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も
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教
性
1

釈

徹
出
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五
来
意
は
『
芸
能
の
起
源
』
に
お
い
て
、
「
日
本
仏
教
は
日
本
文
化
の
母
胎
で

あ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
芸
能
の
源
泉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
T
）
。
そ
も
そ
も

芸
能
の
発
生
は
、
宗
教
儀
礼
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
ゆ
え
に
、
現
代
に
ま
で
連

綿
と
続
く
芸
能
を
考
察
す
る
場
合
、
芸
能
史
学
や
民
俗
学
だ
け
で
は
そ
の
本
質
に

迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
宗
教
研
究
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

一
方
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
も
、
芸
能
と
い
う
側
面
が
欠
落
し
て
し
ま
え
ば
、
や

は
り
民
衆
の
宗
教
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
視

点
に
基
づ
き
、
日
本
仏
教
の
説
教
と
落
語
に
通
底
し
て
い
る
領
域
を
探
ろ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
※
本
稿
は
「
相
愛
大
学
公
開
講
座
」
（
人
文
科
学
研
究
所
主
催
）
で
の
講
演
に
基
づ
い
て

　
論
述
し
て
い
る
。

［一

n
宗
教
儀
礼
と
芸
能

　
宗
教
文
化
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
、
歌
や
踊
り
や
語
り
は
大
き
な
要
素
で
あ

る
。
宗
教
は
理
念
や
教
義
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
。
身
体
と
精
神
を
充
分
に
活
用

し
て
宗
教
的
交
感
を
行
う
の
で
あ
る
。
歌
・
踊
り
が
も
た
ら
す
高
揚
と
一
体
感

は
、
宗
教
性
の
発
揮
と
直
結
し
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
は
「
聖
者
の
道
を
歩
む
者
は
、
歌
や
踊
り
と

い
っ
た
娯
楽
は
避
け
る
」
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
し
か
し
、
民
衆
の
現
実
生
活
に

お
い
て
は
、
娯
楽
や
経
済
や
宗
教
が
混
在
す
る
。
つ
ま
り
、
「
宗
教
行
為
が
芸
能

化
す
る
」
「
宗
教
行
為
が
芸
術
を
生
み
出
す
」
な
ど
と
い
っ
た
展
開
は
、
ご
く
自

然
な
流
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
芸
能
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
の
所
作
を
起
源
に
し
て
い

る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
は
手
振
り
や
足
踏
み
を
使
っ
て
踊

り
、
歌
い
唱
え
な
が
ら
忘
我
・
悦
惚
・
懸
依
の
状
態
を
創
出
す
る
。
そ
し
て
、
装

飾
・
仮
面
・
太
鼓
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
呪
具
を
使
い
、
き
わ
め
て
演
劇
的
で
芸
能

的
な
宗
教
儀
礼
を
営
む
。

　
さ
て
、
日
本
の
歌
と
踊
り
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
仏
教
文
化
と
い
え
ば
、
や

は
り
踊
躍
念
仏
で
あ
ろ
う
。
踊
躍
念
仏
は
、
踊
り
念
仏
や
念
仏
踊
り
と
も
呼
称
さ

れ
る
。
鉦
や
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
歌
い
踊
り
、
念
仏
や
和
讃
を
唱
え
、
信
心
の
喜

び
を
表
現
す
る
宗
教
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
た
盆
踊
り
や
音
頭
な
ど

は
、
現
代
で
も
人
々
の
生
活
に
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
伝
統
演
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劇
で
あ
る
歌
舞
伎
も
、
京
都
で
行
わ
れ
た
念
仏
踊
り
が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

口
信
夫
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

折

　
「
日
本
の
そ
の
後
（
注
・
・
平
安
時
代
以
降
）
の
藝
能
は
、
念
仏
踊
り
の
影
響

が
非
常
に
深
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
（
…
）
念
仏
踊
り
の
要
素
を
有
っ
て
み

な
い
も
の
は
、
探
し
出
す
の
に
骨
が
折
れ
る
位
で
あ
っ
た
の
で
す
。
さ
う
い

ふ
こ
と
か
ら
し
て
も
こ
の
念
仏
踊
り
と
い
う
ふ
も
の
は
、
日
本
全
国
至
ら
ぬ

と
こ
ろ
は
無
い
ほ
ど
行
き
渉
っ
て
を
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
」
〔
、
）

　
前
出
の
五
丁
重
も
、
「
日
本
の
芸
能
の
源
流
は
、

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

［
二
］
語
り
の
宗
教
性

そ
の
大
部
分
を
『
踊
り
念
仏
』

　
日
本
に
お
け
る
語
り
技
法
の
中
で
、
大
き
な
展
開
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て
仏
教

の
唱
導
が
あ
る
。
唱
導
は
、
説
法
、
説
教
、
法
説
、
法
談
、
談
義
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
呼
び
方
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
踊
躍
念
仏
や
勧
進
劇
な
ど
比
べ
る
と
、
発
話

に
重
心
が
お
か
れ
る
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
唱
導
は
、
日
本
仏
教
に
お
い
て
独
特

の
発
展
を
遂
げ
る
。

　
中
で
も
、
浄
土
仏
教
は
、
唱
導
こ
そ
が
生
命
線
で
あ
る
か
の
ご
と
き
側
面
を
も

つ
。
宗
教
体
験
を
重
視
す
る
密
教
や
禅
仏
教
に
比
べ
れ
ば
、
浄
土
仏
教
は
「
語

る
」
「
聞
く
」
「
共
振
す
る
」
「
場
を
感
じ
る
」
と
い
っ
た
宗
教
性
を
重
視
す
る
た

め
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
唱
導
は
、
単
に
仏
法
を
説
く
だ
け
で
は
な
く
、
聞
き
手
の
宗
教
的
情
感
を
喚
起

さ
せ
る
よ
う
な
節
が
つ
け
ら
れ
る
な
ど
の
演
出
が
工
夫
さ
れ
て
い
く
。
話
し
手
と

聞
き
手
と
の
共
振
現
象
が
起
こ
る
場
を
創
出
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取

り
組
み
は
、
多
く
の
主
要
宗
教
で
実
践
さ
れ
て
き
た
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
抑
揚
を
つ

け
て
教
義
や
理
念
を
語
っ
て
伝
道
活
動
す
る
、
神
を
讃
え
る
際
や
聖
典
を
読
訥
す

る
時
に
も
何
ら
か
の
節
が
つ
け
ら
れ
る
、
な
ど
は
多
く
の
宗
教
に
見
ら
れ
る
形
態

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
に
お
い
て
も
、
「
祇
夜
」
3
や
「
伽
陀
≒
4
）
な
ど
は
、

最
初
期
か
ら
節
や
抑
揚
を
つ
け
て
読
諦
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
唱
導
の
技
法
が
平
安
末
期
頃
か
ら
次
第
に
確
立
し
て
い
っ
た
。
虎
関

師
錬
の
『
元
亨
釈
書
』
「
音
芸
志
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
、
浄
土
仏
教
系
の
「
安

居
院
流
」
と
、
天
台
宗
系
の
「
三
井
寺
流
」
が
二
大
流
派
と
し
て
大
き
な
流
れ
と

な
っ
て
い
る
。
定
円
を
派
祖
と
し
て
、
天
台
宗
系
唱
導
の
主
流
と
な
っ
た
三
井
寺

流
は
現
存
し
て
い
な
い
。
定
円
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
る
。
関
山
和
夫
は
、

説
教
節
や
浄
瑠
璃
に
三
井
寺
流
の
痕
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

る
が
（
5
）
、
結
果
的
に
は
三
井
寺
流
は
安
居
院
流
に
吸
収
さ
れ
る
形
と
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　
一
方
、
安
居
院
流
は
護
憲
と
聖
覚
の
親
子
に
よ
っ
て
そ
の
基
礎
が
成
立
し
、
そ

の
後
日
本
の
語
り
文
化
シ
ー
ン
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
。
等
覚
は
法
然
の

高
弟
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
親
鶯
が
尊
敬
し
た
人
物
で
あ
る
。
後
世
へ
の
影
響
を

考
え
る
と
、
安
居
院
流
は
い
く
つ
か
の
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
の
役
目
を
果
た
し

た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
落
語
の
祖
と
呼
ば
れ
る
安
楽
庵
策
伝
も
こ
の
系
統
か
ら

登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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［
三
］
安
楽
庵
三
三

　
前
出
の
関
山
和
夫
は
、
日
本
の
話
芸
を
究
明
す
る
た
め
に
は
三
つ
の
要
素
が
重

要
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
唱
導
文
学
」
と
「
咄
職
の
系
譜
」
と
「
説
教

の
歴
史
」
で
あ
る
。

　
「
唱
導
文
学
」
の
事
例
を
挙
げ
る
と
、
説
教
節
の
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
を
も
と

に
書
か
れ
た
森
鴎
外
の
『
山
椒
太
夫
（
安
寿
と
厨
子
王
）
』
や
、
説
経
浄
瑠
璃
で

の
演
目
『
俊
徳
丸
』
を
ベ
ー
ス
に
し
た
折
口
信
夫
の
『
身
毒
丸
』
な
ど
が
あ
る
。

他
に
も
「
刈
萱
」
、
「
小
栗
判
官
」
な
ど
も
、
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
演
目
の
み
な
ら

ず
、
文
学
を
も
成
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
仏
教
の
説
教
を
起
点
と
し
た
文
学
ジ
ャ
ン

ル
が
あ
る
こ
と
は
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
咄
職
の
系
譜
」
と
は
、
説
教
師
、
説
教
者
と
呼
ば
れ
る
半
僧
半
俗
の

者
た
ち
に
よ
る
「
語
り
」
専
門
職
の
流
れ
で
あ
る
。
御
伽
衆
や
語
り
部
、
そ
し
て

説
教
師
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
研
究
の
中
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

部
分
を
再
評
価
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
近
世
に
お
い
て
、
戦
国
武

将
や
戦
国
大
名
が
抱
え
た
御
伽
衆
も
、
こ
の
系
譜
に
お
い
て
重
要
な
役
目
を
果
た

し
た
。

　
そ
し
て
「
説
教
の
歴
史
」
で
あ
る
。
ひ
と
口
に
説
教
と
言
っ
て
も
、
学
問
的
に

仏
教
を
講
義
す
る
「
修
学
僧
」
と
、
民
衆
に
語
り
か
け
る
「
説
教
者
・
説
教
師
」
と

で
は
、
や
や
系
統
を
異
に
す
る
。
本
稿
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
後
者
の
方
で
あ

る
。
こ
の
系
統
は
、
中
世
に
お
い
て
「
節
付
き
説
教
」
を
盛
ん
に
行
い
、
今
日
の

楽
譜
で
は
表
現
し
難
い
独
特
で
小
さ
な
節
ま
わ
し
を
活
用
し
た
。
そ
れ
が
宗
教
心

や
情
緒
の
琴
線
に
触
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
側
面
は
、
中
世
の
仏
教
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
を
考
え
る
上
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
亘
。
特

に
鎌
倉
仏
教
は
、
特
徴
的
な
思
想
の
部
分
ば
か
り
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
さ
れ
る
が
、
実

際
に
民
衆
を
魅
了
し
た
の
は
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
「
語
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
近
世
に
お
い
て
、
日
本
の
話
芸
は
一
気
に
多
様
化
す
る
。
雅
楽
、
俗

楽
、
催
馬
楽
・
朗
詠
・
神
楽
歌
・
東
遊
び
と
い
っ
た
古
代
か
ら
の
芸
能
が
、
歌
念

仏
・
和
讃
・
御
詠
歌
・
祭
文
・
今
様
な
ど
の
中
世
的
展
開
を
経
て
、
謡
曲
・
浄
瑠

璃
・
歌
舞
伎
・
長
唄
・
小
唄
・
浪
曲
・
落
語
・
講
談
な
ど
へ
と
洗
練
さ
れ
て
い
っ

た
。
近
世
は
「
日
本
仏
教
が
骨
抜
き
に
さ
れ
た
時
代
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
あ
る
が
、
芸
能
と
い
う
形
態
で
大
き
な
展
開
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
関
山
の
言
う
「
唱
導
文
学
」
「
咄
職
の
系
譜
」
「
説
教
の
歴
史
」
の
三
要

素
が
交
差
す
る
地
点
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
人
物
が
安
楽
庵
策
伝
で
あ
る
。
安
楽

庵
策
伝
は
、
安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
を
生
き
抜
い
た
僧
で
あ
る
。
浄

土
宗
西
山
深
草
派
の
総
本
山
誓
願
寺
の
第
五
十
五
世
法
主
で
も
あ
っ
た
。
茶
道
を

極
め
、
豊
か
な
文
才
を
発
揮
し
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
政
治
手
腕
も
も
っ
て
い
た
僧

侶
で
あ
り
、
か
つ
落
語
の
祖
と
言
わ
れ
て
い
る
。
黒
蜜
が
落
語
の
祖
と
呼
ば
れ
て

い
る
大
き
な
理
由
は
、
著
作
『
醒
睡
笑
』
を
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
古
来
、

説
法
の
極
意
は
「
始
め
し
ん
み
り
、
中
お
か
し
く
、
終
わ
り
尊
く
」
と
表
現
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
た
め
、
説
教
者
は
様
々
な
讐
喩
話
や
因
縁
話
や
笑
い
話
を
活
用
す

る
。
『
醒
睡
笑
』
は
、
策
伝
が
小
僧
の
頃
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
て
き
た

話
を
全
八
巻
の
大
著
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
『
醒
毒
煙
』
に
は
、
現
在
で
も

落
語
の
ネ
タ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
「
子
ほ
め
」
や
「
牛
ほ
め
」
や
「
平
林
』
な

ど
の
原
型
が
著
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
与
太
郎
話
」
「
酒
の
上
で
の
失
敗
」

「
長
い
名
前
の
話
」
と
い
っ
た
落
語
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
。
ま
た
、
笑
い
話
や
落
と
し
話
だ
け
で
は
な
く
、
風
刺
や
教
訓
が
語
ら

れ
、
随
所
に
俳
言
や
連
歌
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
『
古
今
著
聞
集
』
『
伊
曾
保
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（
イ
ソ
ッ
プ
）
物
語
』
『
列
子
』
『
沙
石
集
』
な
ど
か
ら
題
材
を
得
て
書
か
れ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
策
伝
が
い
か
に
博
覧
強
記
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
準
々
は
安

居
院
流
の
流
れ
に
属
す
る
説
教
者
で
あ
っ
た
。
後
年
、
戯
作
者
の
山
東
馬
革
は

「
安
楽
庵
策
伝
は
、
お
と
し
ば
な
し
の
上
手
な
り
」
と
評
し
て
い
る
。

　
策
伝
は
、
後
の
西
鶴
や
京
伝
や
三
馬
や
｝
九
に
先
行
し
、
さ
ら
に
商
業
と
し
て

の
語
り
”
落
語
の
溝
型
を
生
み
出
し
た
京
都
の
露
の
五
郎
兵
衛
・
大
阪
の
米
沢
彦

八
・
鹿
野
武
左
衛
門
た
ち
を
輩
出
す
る
。
ち
な
み
に
、
初
の
職
業
噺
家
と
も
言
え

る
露
の
五
郎
兵
衛
は
元
・
日
蓮
宗
の
説
教
僧
で
あ
る
。
ま
た
、
『
醒
黒
黒
』
は
江

戸
時
代
に
お
け
る
説
教
の
タ
ネ
本
と
な
っ
て
広
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
落
語
と

説
教
は
互
い
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
特
の
展
開
を
遂
げ
る

の
で
あ
る
。

［
四
］
説
教
と
落
語
の
共
通
基
盤

　
落
語
は
説
教
の
形
態
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
特
別
な
芸
能
で
あ
る
。
話
者
側
に

は
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
や
衣
装
の
演
出
も
な
く
、
背
景
や
舞
台
装
置
も
な
い
。
た
だ
、

座
布
団
一
枚
だ
け
が
あ
り
、
そ
の
上
に
和
装
で
正
座
し
、
た
っ
た
一
人
で
語
る
。

持
ち
物
は
扇
子
（
カ
ゼ
）
と
手
ぬ
ぐ
い
（
マ
ン
ダ
ラ
）
の
み
。
制
限
さ
れ
た
動
き

の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
表
現
し
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
創
出
す
る
。
こ
の
よ

う
な
話
芸
の
形
態
は
、
世
界
で
「
落
語
」
だ
け
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
日
本

に
だ
け
こ
ん
な
芸
能
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
日
本
仏
教
の
説
教
を
起

源
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
落
語
の
演
目
に
は
、
特
定
の
宗
派
的
要
素
が
濃
い
も
の
も
あ
る
。

そ
こ
で
伝
統
仏
教
の
宗
派
別
に
分
類
可
能
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
（
エ
。

①
浄
土
仏
教
系

　
ま
ず
は
、
「
浄
土
仏
教
系
統
」
で
あ
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
出
て
く
る
噺
は

上
方
に
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
江
戸
落
語
で
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
が
多
く

な
る
。
例
え
ば
、
上
方
の
「
い
ら
ち
の
愛
宕
参
り
」
な
ど
は
、
東
京
で
は
「
堀
の

内
」
と
名
称
を
変
え
、
法
華
信
仰
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
や

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
は
、
民
衆
の
仏
道
で
あ
る
た
め
、
大
衆
芸
能
に
強
い
影
響

を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
宗
派
別
に
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
浄
土
宗
系
の
噺
と
し
て
「
小
言
念

仏
」
「
阿
弥
陀
池
」
「
お
血
脈
」
「
野
崎
参
り
」
な
ど
が
あ
る
。
浄
土
真
宗
系
で
あ

れ
ば
、
「
宗
論
」
「
菊
江
仏
壇
」
「
お
文
さ
ま
」
「
亀
佐
」
「
親
子
茶
屋
」
「
お
座
参

り
」
「
浮
世
根
問
い
」
「
後
生
う
な
ぎ
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

時
宗
で
は
、
「
鈴
ふ
り
」
。
融
通
念
仏
宗
で
は
「
片
袖
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
浄
土

仏
教
的
だ
が
宗
派
は
特
定
で
き
な
い
噺
と
し
て
、
「
寿
限
無
」
「
百
八
坊
主
」
な
ど

も
あ
る
。
櫛
田
良
洪
は
、
中
世
の
唱
導
あ
た
り
か
ら
、
あ
ま
り
宗
派
に
特
化
し
な

い
お
説
教
が
ど
ん
ど
ん
発
達
し
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
し
て
落
語
と
な
れ

ば
、
複
数
の
宗
派
が
混
在
す
る
。

②
法
華
宗
系

　
法
華
宗
系
と
し
て
は
、
「
鰍
沢
」
「
甲
府
い
」
「
法
華
長
屋
」
「
刀
屋
」
「
中
村
中

蔵
」
「
堀
川
」
「
法
華
坊
主
」
な
ど
が
目
に
つ
く
。
こ
の
系
統
の
噺
で
特
徴
的
な
こ

と
は
、
法
華
の
信
者
同
士
の
絆
が
強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
う
法
華
宗
は
、
現
在
の
日
蓮
宗
を
指
す
。
日
蓮
宗
の
基
盤
と
な
っ
た

天
台
宗
も
『
法
華
経
』
を
中
心
と
し
た
宗
派
で
あ
る
が
、
天
台
は
「
総
合
仏
教
」

な
の
で
特
認
し
た
噺
を
見
つ
け
に
く
い
。
ち
な
み
に
「
鶴
満
寺
」
と
い
う
噺
は
天
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台
真
盛
宗
の
寺
院
を
舞
台
と
し
て
い
る
。

③
禅
仏
教
系

　
禅
仏
教
系
に
お
い
て
は
、
名
作
の
「
萄
蕩
問
答
」
が
あ
る
。
こ
の
噺
は
関
西
で

は
「
餅
屋
問
答
」
と
な
る
が
、
筋
立
て
は
同
じ
で
あ
る
。
「
萄
蕩
問
答
」
や
「
野

ざ
ら
し
」
の
作
者
と
言
わ
れ
る
二
代
目
・
林
家
正
蔵
は
元
・
禅
僧
で
、
壮
瞥
と
い

う
戒
名
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
宗
派
に
分
け
る
と
す
れ
ば
、
臨
済
宗
で
は
「
萄
蕩
問
答
」
「
近
江
屋
丁
稚
」
、
曹

洞
宗
で
は
「
野
ざ
ら
し
」
「
茄
子
娘
」
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
野
ざ
ら

し
」
は
、
上
方
の
「
骨
釣
り
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
近
江
屋
丁
稚
」
は
、
め
ず
ら

し
い
托
鉢
僧
の
噺
で
、
歌
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

④
墓
吾
宗
系

　
真
言
宗
系
統
で
は
、
や
は
り
大
師
信
仰
が
ベ
ー
ス
と
な
る
。
長
い
噺
は
少
な

い
。
「
高
野
違
い
」
「
大
師
の
杵
」
「
大
師
の
馬
」
「
悟
り
坊
主
」
な
ど
が
あ
る
。

「
大
師
の
馬
」
な
ど
は
艶
笑
噺
で
あ
り
、
落
語
の
本
領
発
揮
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。

⑤
仏
教
倫
理
的

　
伝
統
宗
派
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
は
あ
る
が
、
「
仏
教
倫
理
」
と
い
っ

た
枠
組
み
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
な
噺
も
少
な
く
な
い
。
「
鴻
池
の
犬
」
「
松

山
鏡
」
「
除
夜
の
雪
」
「
七
度
狐
」
「
地
獄
八
景
」
「
一
目
上
が
り
」
「
堪
忍
袋
」
「
五

光
」
な
ど
で
あ
る
。

　
「
鴻
池
の
犬
」
は
、
悪
友
と
つ
き
合
っ
て
し
ま
い
、
ど
ん
ど
ん
悪
い
方
向
へ
と

進
む
身
の
叢
話
が
語
ら
れ
る
。
「
デ
ィ
ー
ガ
ニ
カ
ー
ヤ
」
の
『
シ
ン
ガ
ー
ラ
の
教

え
』
と
い
う
仏
典
に
も
同
様
の
倫
理
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
少
欲
知
足
を
説
く

「
松
山
鏡
」
や
、
「
苦
の
連
鎖
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
七
度
狐
」
も
仏
教
倫
理
テ
イ

ス
ト
が
感
じ
ら
れ
る
。

⑥
観
音
信
仰

　
日
本
仏
教
全
般
的
に
根
強
い
観
音
信
仰
と
し
て
は
、
「
景
清
」
や
「
苫
ヶ
島
」

な
ど
が
あ
る
。
上
方
落
語
は
江
戸
落
語
に
比
べ
て
観
音
信
仰
の
噺
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。

⑦
仏
教
習
俗

　
「
三
年
目
」
や
「
ら
く
だ
」
な
ど
に
は
、
死
者
を
剃
髪
し
て
僧
侶
に
仕
立
て
上

げ
て
弔
う
と
い
う
江
戸
時
代
の
仏
教
習
俗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
僧
侶
を
椰
楡

　
落
語
に
は
、
寺
院
や
僧
侶
を
椰
楡
す
る
噺
が
多
い
。
「
転
失
気
」
「
手
水
回
し
」

「
黄
金
餅
」
な
ど
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
こ
れ
は
「
宗
教
を
笑
う
」

「
聖
職
者
を
笑
う
」
と
い
う
肌
感
覚
の
宗
教
性
で
あ
る
。
（
メ
イ
ン
ス
ト
ー
リ
ー
で

あ
る
説
教
に
対
す
る
）
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
の
落
語
が
も
つ
機
能
を
端
的

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ざ
っ
と
仏
教
色
の
強
い
噺
を
取
り
上
げ
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
他
に
も
数

多
く
の
「
仏
教
的
語
り
」
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
傭
鰍
し
て
み
れ
ば
、
連
綿
と
続

く
「
語
ら
れ
る
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
」
が
日
本
仏
教
の
感
性
を
成
熟
さ
せ
て
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。
我
々
は
、
物
語
な
し
に
生
き
抜
く
こ
と
も
死
に
き
る
こ
と
も
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で
き
な
い
。
そ
し
て
、
我
々
の
宗
教
性
を
揺
さ
振
る
物
語
、
生
き
死
に
を
超
え
る

物
語
の
中
核
部
分
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
長
期
間
に
わ
た
っ
て
変
化
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
、
仏
教
は
多
く
の
芸
能
の
起
源
と
な
っ
た
。
そ
し
て
仏
教
と
芸

能
は
、
時
に
は
批
判
し
合
い
、
時
に
は
支
え
合
い
、
時
に
は
影
響
を
与
え
合
っ
て

き
た
。
本
稿
で
は
、
数
あ
る
「
仏
教
が
起
源
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
芸
能
」
の

中
か
ら
、
特
に
「
説
教
」
の
性
格
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
「
落
語
」
を
取
り
上
げ

た
。

言
え
る
。
ど
う
ず
れ
ば
人
々
の
魂
を
揺
さ
振
り
、
宗
教
的
情
感
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
、
必
死
の
取
り
組
み
と
工
夫
の
結
果
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
芸
能
化
し
て
い
っ
た
「
踊
り
」
「
歌
い
」
「
語
り
」
に
よ
っ
て
「
文
字

を
読
め
な
い
庶
民
も
仏
教
の
教
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
説
明
は
一
面

的
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
音
曲
や
節
に
の
せ
た
情
感
た
っ
ぷ
り
の
語
り
や
、
洗
練
さ

れ
た
話
法
を
「
聞
く
」
と
い
う
行
為
は
、
単
に
平
易
な
伝
達
手
段
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
宗
教
体
験
に
直
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
字

を
通
し
て
宗
教
を
知
る
よ
り
も
、
「
聞
く
」
こ
と
を
通
じ
て
体
験
す
る
ほ
う
が
リ

ア
ル
な
の
で
あ
る
。

ま

と

め

　
宗
教
性
に
は
「
交
感
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
初
め
て
開
く
扉
が
あ
る
」
と
い

っ
た
側
面
が
あ
る
。
「
交
感
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
性
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
起

こ
る
共
振
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
を
仏
教
で
は
「
感
応
道
交
」
と
言
う
。
そ
の
場
に

い
る
者
た
ち
が
、
宗
教
性
を
共
振
さ
せ
る
現
象
で
あ
る
。

　
こ
の
「
感
応
道
交
」
は
単
に
宗
教
の
場
だ
け
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
と
き

に
は
芸
能
の
場
に
お
い
て
も
起
こ
る
。
仏
教
の
説
教
も
、
伝
統
的
形
式
を
守
る
一

方
、
次
第
に
民
衆
を
歓
喜
さ
せ
、
民
衆
の
宗
教
性
を
喚
起
さ
せ
る
技
法
も
発
達
さ

せ
て
い
っ
た
。
身
振
り
手
振
り
が
派
手
に
な
っ
た
り
、
因
縁
話
が
大
き
く
膨
ら
ん

だ
り
、
楽
器
が
使
わ
れ
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
琵
琶
を
演
奏
し

な
が
ら
世
の
無
常
を
語
る
平
曲
（
琵
琶
法
師
な
ど
）
、
三
味
線
を
演
奏
し
な
が
ら

仏
教
的
な
説
話
を
語
る
説
教
節
や
説
教
浄
瑠
璃
（
歌
比
丘
尼
な
ど
）
、
掛
け
軸
に

描
か
れ
た
絵
を
使
っ
て
説
法
す
る
絵
解
き
、
歌
念
仏
な
ど
も
そ
の
一
様
態
で
あ

る
。
い
ず
れ
も
、
仏
教
の
お
説
教
を
手
が
か
り
に
し
て
花
開
い
た
芸
能
で
あ
る
と

注
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
（
6
）

（
7
V

『
宗
教
民
俗
集
成
』
第
五
巻
　
三
十
六
頁
　
角
川
書
店
　
一
九
九
五
年

『
日
本
藝
能
史
六
講
』
九
十
二
頁
　
講
談
社
学
術
文
庫
　
一
九
九
一
年

三
三
と
も
訳
さ
れ
る
。
教
説
を
韻
文
に
し
た
部
分
。

韻
文
と
し
て
独
立
し
た
も
の
。

関
山
和
夫
『
説
教
の
歴
史
』
四
〇
四
頁
　
法
蔵
館
　
一
九
七
三
年

一
方
、
こ
の
よ
う
な
説
法
技
法
は
芸
能
ま
が
い
の
説
法
で
あ
る
と
し
て
厳
し
く

批
判
も
さ
れ
て
き
た
。
『
元
亨
釈
書
』
で
は
、
身
体
を
揺
ら
し
、
節
を
つ
け
て
語

る
様
態
を
「
変
態
百
出
」
と
表
現
し
て
い
る
（
虎
関
師
錬
は
「
唱
導
」
を
『
元

亨
釈
書
』
の
「
音
藝
志
」
の
章
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
書
い
て
お
り
、
当
時
の

唱
導
が
音
藝
と
し
て
も
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
。
こ
の
虎
十

重
錬
の
指
摘
は
、
今
日
で
も
芸
能
に
近
接
し
た
説
法
手
法
へ
の
批
判
す
る
際
に

引
用
さ
れ
、
依
然
と
し
て
こ
の
問
題
が
続
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

参
照
：
関
山
和
夫
『
落
語
風
俗
帳
』
白
水
U
ブ
ッ
ク
ス
　
一
九
九
一
年
。
こ
の

よ
う
な
分
類
方
法
は
関
山
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
関
山
は
、
す
で
に
語
る
人

が
い
な
い
噺
や
ど
ん
な
噺
な
の
か
不
明
な
も
の
も
取
り
上
げ
て
お
り
、
落
語
を

研
究
す
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
今
回
は
、
筆
者
の
感
性
に
よ
る
分
類
も

若
干
つ
け
加
え
、
現
在
も
生
き
て
い
る
噺
を
中
心
に
列
挙
し
た
。


