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今
か
ら
一
二
五
〇
年
前
、
西
暦
七
五
三
年
、
こ
の
何
と
も
語
呂
の
良
い
年
に

鑑
真
は
来
日
し
ま
し
た
。
仏
法
の
正
し
い
教
え
を
日
本
へ
伝
え
て
欲
し
い
と
の

要
請
に
応
え
て
の
事
で
し
た
。
事
の
次
第
を
少
し
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
よ
り
遡
る
こ
と
十
一
年
前
の
七
四
二
年
、
楊
州
の
大
明
寺
に
鑑
真
を
訪

ね
る
二
人
の
日
本
人
僧
が
い
ま
し
た
。
栄よ
う
え
い叡

と
普
照
で
す
。
二
人
は
し
か
る
べ

き
僧
を
日
本
に
招
聘
す
る
役
目
を
帯
び
て
い
ま
し
た
。
鑑
真
は
二
人
の
話
を
聞

き
終
え
る
と
、
誰
か
日
本
へ
行
く
者
は
い
な
い
か
と
呼
び
か
け
ま
す
。
沈
黙
の

中
、
弟
子
の
祥
彦
が
日
本
は
遠
い
、
そ
れ
に
自
分
達
は
修
行
中
だ
と
し
て
渡
航

を
否
定
す
る
意
見
を
述
べ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
鑑
真
は
、
仏
法
に
関
わ
る
こ
と
、

皆
が
行
か
な
い
の
な
ら
私
が
行
こ
う
と
宣
言
し
ま
す
。

　

こ
の
時
鑑
真
は
五
十
五
歳
、
今
と
は
異
な
り
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
齢
、

仏
教
布
教
の
た
め
と
は
言
え
渡
海
の
決
断
に
は
頭
が
下
が
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

れ
は
艱
苦
を
と
も
な
う
厳
し
い
旅
の
始
ま
り
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
時
代
、
唐
で
は
国
外
に
出
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
ま
し
た
の
で
法
の
目
を

か
い
く
ぐ
っ
て
の
出
国
と
な
り
ま
す
。
ま
た
弟
子
を
含
め
反
対
派
も
い
て
妨
害

す
る
者
も
あ
り
、
一
次
か
ら
五
次
ま
で
の
出
帆
計
画
は
悉
く
失
敗
、
殊
に
五
度

目
は
遭
難
の
末
、
海
南
島
ま
で
漂
流
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
鑑
真
の
決
意
は
変
わ
ら
ず
、
来
日
を
計
画
し
て
十
一
年
目
の

七
五
三
年
、
六
度
目
の
出
航
で
鹿
児
島
秋あ
き
め
や

妻
屋
の
浦
（
現
坊
津
町
）
に
漂
着
、

大
願
成
就
し
ま
す
。
し
か
し
、
長
い
年
月
と
壮
絶
な
旅
の
疲
れ
で
そ
の
眼
は
光

を
失
し
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
正
に
驚
嘆
す
べ
き
精
神
力
、
実
践
力
で
、
胸
の

熱
く
な
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
三
十
数
年
前
の
こ
と
、
中
国
最
高
指
導
者
鄧
小
平
さ
ん
来
日
の
際
、

唐
招
提
寺
を
訪
れ
て
鑑
真
像
に
手
を
合
わ
せ
一
度
中
国
へ
里
帰
り
さ
せ
た
い
と

の
話
は
記
憶
に
新
し
く
、
そ
う
時
を
置
か
ず
に
実
現
し
ま
し
た
。
そ
の
折
の
中

国
側
の
歓
迎
ぶ
り
を
同
行
し
た
関
係
者
は
、
像
が
傷
ま
ぬ
よ
う
に
道
路
が
舗
装

し
て
あ
り
驚
い
た
と
伝
え
ま
し
た
。
正
に
こ
う
し
た
こ
と
が
日
中
友
好
の
絆
を

深
め
る
も
の
で
、
今
日
の
両
国
の
関
係
を
み
る
に
つ
け
互
い
を
思
い
や
る
こ
と

鑑
真
を
書
く
に
あ
た
っ
て
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が
重
要
、
今
更
な
が
ら
鑑
真
の
存
在
の
大
き
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

今
回
こ
の
こ
と
を
テ
ー
マ
に
書
作
す
る
こ
と
は
、
来
日
一
二
五
〇
年
と
い
う

節
目
の
年
を
生
き
る
者
と
し
て
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
意
義
を
感

じ
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
以
下
作
品
に
つ
い
て
）

〈
素
材
〉
「
鑑
真
」

日
本
僧
の
仏
法
を
求
め
る
篤
い
心
に
鑑
真
は
渡
海
を
決
意
す
る　

艱
苦
の

旅
の
始
ま
り
で
あ
っ
た　

西
暦
七
五
三
年
鑑
真
大
和
上
来
日
に
想
う　

〈
構
成
〉
大
字
と
小
字
群
の
コ
ラ
ボ
。

〈
意
図
〉�

「
鑑
真
」
は
文
字
そ
の
も
の
の
表
情
が
大
字
に
相
応
し
く
見
映
え
の

す
る
も
の
と
考
え
、
「
鑑
」
は
渇
筆
を
交
え
て
粘
り
の
あ
る
線
で
、

「
真
」
は
少
し
抑
え
て
二
字
が
同
じ
重
さ
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
配
慮
し

紙
面
上
部
に
位
置
づ
け
て
力
強
く
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
求
め
た
。
ま

た
下
部
に
は
来
日
の
経
緯
を
小
書
き
で
添
え
る
こ
と
で
、
漢
字
か
な

交
じ
り
書
な
ら
で
は
の
親
し
み
や
す
さ
を
損
な
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
、

大
字
の
「
鑑
真
」
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
健
康
的
で
立
体
感
を
伴
う

現
代
美
術
と
し
て
の
視
覚
性
を
意
識
し
た
。

〈
墨
〉　

唐
墨
と
墨
液
を
合
わ
せ
た
も
の

〈
用
筆
〉
和
筆
、
兼
亳
大
小
二
本

〈
紙
〉　

本
画
箋

〈
サ
イ
ズ
〉
縦
85
㎝
×
横
１
１
４
㎝　
　

※
参
考
・
東
野
治
之
「
鑑
真
」
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鑑
真

日
本
僧
の
仏
法
を
求
め
る
篤
い
心
に
鑑
真
は
渡
海
を
決
意
す
る

艱
苦
の
旅
の
始
ま
り
で
あ
っ
た

西
暦
七
五
三
年
鑑
真
大
和
上
来
日
に
想
う
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