こ
と
。

◎
申
候
は
　
白
石
本
は
「
申
は
」
と
「
候
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。

◎
上
人
　
白
石
本
は
「
聖
人
」
。

◎
く
れ
く
　
く
り
か
え
し
。

◎
と
き
は
　
白
石
本
は
こ
の
言
葉
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
と
き
ん
ば
」
の
転
で
、
（
く
れ
ぐ
れ
説
か
れ
候
ふ
）
上
か
ら
は
す
な
わ

ち
、
の
意
か
。
法
花
宗
の
僧
の
口
調
を
移
し
た
も
の
か
。

〔
絵
〕

念
仏
宗
は
、

法
花
宗
は
、

僧
衣
の
上
に
袈
裟
を
掛
け
る
。
白
石
本
は
、

　
　
　
　
　
え
り

僧
衣
を
僧
綱
領
に
し
て
着
、
袈
裟
を
掛
け
、

右
手
に
撞
木
を
持
ち
、
前
に
置
い
た
鉦
鼓
を
叩
く
体
。

右
手
に
扇
を
持
つ
。
白
石
本
・
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
は
、

左
手
首
に
数
珠
。

〔
参
考
〕

　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

○
　
た
だ
一
念
お
こ
り
落
と
さ
ん



　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
レ

　
名
号
を
と
な
ふ
声
は
日
ま
ぜ
に
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
馬
狂
吟
集
）

○
　
法
華
衆
か
ど
に
衣
を
ほ
し
置
き
て

　
法
の
こ
は
さ
よ
情
の
こ
は
さ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誹
諧
連
歌
抄
）

○
河
瀬
の
石
を
拾
ひ
あ
げ
、
河
瀬
の
石
を
拾
ひ
あ
げ
、
妙
な
る
法
の
御
緩
を
一
石
に
一
字
、
書
き
つ
け
て
、
波
間
に
沈
め
弔
は
ば
、
な
ど
か

は
浮
か
ま
ざ
る
べ
き
な
ど
か
は
浮
か
ま
ざ
る
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
鵜
飼
」
）

○
こ
れ
は
甲
斐
の
国
身
延
山
よ
り
出
で
た
る
沙
門
に
て
候
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
梅
枝
」
）

○
そ
れ
世
尊
の
教
法
は
、
五
時
八
教
に
配
立
し
、
権
実
二
教
に
分
か
て
り
、
さ
る
程
に
滅
後
の
弘
経
も
正
像
末
に
次
第
し
て
、
今
後
五
百
歳

の
時
な
れ
ば
、
時
機
に
叶
ふ
こ
の
妙
経
を
弘
め
つ
つ
、
国
土
安
全
の
勧
め
を
な
せ
し
そ
の
甲
斐
の
、
身
延
の
山
に
引
き
籠
も
り
、
寂
寞
無
人

の
梱
の
内
に
は
、
読
誦
此
経
の
声
絶
え
ず
、
一
心
三
観
の
窓
の
前
に
は
、
第
一
義
天
の
月
ま
ど
か
な
り
　
　
　
　
（
謡
曲
「
現
代
七
面
）

○
帰
命
妙
法
蓮
華
経
、
一
部
八
巻
四
七
品
、
文
々
こ
と
ご
と
く
神
力
を
示
し
演
べ
給
ふ
、
濁
乱
の
衆
生
な
れ
ば
、
こ
の
経
は
保
ち
が
た
し
、

暫
く
も
保
つ
者
は
、
我
則
歓
喜
し
て
、
諸
仏
も
し
か
な
り
と
一
乗
の
、
妙
文
な
る
も
の
を
、
深
著
虚
妄
法
、
堅
受
不
可
捨
ぞ
悲
し
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謡
曲
「
身
延
」
）

○
低
惣
じ
て
わ
が
法
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
一
声
と
な
へ
て
も
往
生
す
る
が
、
わ
ご
り
よ
の
法
は
、
一
部
の
八
巻
の
と
云
ふ
て
、
長
ひ
事
を

い
ふ
て
も
往
生
は
な
る
ま
ひ
程
に
、
身
が
弟
子
に
な
ら
し
め
。
低
あ
ふ
、
わ
ご
り
よ
の
法
の
や
う
に
、
あ
そ
こ
の
隅
へ
行
て
も
、
ぐ
ど
ぐ
ど
、

袋
の
隅
へ
行
て
も
、
ぐ
ど
ぐ
ど
と
、
同
じ
事
を
云
ふ
て
、
黒
豆
を
数
よ
ふ
よ
り
、
身
が
弟
子
に
せ
う
。
身
が
法
は
、
忝
く
も
法
花
最
第
一
の

金
言
な
れ
ば
、
法
華
経
を
い
た
だ
ひ
て
も
成
仏
す
る
は
疑
ひ
な
ひ
程
に
、
人
を
弟
子
に
と
ら
ふ
よ
り
も
、
弟
子
に
な
ら
し
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
狂
言
「
宗
論
」
）

六
十
六
番
連
歌
師
　
早
歌
調

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
十
一
）

六
九



七
〇

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
連
爵
師
　
連
冨
は
む
か
し
ょ
り
あ
っ
て
久
し
き
事
な
り
。
日
本
武
尊
、
に
ひ
は
り
つ
く
ば
を
す
ぎ
て
い
く
よ
か
ね
つ
る
、
と
の
給

　
は
せ
け
る
を
、
燭
を
と
る
人
、
其
の
す
ゑ
を
つ
ぎ
し
、
是
、
連
冨
の
始
め
也
と
か
や
。
定
家
家
隆
等
の
句
あ
ま
た
あ
り
。
然
れ
ど
も
、
百
韻
の
法
式
を

　
た
て
て
、
さ
か
ん
に
ひ
ろ
ま
る
事
は
、
宗
祇
法
師
牡
丹
花
に
は
じ
ま
れ
り
。
中
比
、
東
山
殿
の
代
に
い
た
っ
て
、
此
の
道
盛
ん
に
し
て
、
連
再
の
新
式

　
定
ま
れ
り
。
そ
れ
よ
り
し
て
、
代
々
つ
た
は
り
、
慶
長
の
比
、
昌
琢
入
道
、
其
の
名
高
く
、
其
の
子
孫
、
添
削
の
家
と
し
て
、
花
本
と
号
す
。
　
　
〔
誹

　
譜
職
人
尽
〕
連
歌
師
　
鶯
は
連
歌
も
す
る
や
花
の
下
〈
親
重
〉
　
髭
宗
祇
池
に
蓮
あ
る
こ
こ
ろ
哉
〈
素
堂
〉
　
歌
か
否
連
歌
に
あ
ら
ず
に
し
肴
〈
文
隣

　
〉
　
二
年
の
月
の
あ
る
じ
や
珠
玉
庵
〈
宗
瑞
〉
　
あ
さ
が
ほ
や
廿
九
日
は
曇
れ
か
し
く
珪
琳
〉
　
初
雪
や
連
歌
座
敷
は
寒
け
れ
ど
〈
梅
徳
〉
　
連
歌
師

　
と
親
し
く
成
り
ぬ
五
月
雨
〈
林
里
〉
　
連
歌
師
の
信
濃
を
使
ふ
師
走
哉
〈
姪
祥
〉
　
吐
月
峯
の
秋
や
昔
の
い
も
の
や
ま
〈
永
家
〉
　
た
ち
花
や
連
歌
の

　
と
う
の
か
り
座
敷
〈
蓼
和
〉
　
／
　
早
歌
う
た
ひ
　
寒
声
に
つ
れ
も
な
げ
な
る
早
歌
か
な
く
蓼
和
〉
　
〔
職
人
尽
発
句
合
〕
十
六
番
左
　
連
歌
師
　
裏

　
白
の
名
を
こ
そ
得
た
れ
雪
の
松
　
左
右
と
も
に
、
当
道
を
い
ひ
た
て
て
争
論
に
及
ぶ
は
む
く
つ
け
し
。
季
吟
翁
七
十
番
歌
合
の
判
に
い
は
く
、
和
歌
と

　
俳
諧
と
は
其
の
詞
こ
そ
変
は
り
侍
ら
め
、
故
実
と
心
ば
へ
は
何
の
わ
い
た
め
か
侍
ら
ん
と
云
々
。
我
が
家
の
仏
た
う
と
く
は
、
人
目
許
さ
ず
、
箱
に
秘

　
め
て
、
持
と
す
べ
し
。

【
本
文
】

六
十
六
番

秋
き
り
は
月
す
む
や
ま
の
う
ち
こ
し
も

雨
の
た
く
ひ
に
き
ら
ふ
と
そ
み
る

も
ろ
友
に
月
に
う
た
は
ん
け
に
や
さ
は

い
ま
は
た
x
れ
も
さ
そ
お
ほ
え
た
る

秋
き
り
一
〔
類
〕
秋
霧
　
や
ま
一
〔
類
〕
山

も
ろ
友
に
一
〔
類
〕
諸
共
に

い
ま
は
た
」
れ
も
さ
そ
お
ほ
え
た
る
一

〔
類
〕
今
は
た
誰
も
さ
そ
覚
た
る



　
け
に
や
娑
婆
の
秘
曲
、
其
興
侍
り
。
但
、
け
に
や
さ
ら
は

　
さ
そ
覚
た
る
、
誰
、
い
ひ
お
ほ
せ
さ
る
に
や
。
左
、
霧
は
降
物
に

　
打
越
を
嫌
新
式
の
心
、
可
然
は
侍
れ
と
、
山
の
打
こ
し
、

　
た
N
詞
に
や
。
彼
是
を
か
よ
は
し
て
、
持
と
す
へ
く
や
。

恋
わ
ひ
て
神
に
た
む
け
の
つ
ら
ね
寄

あ
ふ
さ
か
や
ま
を
ふ
し
物
に
せ
む

別
地
に
な
く
か
う
た
ふ
か
か
れ
こ
ゑ
の

し
は
り
あ
げ
た
る
そ
て
の
な
こ
り
は

　
山
を
賦
物
に
て
会
坂
の
手
向
、
よ
き
連
寄
の
よ
り
あ
ひ
、

　
神
明
納
受
の
法
楽
な
る
へ
し
。
又
、
袖
の
余
波
の
美
声
、

　
ち
か
比
の
早
寄
の
聴
聞
、
耳
を
お
と
ろ
か
し
侍
り
。

　
　
　
◇

　
連
歌
し

い
ま
た
こ
の

お
り
に
、
花
か

候
は
す
候
。

　
早
歌
う
た
ひ

か
た
見
に
の
こ
る

な
て
し
こ
の

　
論
騰
蝿
…

嚇
齢
．
甕
、
融
黛
｝

◇

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
十
一
）

さ
そ
一
〔
類
〕
撫

可
然
は
侍
れ
と
一
〔
白
〕
可
然
侍
れ
と
　
打
こ
し
一
〔
類
〕
打
越

た
」
詞
一
〔
類
〕
只
詞
　
か
よ
は
し
て
一
〔
類
〕
通
は
し
て
　
持
と
す
へ
く
や
一
〔
類
〕
可
為
持
哉

恋
わ
ひ
て
一
〔
類
〕
恋
佗
て
　
た
む
け
一
〔
類
〕
手
向

あ
ふ
さ
か
や
ま
一
〔
類
〕
逢
坂
山
　
せ
む
一
〔
類
〕
せ
ん

別
地
一
〔
類
〕
別
路
　
か
れ
こ
ゑ
一
〔
類
〕
か
れ
声

そ
て
の
な
こ
り
一
〔
類
〕
袖
の
名
残

な
る
へ
し
一
〔
類
〕
成
へ
し

ち
か
比
1
〔
類
〕
近
比
　
早
冨
1
〔
類
〕
早
歌
　
お
と
ろ
か
し
一
〔
類
〕
驚
か
し

（「

ｨ
を
お
と
ろ
か
し
侍
り
」
ノ
ア
ト
ニ
）
一
〔
忠
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
持
と
す
へ
し

連
歌
し
一
〔
白
〕
連
歌
師
〔
忠
〕
六
七
六
番
連
歌
師

こ
の
お
り
に
一
〔
白
〕
〔
忠
〕
此
折
に
は
〔
明
〕
〔
類
〕

早
歌
う
た
ひ
一
〔
白
〕
早
歌
調
〔
忠
〕

か
た
見
一
〔
白
〕
〔
忠
〕
か
た
み

　
う
た
ひ

早
歌
調

こ
の
お
り
に
は

七
一



七
二

〔
語
注
〕

◎
連
歌
は
、
応
仁
の
乱
か
ら
江
戸
開
幕
ま
で
の
こ
ろ
最
盛
期
を
迎
え
、
宗
祇
（
一
円
二
一
一
五
〇
二
）
が
出
て
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
、

『
新
撰
菟
玖
波
集
』
が
編
ま
れ
た
。

　
早
歌
は
、
中
世
に
武
家
階
級
を
中
心
に
流
行
し
た
謡
い
物
。
速
い
テ
ン
ポ
で
歌
う
こ
と
か
ら
こ
の
名
で
呼
ば
れ
た
、
と
い
う
。

◎
秋
き
り
は
月
す
む
や
ま
の
う
ち
こ
し
も
雨
の
た
く
ひ
に
き
ら
ふ
　
　
「
打
越
」
は
、
連
歌
用
語
で
、
付
句
の
前
の
前
の
句
。
ま
た
、
付
句
が

打
越
の
句
と
同
趣
に
陥
る
弊
を
も
「
打
越
」
と
言
い
、
そ
の
弊
を
避
け
る
こ
と
を
「
打
越
を
嫌
ふ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
「
打
越
」
に
、
秋
霧

が
山
を
打
ち
越
え
て
来
る
意
の
「
打
越
」
を
掛
け
る
。
「
雨
の
類
に
嫌
ふ
」
は
、
「
霧
」
と
い
う
言
葉
は
「
雨
」
の
類
義
語
で
あ
る
か
ら
、
前

々
句
に
降
物
が
詠
ま
れ
て
い
れ
ば
、
「
雨
」
同
様
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
（
「
霧
は
降
物
に
打
越
を
嫌
新
式
の
心
」
の
項
参
照
）
こ
と
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
綺
麗
に
澄
ん
で
い
る
月
に
と
っ
て
、
山
を
打
ち
越
え
て
来
る
霧
も
、
雨
同
様
に
嫌
う
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

◎
月
に
う
た
は
ん
　
　
「
月
に
歌
ふ
」
は
、
月
に
向
か
っ
て
歌
を
歌
う
こ
と
。
「
松
風
の
音
も
さ
び
し
き
暁
の
月
に
歌
ひ
て
過
ぐ
る
山
人
〈
覚

性
法
親
王
〉
」
（
続
詞
花
集
十
六
、
雑
上
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
に
　
や
　
さ
　
ば
　
　
と
ん
ど
　
に
　
さ
　
ぞ
　
や
　
　
お
ぼ
え
た
る
な
　
　
げ
　
に
　
や
　
さ

◎
け
に
や
さ
は
　
現
爾
也
娑
婆
。
早
歌
の
曲
名
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
曲
の
歌
詞
「
現
爾
也
娑
婆
、
東
土
仁
三
尊
哉
、
覚
足
那
、
現
爾
也
娑

ば
　
　
と
ん
ど
　
に
　
や
　
　
　
さ
　
ぞ
　
や
　
　
お
ぼ
え
た
る
な

婆
、
東
土
仁
哉
、
三
尊
哉
、
覚
足
那
、
げ
に
や
さ
ば
、
と
ん
ど
に
さ
ぞ
や
、
お
ぼ
え
た
る
な
」
（
『
日
本
歌
謡
集
成
五
』
所
収
『
宴
曲
集
一
』
）

の
一
節
。
こ
こ
は
、
上
か
ら
の
続
き
と
し
て
は
曲
名
、
下
句
へ
の
続
き
と
し
て
は
歌
詞
の
一
部
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
歌
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
難
解
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
判
詞
に
も
「
け
に
や
さ
ら
は
」
と
あ
る
ご
と
く
、
「
げ
に
や
さ
ら
ば
」
の
意
に
解
し
て
、
下
句
へ
続
け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

◎
い
ま
は
た
～
れ
も
さ
そ
お
ほ
え
た
る
　
「
現
爾
也
娑
婆
」
の
歌
詞
「
と
ん
ど
に
さ
ぞ
や
、
お
ぼ
え
た
る
な
」
を
踏
ま
え
た
表
現
。
今
は
や

は
り
だ
れ
も
が
そ
う
（
月
に
歌
お
う
と
）
思
っ
て
い
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。

◎
け
に
や
娑
婆
の
秘
曲
　
　
「
現
爾
也
娑
婆
」
が
秘
曲
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
未
考
。

◎
其
興
侍
り
　
　
「
興
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
歌
の
趣
向
の
こ
と
（
三
十
二
番
語
注
「
興
な
き
に
あ
ら
す
」
の
項
参
照
）
。



◎
け
に
や
さ
ら
は
さ
そ
覚
た
る
、
誰
、
い
ひ
お
ほ
せ
さ
る
に
や
　
「
言
ひ
お
ほ
す
」
は
、
歌
の
言
葉
が
前
後
照
応
し
て
表
現
が
完
結
し
て
い

る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
、
「
初
句
の
ゆ
く
す
ゑ
、
い
ひ
お
ほ
せ
ら
れ
て
も
き
こ
え
ず
」
（
六
百
番
歌
合
、
恋
二
、
一
番
判
詞
）
な
ど
、
歌
合

判
詞
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
全
体
で
、
「
げ
に
や
さ
（
ら
）
ば
－
…
さ
ぞ
覚
え
た
る
」
と
い
う
表
現
の
中
の
「
た
れ
」
と
い
う
言
葉
が
不
自

然
だ
、
と
い
う
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
り
も
の

◎
霧
は
降
物
に
打
越
を
嫌
新
式
の
心
　
　
「
降
物
」
は
、
連
歌
用
語
で
、
句
に
詠
み
込
む
事
物
の
う
ち
、
雨
・
露
・
霜
・
雪
な
ど
、
空
か
ら
降

っ
て
来
る
（
と
考
え
ら
れ
て
い
た
）
も
の
。
「
新
式
」
は
、
二
条
良
基
ら
に
よ
る
応
安
の
『
連
歌
新
式
』
（
い
わ
ゆ
る
「
応
安
新
式
」
）
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
、
「
可
隔
三
句
物
」
と
し
て
、
「
雨
・
露
・
霜
・
雪
・
霰
如
此
降
物
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
霧
」
は
降
物
で
は
な
い

が
、
「
可
嫌
打
越
物
」
と
し
て
、
「
霧
二
降
物
」
と
あ
る
。

◎
可
然
は
侍
れ
と
　
白
石
本
は
「
可
然
侍
れ
と
」
と
「
は
」
を
脱
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。

◎
山
の
打
こ
し
、
た
～
詞
に
や
　
「
た
だ
詞
」
は
、
歌
論
用
語
で
、
歌
語
・
雅
語
に
対
し
て
、
俗
語
の
こ
と
（
十
六
番
語
注
「
た
」
こ
と
葉
」

の
項
参
照
）
。
山
を
打
ち
越
す
意
の
「
打
越
」
は
俗
語
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
歌
用
語
と
し
て
の
「
打
越
」
に
し
て
も
俗

語
で
は
あ
る
。

◎
彼
是
を
か
よ
は
し
て
　
「
通
は
す
」
は
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
。
「
か
れ
是
を
通
は
し
な
ぞ
ら
へ
て
、
持
と
し
を
は
り
ぬ
」
（
建
春
門
院
北

面
歌
合
、
臨
期
違
約
恋
十
番
判
詞
）
の
例
が
あ
る
。

◎
恋
わ
ひ
て
神
に
た
む
け
の
つ
ら
ね
寄
　
　
「
連
ね
歌
」
は
「
連
歌
」
の
別
称
。
連
歌
を
神
に
手
向
け
る
こ
と
は
古
来
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、

恋
の
成
就
の
た
め
に
行
う
こ
と
は
実
際
に
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

◎
あ
ふ
さ
か
や
ま
　
判
詞
に
「
会
坂
」
と
あ
る
が
、
「
逢
坂
山
」
ま
た
は
「
相
坂
山
」
と
書
く
こ
と
が
多
い
。
山
城
国
（
京
都
府
）
と
近
江

国
（
滋
賀
県
）
と
の
境
に
あ
る
山
。
交
通
の
要
衝
で
、
古
く
逢
坂
の
関
が
置
か
れ
て
い
た
。
歌
枕
。
古
来
、
手
向
の
神
な
い
し
関
守
る
神
が

い
る
と
さ
れ
、
「
…
…
近
江
道
の
相
坂
山
に
手
向
け
し
て
…
－
」
（
万
葉
集
、
十
三
、
雑
歌
）
、
「
も
み
ぢ
葉
を
関
守
る
神
に
手
向
け
お
き
て
あ

ふ
坂
山
を
過
ぐ
る
木
枯
ら
し
〈
実
守
〉
」
（
千
載
集
、
五
、
秋
歌
下
）
な
ど
と
、
「
手
向
け
」
、
「
手
向
く
」
と
い
う
語
と
と
も
に
詠
み
込
ま
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
男
女
が
「
逢
ふ
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
「
名
に
し
負
は
ば
相
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
知
ら
れ
で
く
る
よ
し
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四

も
が
な
く
定
方
〉
」
（
後
撰
集
、
十
一
、
恋
三
）
な
ど
、
恋
の
歌
に
多
く
詠
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
。

◎
ふ
し
物
　
賦
物
。
連
歌
用
語
で
、
句
の
中
に
一
定
の
物
の
名
を
詠
み
込
む
規
則
。
ま
た
、
そ
の
物
の
名
。
鎌
倉
初
期
に
は
、
例
え
ば
魚
鳥

の
名
を
交
互
に
詠
み
込
む
な
ど
、
一
巻
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
た
が
、
次
第
に
形
骸
化
し
、
十
四
世
紀
末
に
は
、
発
句
の
み
賦
物
を
取
る

の
が
普
通
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
、
「
山
何
」
、
「
何
人
」
な
ど
の
、
「
何
」
の
箇
所
に
句
中
の
一
語
を
入
れ
て
あ
る
熟
語
を

構
成
す
る
、
と
い
う
だ
け
の
単
純
な
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
、
「
何
山
」
の
「
何
」
に
「
あ
ふ
さ
か
」
を
入
れ
よ
う
、
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。◎

別
地
　
　
「
地
」
は
宛
字
。
類
従
本
の
「
別
路
」
が
正
し
い
。

◎
な
く
か
う
た
ふ
か
　
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
朝
の
情
景
で
あ
る
が
、
早
歌
の
歌
い
方
の
特
徴
を
言
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
か
れ
こ
ゑ
の
し
は
り
あ
げ
た
る
　
「
絞
り
上
ぐ
」
は
、
近
世
の
用
例
し
か
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
声
を
絞
り
出
す
意
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
も
、
早
歌
の
歌
い
方
の
特
徴
を
言
い
か
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
嗄
れ
声
」
、
「
絞
り
上
ぐ
」
と
も
に
、
も
ち
ろ
ん
、
俗
語
。
た

だ
し
、
「
絞
る
」
は
、
涙
で
濡
れ
た
袖
を
絞
る
こ
と
か
ら
「
袖
」
の
縁
語
。
伝
統
的
な
縁
語
を
俗
語
に
転
用
し
た
点
が
滑
稽
。

◎
そ
て
の
な
こ
り
　
袖
余
波
。
早
歌
の
曲
名
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
曲
の
歌
詞
「
さ
て
も
此
の
つ
れ
な
く
見
え
し
在
明
に
や
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
の

袖
の
名
残
、
忘
る
間
な
き
は
、
暁
思
ふ
鳥
の
空
音
…
…
」
（
『
日
本
歌
謡
集
成
五
』
所
収
『
宴
曲
集
三
』
）
の
一
節
。
男
女
が
重
ね
合
わ
せ
た

袖
を
離
し
て
別
れ
る
こ
と
か
ら
、
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
朝
の
名
残
惜
し
さ
を
い
う
。

◎
山
を
賦
物
に
て
会
坂
の
手
向
　
山
を
「
賦
物
」
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
恋
に
縁
の
あ
る
「
会
坂
」
を
連
想
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
会

坂
」
か
ら
「
手
向
け
」
と
い
う
語
を
連
想
し
た
こ
と
を
い
う
。

◎
よ
き
連
嵜
の
よ
り
あ
ひ
　
「
寄
合
」
は
、
連
歌
用
語
で
、
付
句
の
あ
る
言
葉
が
前
句
の
あ
る
言
葉
と
縁
語
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
言
葉
。
こ
こ
は
、
歌
合
の
判
詞
で
あ
る
か
ら
「
寄
せ
」
（
歌
論
用
語
で
、
あ
る
事
柄
に
関
連
す
る
言
葉
。
縁
語
な
ど
）
と
い
う
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
連
歌
に
ち
な
ん
で
、
あ
え
て
「
連
寄
の
寄
合
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

◎
神
明
納
受
の
法
楽
な
る
へ
し
　
「
神
明
」
は
、
神
を
た
た
え
て
い
う
言
葉
。
「
納
受
」
は
、
神
仏
が
人
間
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
。
「
法

楽
」
は
、
神
仏
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
和
歌
・
芸
能
な
ど
を
奉
納
す
る
こ
と
。
連
歌
は
、
そ
の
守
護
神
と
さ
れ
る
天
神
な
ど
に
、
し
ば
し
ば



奉
納
さ
れ
た
。

◎
袖
の
余
波
の
美
声
、
ち
か
比
の
早
嵜
の
聴
聞
、
耳
を
お
と
ろ
か
し
侍
り
　
「
ち
か
比
の
」
は
、
こ
と
の
ほ
か
の
、
の
意
。
右
歌
を
ほ
め
る

の
で
あ
る
が
、
「
美
声
」
、
「
聴
聞
」
、
「
耳
を
驚
か
す
」
な
ど
、
早
歌
に
縁
の
あ
る
言
葉
を
用
い
て
た
わ
む
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
後

に
、
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
・
類
従
本
に
は
、
「
持
と
す
へ
し
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
ひ
つ

◎
い
ま
た
こ
の
お
り
に
、
花
か
候
は
す
候
　
　
「
に
」
は
、
白
石
本
・
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
．
類
従
本
は
「
に
は
」
と
す
る
。
執
筆
（
連
歌
の

席
で
、
宗
匠
の
指
図
に
従
っ
て
句
を
記
録
す
る
役
。
指
合
・
去
嫌
な
ど
を
指
摘
し
た
り
、
連
衆
の
地
位
や
力
量
に
応
じ
て
句
を
促
し
た
り
し

て
、
滞
り
な
く
会
席
が
運
ぶ
よ
う
に
気
を
配
る
こ
と
も
、
そ
の
任
務
と
さ
れ
た
）
の
言
葉
。
「
折
」
は
、
連
歌
の
懐
紙
（
句
を
記
録
す
る
紙
）

の
一
枚
を
い
う
。
折
紙
（
紙
を
横
に
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
）
を
用
い
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
百
韻
の
連
歌
で

は
、
初
折
・
ニ
ノ
折
・
三
ノ
折
・
名
残
ノ
折
の
計
四
枚
の
折
を
用
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
裏
に
都
合
百
句
を
書
く
。
そ
の
う
ち
、
初
折
の
裏
の

十
三
句
目
・
ニ
ノ
折
の
裏
の
十
三
句
目
・
三
ノ
折
の
裏
の
十
三
句
目
・
名
残
ノ
折
の
裏
の
七
句
目
は
「
花
の
定
座
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
句

に
は
必
ず
「
花
」
と
い
う
言
葉
を
詠
み
込
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
定
座
」
よ
り
も
前
に
引
き
上
げ
て
「
花
」
を
詠
む
こ
と
も

可
能
。
こ
こ
は
、
「
定
座
」
が
近
づ
い
て
い
る
が
、
ま
だ
「
花
」
の
句
が
出
て
い
な
い
、
と
注
意
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

◎
か
た
見
に
の
こ
る
な
て
し
こ
の
　
早
歌
「
露
曲
」
の
一
節
。
「
さ
て
も
か
の
夕
顔
の
、
宿
り
の
垣
穂
荒
れ
は
て
～
、
通
ひ
絶
え
に
し
古
郷

　
　
か
た
み

の
、
記
念
に
残
る
撫
子
の
、
露
の
契
や
忍
び
け
ん
」
（
『
日
本
歌
謡
集
成
五
』
所
収
『
外
物
』
）

〔
絵
〕

　
連
歌
師
は
剃
髪
し
て
僧
衣
を
着
、
右
手
の
扇
を
膝
に
立
て
る
。
そ
の
前
に
執
筆
。
執
筆
は
垂
髪
の
少
年
で
（
執
筆
に
は
、
将
来
有
望
な
若

者
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
）
、
小
袖
を
着
、
文
台
の
上
に
懐
紙
を
広
げ
、
右
手
に
筆
を
持
つ
。
文
台
の
脇
に
硯
箱
。
懐
紙
に
は
「
賦
山

何
連
歌
」
の
文
字
が
読
め
る
。
白
石
本
・
忠
寄
本
・
明
暦
板
本
・
類
従
本
は
、
執
筆
の
服
は
直
垂
。

　
早
歌
調
は
、
烏
帽
子
、
直
垂
、
袴
姿
で
、
腰
刀
を
差
し
、
右
手
に
扇
を
持
つ
。
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〔
参
考
〕

○
　
連
歌
師
の
か
つ
う
る
こ
と
は
な
き
も
の
を

　
い
づ
く
へ
ゆ
く
と
五
句
は
あ
り
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
馬
狂
吟
集
）

○
　
料
足
を
た
し
合
は
せ
た
る
寄
り
合
ひ
に

　
ふ
た
り
の
連
歌
う
ち
ひ
ら
め
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
　
連
歌
師
と
連
歌
せ
ぬ
人
行
き
つ
れ
て

　
発
句
は
あ
れ
ど
脇
の
句
は
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）

○
　
連
歌
の
か
へ
さ
雨
に
ぬ
れ
け
り

　
唐
傘
の
さ
し
あ
ひ
あ
り
て
貸
し
も
せ
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
筑
波
集
）

○
第
二
の
言
葉
で
あ
る
能
＆
は
学
芸
を
意
味
し
、
ま
た
は
そ
の
こ
と
に
器
用
で
あ
り
、
技
能
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
…
彼
ら
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
マ

れ
を
十
種
数
え
上
げ
て
い
る
。
…
…
第
八
は
あ
る
種
の
詩
歌
で
、
多
く
の
人
々
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
、
あ
る
主
題
な
り
あ
る
詩
句
〔
発
句
〕

な
り
に
も
と
づ
い
て
作
る
も
の
で
、
各
自
は
前
の
句
に
関
連
さ
せ
て
自
身
の
詩
句
を
作
っ
て
続
け
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
貴
人
の
間
で
は
よ
く
行

な
わ
れ
る
こ
と
で
、
多
大
の
理
解
力
と
判
断
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
教
会
史
、
二
巻
、
一
章
）




