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一

　
筆者
は
、
か
つ
て
「
説
教
者
の
蝉
丸
信
仰
と
そ
の
芸
能
形
態
と
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
国
文
・
・
字
論
叢
』
第
二
〇
輯
、
昭
和
五
〇
年
三
月
）
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0

に

お

い
て
、
説
経
を
語
り
歩
い
た
説
教
者
の
特
異
な
蝉
丸
信
仰
と
、
蝉
丸
の
霊
験
性
宣
布
を
か
ね
た
彼
ら
の
複
合
芸
能
形
態
と
に
つ
い
て
　
　
　
一

考
察
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
説
教
者
が
語
っ
た
作
品
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
質
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
特
質
は
、
彼

ら
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
や
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
な
ど
五
説
経
と
い
わ
れ
る
説
教
者
の
古
く
か
ら
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
に
、

俊
徳
丸を
題
材
と
し
た
作
品
が
あ
る
。
現
存
す
る
最
古
の
作
品
は
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
初
期
の
正

保
五年
（
↓
六
四
八
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
佐
渡
七
太
夫
の
正
本
で
あ
る
。
こ
の
正
本
に
つ
い
て
横
山
重
氏
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
二
二
）
刊

の
『
せ
つ
き
や
う
か
る
か
や
』
や
説
経
与
七
郎
の
正
本
『
さ
ん
せ
う
太
夫
』
と
同
様
に
、
「
説
経
の
本
来
の
面
目
を
、
最
も
よ
く
保
持
し
て
ゐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
を
も
と
に
し
て
前
述
の
問
題
に
つ
い

て考
え
て
み
た
い
と
思
う
。



二

　
俊
徳
丸を
題
材
と
す
る
作
品
と
し
て
他
に
は
謡
曲
の
『
弱
法
師
』
と
『
天
王
寺
物
狂
』
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
謡
曲
と
説
経
と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
経
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
こ
れ
ら
の
作
品
の
源
泉
に
つ
い
て
先
学
の
説
が
あ

る
の
で
紹
介
検
討
し
て
お
こ
う
。

　
黒木
勘
蔵
氏
は
、
『
太
平
記
三
巻
五
）
を
あ
げ
、
更
に
そ
の
源
流
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
四
第
四
話
「
拘
筆
羅
太
子
扶
眼
依
法
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

得
眼語
」
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
説
を
検
討
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
氏
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
は
、
俊
徳
丸
伝
説
の
源

泉
と
し
て
は
疑
わ
し
い
こ
と
、
ま
た
、
『
太
平
記
』
も
俊
徳
丸
伝
説
に
結
び
付
く
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
述
べ
、
そ
し
て
、
「
結
局
、
説
経
俊

徳丸
以
前
に
俊
徳
丸
を
取
り
扱
っ
た
作
品
と
し
て
確
か
な
も
の
は
、
た
だ
謡
曲
『
弱
法
師
』
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
結
論
付
け
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。
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『今
昔
物
語
集
』
巻
第
四
第
四
話
が
謡
曲
『
弱
法
師
』
の
典
拠
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夙
に
佐
成
謙
太
郎
氏
も
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ざ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
青
江
舜
二
郎
氏
は
別
の
角
度
か
ら
そ
の
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
が
俊
徳
丸
伝
説
の
原
話
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て

　
　
　
　
ら
シ

いら
れ
る
の
で
検
討
し
て
お
こ
う
。

　青
江
氏
は
、
俊
徳
丸
と
い
う
名
前
は
イ
ン
ド
の
男
と
い
う
意
昧
の
身
毒
丸
が
次
第
に
日
本
化
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
高

安
と
い
う
地
名
は
『
六
度
集
経
』
な
ど
に
漢
訳
さ
れ
た
徳
叉
　
羅
や
咀
叉
　
羅
が
、
原
語
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
弓
呉
切
篇
［
㌫
（
タ
ク
シ

ャ
シ
ラ
ー
）
や
パ
ー
リ
語
の
司
p
穿
器
二
助
（
タ
カ
シ
ラ
ー
）
と
い
う
音
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
の
物
語
が
日
本
化
さ
れ
る
時
に
そ

こ
が
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
四
第
四
話
及
び
そ
の
出
典
で
あ
る
『
六
度
集
経
』
や
『
阿
育

王経
』
な
ど
の
仏
典
に
注
目
さ
れ
、
俊
徳
丸
伝
説
は
イ
ン
ド
の
法
施
あ
る
い
は
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
が
、
日
本
で
説
経
者
に
よ
っ
て
語

説
経
小
考
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ら
れ
て
い
る
う
ち
に
生
成
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　青
江
氏
は
、
「
俊
徳
丸
は
古
く
は
し
ん
と
く
丸
で
身
毒
と
い
う
文
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
俊
徳
丸
と
い
う
名
前

は
謡
曲
に
あ
り
、
し
ん
と
く
丸
は
説
経
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
ん
と
く
丸
の
方
が
古
い
呼
称
だ
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
ま
た
、
し

ん
と
く
丸
に
は
身
毒
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
説
経
で
は
し
ん
と
く
丸
と
い
う
名
前
の
由
来
を
、

　
　
や
か
た
に
ひ
さ
久
し
き
お
き
な
は
ま
い
り
、
此
わ
か
ぎ
み
に
、
御
な
お
つ
け
ま
い
ら
せ
ん
、
な
に
と
つ
け
ん
と
あ
り
け
れ
は
、
の
ふ

　
　よ
し
此
よ
し
き
こ
し
め
し
、
此
こ
き
よ
み
つ
の
申
こ
な
れ
は
、
い
か
や
う
に
も
は
か
ら
へ
と
あ
る
、
お
き
な
う
け
た
ま
は
り
、
ふ
く
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　と
く
は
、
ち
・
こ
に
あ
や
か
り
た
ま
へ
、
口
み
や
ラ
は
、
お
き
な
に
あ
や
か
り
給
へ
と
、
し
ん
と
と
く
お
か
た
ど
り
て
、
御
な
お
し
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　ん
と
く
丸
と
た
て
ま
つ
る
（
圏
点
筆
者
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

と
記
し
て
あ
り
、
こ
の
し
ん
と
く
丸
に
漢
字
を
あ
て
る
と
す
る
と
、
若
月
保
治
氏
の
よ
う
に
信
徳
丸
が
妥
当
で
あ
る
。
身
毒
と
あ
て
る
こ
　
　
　
ト
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と
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
高
安
と
い
う
地
名
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
タ
カ
シ
ラ
ー
の
場
合
の
タ
カ
は
高
安
の
高
と
似
る
が
、
シ
ラ
ー
が
ど
の
よ
う
に
発
音
さ

　
　
　
や
す

れ
る
と
安
に
似
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
点
も
存
疑
。

　と
こ
ろ
で
、
青
江
氏
は
俊
徳
丸
伝
説
の
源
流
を
仏
典
に
ま
で
求
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
直
接
の
原
拠
に
な
る
と
は
さ
れ
ず
、

ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
置
か
れ
た
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
典
な
ど
に
載
る
法
施
や
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
が
説
経
者

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
そ
れ
が
日
本
化
し
て
、
そ
こ
か
ら
俊
徳
丸
伝
説
が
発
生
し
た
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
外
国
種
の
話

がそ
っ
く
り
日
本
の
話
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
浅
井
了
意
が
『
勇
燈
新
話
』
を
翻
案
し
て
『
伽
脾
子
』
を
書
い
た
こ

と
を
考
え
る
な
ら
ば
当
然
あ
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
青
江
氏
の
説
に
は
魅
力
が
あ
る
。

　さ
て
、
『
A
7
昔
物
語
集
』
に
載
る
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
は
、
岩
本
裕
氏
に
よ
る
ビ
過
大
概
は
『
大
唐
西
域
記
』
に
よ
り
、
そ
の
他
『
法
苑
珠



林
』
や
『
経
律
異
相
』
な
ど
に
載
る
所
伝
な
ど
も
参
照
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
撰
者
が
、
他

の

所
伝を
参
照
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
を
『
大
唐
西
域
記
』
の
記
事
に
依
拠
し
た
た
め
に
犯
し
た
失
敗
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
で
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
眼
と
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
名
前
と
の
関
連
性
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

であ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
子
の
名
前
は
、
『
阿
育
王
経
』
に
よ
る
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
に
す
む
鳩
那
羅
鳥
の
眼
の
よ
う
に
美
し
い
眼
を
し
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
を
欠
落
し
て
い
る
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
後
に
何
故
太
子
が
両
眼
を
挟
り
取
る

の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
の
撰
者
が
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
を
構
成
す
る
際
に
採
っ
た
処
理
方
法
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
物
語
が
日
本
で
伝
承
さ

れ

て
行
っ
た
過
程
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
『
三
国
伝
記
』
の
記
述
に
よ
っ
て
よ

り
一
層
確
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
岩
本
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
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（略
）
『
一
二
国
伝
記
』
巻
七
の
第
四
「
倶
那
羅
太
子
ノ
事
」
を
見
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ

　
　
　
阿育
大
王
ト
云
〔
フ
〕
王
ア
リ
。
其
ノ
太
子
二
倶
那
羅
ト
云
〔
フ
〕
太
子
〔
ハ
〕
、
利
智
ノ
眼
精
厳
ニ
シ
テ
、
倶
那
羅
鳥
ノ
眼
二
似
タ
リ
。

　
　
　故
二
其
ノ
名
ト
ス

　
　と
記
さ
れ
、
ま
た
太
子
が
王
の
命
令
を
受
け
と
っ
た
と
き
の
太
子
の
心
情
を
美
文
調
で
述
べ
、
「
心
ノ
中
コ
ソ
哀
〔
レ
〕
ナ
レ
」
と
、
昧
嘆

　
　し
て
い
る
。
ま
た
、
阿
育
王
が
太
子
と
再
会
し
た
の
は
「
或
ル
時
、
父
阿
育
王
、
狩
リ
ニ
出
タ
マ
ヒ
ケ
ル
時
」
と
し
て
い
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ

は

『

阿育
王
経
』
そ
の
他
に
も
見
ら
れ
な
い
叙
述
で
、
撰
者
玄
棟
の
創
作
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
『
三
国
伝
記
』
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
が
欠
落
さ
せ
て
い
た
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
名
前
の
由
来
を
記
し
て
あ
る
の
で
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以

上
に
興
味
深
い
の
は
、
撰
者
玄
棟
の
創
作
に
よ
る
記
述
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語

は

仏

典
の

所
伝
のま
ま
で
は
な
く
、
適
当
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
事
実
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
更
に
、
ク

説

経
小考
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ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
が
説
経
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
日
本
化
し
て
俊
徳
丸
伝
説
が
生
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
青
江

氏
の
説
を
補
強
す
る
傍
証
の
一
つ
に
も
な
る
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　青
江
氏
が
提
起
さ
れ
た
説
は
、
説
話
研
究
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
次
に
掲

げ
る
資
料
に
よ
っ
て
現
時
点
で
は
青
江
氏
の
説
は
首
肯
し
か
ね
る
こ
と
を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
は
、
青
江
氏
が
推
定
さ
れ
た
よ
う
に
説
経
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
も
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ク
ナ
ー
ラ
太
子
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
以
後
、
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

に
掲
出
し
た
『
三
国
伝
記
』
や
、
『
宝
物
集
』
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
盲
僧
達
に
よ
っ
て
も
伝
承
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
更
に
、
世

阿弥
作
の
謡
曲
『
逢
坂
物
狂
』
の
一
節
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
（略
）
一
セ
ィ
・
ン
テ
F
へ
い
つ
か
世
に
。
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
。
く
る
入
し
ら
ぬ
。
心
か
な
　
二
句
子
へ
関
の
此
方
に
年
は
ふ
れ
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
ラ
　
　
　
ス

　
　共
。
二
人
「
、
身
に
も
留
ら
ぬ
。
月
日
か
な
（
シ
テ
）
サ
シ
へ
警
へ
を
申
せ
ば
恐
れ
な
れ
共
。
天
竺
に
は
拘
浪
翠
太
子
。
二
人
へ
又
我
朝
の
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ト

　
　
蝉丸
。
皆
是
王
子
の
御
身
な
れ
ど
も
。
因
果
の
車
の
廻
り
来
て
。
盲
亀
の
雲
も
は
れ
や
ら
ぬ
。
月
の
夜
雪
の
朝
日
影
。
何
れ
も
疎
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ね

　
　御
心
の
闇
路
の
果
は
痛
は
し
や
。
〈
略
）

　
世

阿
弥は
『
弱
法
師
』
の
作
者
観
世
十
郎
元
雅
の
父
親
で
あ
り
、
し
か
も
『
弱
法
師
』
の
ク
セ
の
部
分
を
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
世
阿
弥
が
、
王
子
の
身
で
盲
目
と
な
っ
た
者
は
イ
ン
ド
で
は
ク
ナ
ー
ラ
太
子
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ク
ナ
ー

ラ
太
子
の
物
語
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
『
弱
法
師
』
が
書
か
れ
た
頃
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
日
本
の
話
と
し
て
生
成
す
る
に
は
至
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
前
述
し
た
通
り
、
青
江
氏
の
説
に
は
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
説
経
と
謡
曲
と
の
比
較
に
は
、
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
は
一
応
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。



三

　
『
弱
法
師
』
や
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
は
、
そ
の
原
話
が
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
に
ま
で
は
湖
ら
な
い
が
、
共
に
同
根
の
題
材
か
ら

形象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
室
木
弥
太
郎
氏
は
、
説
経
『
し
ん
と
く
丸
』
の
形
成
過
程
を
「
謡
曲
『
弱

法
師
三
観
世
元

雅作
）
と
同
材
で
あ
る
が
、
謡
曲
に
よ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
四
天
王
寺
の
弱
法
師
と
い
う
こ
じ
き
夫
婦
と
河
内
高
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

長者
が
絡
ま
る
物
語
が
あ
っ
て
、
謡
曲
も
説
経
も
そ
れ
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
謡
曲
と
説
経
と
の
関
係
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

あ
る
が
、
黒
木
勘
蔵
氏
は
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
の
先
行
作
品
を
『
弱
法
師
』
と
考
え
ら
れ
、
若
月
保
治
氏
は
、
『
弱
法
師
』
の
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
　

『

天
王
寺
物狂
』
を
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
古
く
は
謡
曲
か
ら
説
経
が
成
立
し
た
も
の
と
把
握
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
『
天
王

寺
物狂
』
と
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
と
は
非
常
に
似
通
っ
た
点
が
あ
り
、
両
者
の
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
　
　
　
↑

題
で
は
あ
る
鷲
筆
者
は
・
室
木
氏
の
説
に
従
い
・
ワ
三
で
は
謡
曲
作
者
と
説
教
者
が
・
同
根
の
題
材
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
形
象
化
　
ゴ

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
上
で
説
経
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　ま
ず
謡
曲
『
弱
法
師
』
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
河内
国
高
安
の
里
の
左
衛
門
尉
通
俊
は
、
あ
る
人
の
議
言
を
信
じ
一
子
俊
徳
丸
を
追
放
し
た
が
、
あ
ま
り
に
不
燗
に
思
い
、
天
王
寺

　
　
で七
日
間
の
施
行
を
す
る
。
そ
こ
へ
悲
し
み
の
あ
ま
り
盲
目
と
な
り
、
弱
法
師
と
渾
名
さ
れ
て
い
る
俊
徳
丸
が
来
て
曲
舞
を
謡
う
。

　
　
通
俊は
こ
の
弱
法
師
が
我
が
子
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
が
、
人
目
を
揮
り
夜
に
な
っ
て
高
安
へ
連
れ
て
帰
ろ
う
と
思
い
、
ま
ず
日
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
め
　

　
　
観を
拝
ま
せ
る
。
や
が
て
夜
も
更
け
た
の
で
名
乗
り
合
い
、
高
安
に
帰
っ
て
行
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ
ら

　　
『
弱
法
師
』
に
は
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
の
世
阿
弥
自
筆
本
の
模
写
本
『
ヨ
ロ
ホ
シ
ノ
本
』
が
現
存
す
る
が
、
そ
れ
に
は
現
行
曲
に
は

見
ら
れ
な
い
俊
徳
丸
の
妻
が
登
場
す
る
こ
と
、
ま
た
、
通
俊
が
、
追
放
し
た
俊
徳
丸
を
不
欄
に
思
い
天
王
寺
で
施
行
を
行
う
と
い
う
部
分
と
、

説
経
小考



説
経
小
考

施行
を
受
け
に
来
た
弱
法
師
が
自
分
の
子
供
で
あ
る
と
察
知
す
る
件
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
相
違
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
サ

　ま
た
、
世
阿
弥
自
筆
本
と
現
行
曲
と
の
中
間
に
位
置
す
る
詞
章
を
持
つ
『
天
霊
星
』
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
に
は
、
『
ヨ
ロ
ホ
シ
ノ

本
』
と
同
様
に
、
通
利
が
追
放
し
た
子
供
を
不
燗
に
思
っ
て
天
王
寺
で
施
行
を
行
う
と
い
う
部
分
は
な
い
。
し
か
し
、
施
行
を
受
け
に
来

た
弱
法
師
を
俊
徳
丸
と
察
知
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　さ
て
、
和
辻
哲
郎
氏
は
、
『
弱
法
師
』
は
「
聖
徳
太
子
に
関
係
の
あ
る
天
王
寺
の
救
世
観
音
の
信
仰
や
、
日
想
観
の
形
で
現
わ
さ
れ
て
い
る

ヘ
　
ヘ
　
シ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
リ
ヤ

浄
土

信仰
を
中
心
と
し
て
、
盲
目
の
弱
法
師
の
心
眼
に
映
る
光
明
の
世
界
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

和
辻
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
『
弱
法
師
』
に
は
天
王
寺
を
舞
台
と
す
る
浄
土
信
仰
が
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
三
本
を
比
較
し
て
み

る
と
微
妙
な
変
質
に
気
付
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
ヨ
ロ
ホ
シ
ノ
本
』
で
は
天
王
寺
の
僧
と
俊
徳
丸
夫
婦
と
の
対
話
が
中
心
と
な
っ
て
い
る

が
、
現
行
曲
で
は
俊
徳
丸
と
父
の
通
俊
と
で
劇
が
進
行
し
て
い
る
の
で
、
主
題
が
天
王
寺
を
舞
台
と
す
る
浄
土
信
仰
か
ら
親
子
の
愛
情
へ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

と
微
妙
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
謡
曲
の
中
心
は
、
和
辻
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
　
　
　
一

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

「弱
法
師
の
天
王
寺
礼
讃
や
日
想
観
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
盲
目
の
治
癒
と
か
父
子
の
仲
な
お
り
と
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
」
の
で
あ
ろ

・フ
。

　
次
に
『
天
王
寺
物
狂
』
を
見
て
み
よ
う
。

　
清水
寺
観
音
の
申
し
子
俊
徳
丸
は
、
母
を
亡
く
し
盲
目
と
な
っ
た
上
に
、
継
母
の
議
言
に
よ
っ
て
天
王
寺
に
捨
て
ら
れ
悲
嘆
に
く
れ
て

い
る
。
郎
等
の
仲
光
は
、
連
日
高
安
か
ら
慰
め
に
行
く
が
、
今
日
は
折
り
し
も
形
見
の
文
を
読
み
面
白
く
狂
う
狂
女
に
出
会
い
、
そ
の
狂

乱
の
謂
れ
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
ー
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
さ
ら
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
う
り
や
う
ア
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
の
は
つ
せ
ん
　
　
　
　
　
　
ち
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ゆ
と
し

　
　
ク
リ
地
「
さ
る
程
に
、
過
ぎ
に
し
二
月
の
末
か
と
よ
。
聖
霊
会
と
名
づ
け
、
此
宝
前
に
し
て
稚
児
の
舞
の
有
り
し
時
、
信
俊
と
い
ひ
し

　
　人
の

一子
、
此
役
を
勤
む
。
シ
テ
サ
シ
「
さ
れ
ば
此
人
は
、
容
陵
殊
更
麗
し
く
、
地
「
秘
曲
廠
虚
の
人
な
れ
ば
、
莞
鑑
調
に
も
叶
ふ
べ
し



　
　
　
　
　
　
ド
ベ
ん
に
ん
　
　
　
ひ
ら
い
　
　
　
　
り
ゅ
つ
じ
ん
　
　
　
　
　

よ
そ

ほ
ひ

　
　と
、
誠
に
天
人
も
飛
来
し
、
龍
神
も
浮
ぶ
粧
な
り
。
シ
テ
「
げ
に
や
古
よ
り
、
地
「
色
に
は
迷
ひ
安
く
、
又
は
え
な
ら
ぬ
匂
ひ
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
せ
　
お
　
　
　
　
　
　
　
み
　
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
か
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
ほ

　
　
心と
き
め
く
習
ひ
か
や
。
折
し
も
松
の
風
落
ち
て
、
御
簾
吹
き
上
げ
し
隙
よ
り
も
、
互
に
見
え
し
面
影
の
、
是
ぞ
恋
慕
の
始
め
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
ニ
う
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
し
ほ
ぴ
　
　
　
　
　
　
　

け

ぶり

　

　

　

　

　

　

　
　
　
パ
　

　
　ま
だ
知
ら
ぬ
、
人
を
見
そ
め
て
恋
衣
、
ひ
と
へ
に
恋
ふ
る
心
よ
り
、
海
人
の
藻
塩
火
た
き
そ
め
て
、
煙
も
空
に
迷
ふ
ら
し
。
…
…

　
俊
徳
丸は
、
こ
の
狂
女
が
和
泉
の
恋
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
名
乗
り
合
っ
て
再
会
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。

　こ
の
『
天
王
寺
物
狂
』
は
、
天
王
寺
の
聖
霊
会
で
稚
児
舞
を
舞
っ
た
俊
徳
丸
を
見
初
め
た
女
が
、
狂
女
と
な
っ
て
俊
徳
丸
を
捜
し
て
い

た
が
、
天
王
寺
で
偶
然
再
会
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、
男
女
の
愛
情
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ

こ
に
は
元
雅
が
『
弱
法
師
』
で
描
い
た
浄
土
信
仰
は
全
く
継
承
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　さ
て
、
最
後
に
説
経
の
梗
概
を
掲
出
す
る
。

　
佐
渡
七
太
夫
正本
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
は
、
下
巻
の
末
尾
が
欠
丁
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
は
天
和
貞
享
頃
（
一
六
　
　
　
一
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ユ

八
一
～
八
七
）
に
出
版
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
江
戸
版
の
『
し
ん
と
く
丸
三
七
太
夫
正
本
、
う
ろ
こ
か
た
や
孫
兵
衛
刊
）
に
よ
っ
て
　
　
　
一

補
い
、
「
」
を
付
し
て
お
く
。

河内
国
高
安
の
郡
の
長
者
、
の
ぶ
よ
し
夫
婦
は
、
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
の
で
京
都
清
水
寺
の
観
音
に
申
子
を
す
る
。
夫
婦
は
、
観
音

か
ら
前
生
の
悪
因
に
よ
っ
て
子
種
が
無
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
祈
誓
を
や
め
ず
、
つ
い
に
子
種
を
授
か
る
。
し
か
し
、

そ
の
子
が
七
歳
に
な
る
と
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
の
生
命
に
危
険
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
や
が
て
誕
生
し
た
子
供
は
、
し
ん

と
く
丸
と
名
付
け
ら
れ
る
。
九
歳
に
な
る
と
し
ぎ
の
の
寺
へ
預
け
ら
れ
、
そ
こ
で
抜
群
の
秀
才
振
り
を
発
揮
す
る
が
、
天
王
寺
の
聖

霊会
で
稚
児
舞
を
舞
う
た
め
に
呼
び
も
ど
さ
れ
る
。
し
ん
と
く
丸
は
、
舞
の
途
中
で
和
泉
国
の
か
げ
山
長
者
の
娘
、
お
と
姫
を
見
初

め
て
恋
煩
い
と
な
る
。
そ
れ
を
察
し
た
郎
等
仲
光
が
、
恋
を
仲
介
せ
ん
と
し
て
薬
商
人
に
変
装
し
、
か
げ
山
長
者
の
館
へ
潜
入
し
、

女
房
達
に
し
ん
と
く
丸
の
手
紙
を
渡
す
。
（
上
）

説
経
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騒ぎ
声
に
つ
ら
れ
た
お
と
姫
は
、
大
和
言
葉
の
手
紙
を
女
房
達
に
読
ん
で
や
り
、
そ
れ
が
し
ん
と
く
丸
か
ら
の
恋
文
で
あ
る
こ
と
を

　
　
知り
驚
い
て
破
り
捨
て
る
。
が
父
の
言
葉
に
よ
っ
て
返
書
を
認
め
て
仲
光
に
渡
す
。
高
安
に
帰
っ
た
仲
光
が
こ
と
の
次
第
を
長
者
夫

　
　
婦
に
言
上
す
る
と
、
御
台
は
喜
び
の
あ
ま
り
、
し
ん
と
く
丸
が
二
二
歳
に
な
っ
た
の
に
自
分
達
に
は
ま
だ
生
命
に
異
常
が
な
い
、
清

　
　水
寺
の
観
音
で
さ
え
嘘
を
い
わ
れ
る
の
だ
か
ら
人
間
も
嘘
を
つ
い
て
世
渡
り
を
す
る
よ
う
に
、
と
つ
い
誹
諺
し
て
し
ま
う
。
怒
っ
た

　
　
観音
は
、
み
さ
き
に
命
じ
て
御
台
を
殺
さ
せ
る
。
そ
の
後
の
ぶ
よ
し
は
、
六
条
殿
の
娘
を
後
妻
に
嬰
る
。
後
妻
は
や
が
て
生
ま
れ
た

　
　
お
と
の
二
郎
を
総
領
に
せ
ん
と
し
て
、
清
水
寺
の
観
音
に
し
ん
と
く
丸
を
殺
す
か
違
例
に
す
る
よ
う
に
と
祈
誓
し
、
都
の
神
社
に
一

　
　
三
六本
の
呪
い
釘
を
打
っ
て
回
る
。
し
ん
と
く
丸
は
、
継
母
の
呪
咀
に
よ
り
違
例
に
な
り
、
そ
の
上
盲
目
と
な
っ
た
の
で
、
天
王
寺

　
　に
捨
て
ら
れ
る
。
（
中
）

　
　し
ん
と
く
丸
は
、
清
水
寺
観
音
の
御
告
に
よ
り
天
王
寺
七
村
で
乞
食
を
し
た
後
、
病
治
療
の
た
め
熊
野
へ
赴
く
。
そ
の
途
中
で
、
、
旅
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
8

　
　
の

修行
者
に
変
身
し
た
観
音
に
、
有
徳
人
の
施
行
を
受
け
る
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
、
か
げ
山
長
者
の
館
と
も
知
ら
ず
に
行
っ
た
と
こ
　
　
　
一

　
　ろ
、
顔
を
見
知
る
者
が
あ
っ
て
非
常
な
恥
辱
を
受
け
る
。
そ
こ
で
、
す
ぐ
に
天
王
寺
へ
ひ
き
返
し
、
飢
え
死
に
を
し
よ
う
と
決
意
す

　
　る
。
お
と
姫
は
、
し
ん
と
く
丸
が
訪
れ
た
こ
と
を
知
り
、
父
母
を
説
得
し
て
捜
し
に
出
か
け
、
天
王
寺
で
再
会
す
る
。
そ
し
て
、
し

　
　ん
と
く
丸
の
病
を
治
す
た
め
に
清
水
寺
に
参
詣
し
祈
誓
す
る
。
や
が
て
観
音
の
御
告
が
あ
っ
て
、
下
付
さ
れ
た
鳥
帯
で
撫
で
る
と
病

　
　
は本
復
す
る
。
し
ん
と
く
丸
は
、
盲
目
の
時
人
々
に
恩
を
受
け
た
の
で
報
謝
と
し
て
施
行
を
行
う
。
そ
こ
へ
落
ち
ぶ
れ
て
盲
目
と
な

　
　
っ
た
父
親
が
継
母
と
お
と
の
二
郎
を
伴
い
や
っ
て
来
る
。
「
し
ん
と
く
丸
は
、
父
親
の
目
を
鳥
帯
で
撫
で
て
治
し
、
継
母
と
お
と
の
二

　
　
郎を
殺
さ
せ
、
河
内
に
帰
り
母
親
の
菩
提
を
弔
う
。
」
（
下
）

　
右
の

梗
概
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
は
、
清
水
寺
観
音
の
霊
験
謂
と
し
て
構
想
さ
れ
、
因
果
応
報
が
主
題

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
弱
法
師
』
や
『
天
王
寺
物
狂
』
に
は
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
謡
曲
作
者
と
説
教
者
と
の
意
図
す
る



と
こ
ろ
の
相
違
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
態
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
謡曲
と
説
経
と
の
相
違
を
更
に
詳
し
く
見
る
た
め
に
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
の
構
成
要
素
を
基
に
し
た
対
照
表
を
掲
出
し
て
み

よ
う
。
○
は
↓
致
、
△
は
類
似
、
×
は
な
し
を
示
す
。

『

せ

つき
や
う
し
ん
と
く
丸
』

『

弱

法
師
』

『

天
王
寺
物狂
』

↓

申
子
謂

×

○

二

長者
夫
婦
前
生
諏

×

×

↓
二

天
王寺
舞
楽
謹

△

○

四

し
ん
と
く
丸
恋
愛
讃

×

△

五

御
台
死
亡
謹

×

○

六

継
子苛
責
謂

△

○

七

し
ん
と
く
丸
違
例
謹

△

△

八

し
ん
と
く
丸
流
浪
潭

△

△

九

観音
霊
験
讃

×

×

一
〇

し
ん
と
く
丸
捜
索
讃

×

○

一

一

違
例本
復
（
盲
目
開
眼
）
讃

×

×

一
二

父
子
再
会
讃

○

△

一
1
9一

説
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謡曲
に
は
採
り
上
げ
ら
れ
な
く
て
説
経
の
み
に
形
象
化
さ
れ
た
要
素
は
、
右
の
対
照
表
の
通
り
、

　
　二
、
　
長
者
夫
婦
前
生
潭

　
　九
、
　
観
音
霊
験
諦

　
　＝
、
違
例
本
復
（
盲
目
開
眼
）
謂

の
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
の
特
質
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ま
し
ば
ら
く
検
討
し
て
み
た
い
。

四

　
『

せ

つき
や
う
し
ん
と
く
丸
』
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
長
者
夫
婦
前
生
謂
、
観
音
霊
験
讃
、
違
例
本
復
（
盲
目
開
眼
）
謂
は
、
謡
曲
作

者
達
が
採
り
上
げ
な
か
・
た
も
の
で
あ
る
が
・
そ
れ
ら
は
説
教
者
が
独
自
に
創
唱
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
・
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
考
え
　
肝

て

みよ
う
。

　
夫
婦
に

子
供
がな
く
て
神
仏
に
祈
誓
す
る
と
い
う
所
謂
申
子
諦
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
は
御
伽
草
子
の
『
一
寸
法
師
』
や
『
梵
天
国
』

な
ど
が
想
い
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
説
経
以
外
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
『
梵
天
国
』
で
は
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん

と
く
丸
』
の
の
ぶ
よ
し
長
者
夫
婦
と
同
様
に
、
五
条
右
大
臣
高
藤
が
清
水
寺
に
申
子
を
し
て
子
種
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
高

藤
に
は
子
種
が
な
い
理
由
と
し
て
の
前
生
潭
は
な
い
。
と
す
る
と
、
前
生
潭
は
説
経
が
所
有
す
る
独
自
の
モ
チ
ー
フ
か
と
考
え
ら
れ
そ
う

であ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
神
道
集
』
巻
六
の
「
三
嶋
大
明
神
事
」
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
説
経
に
描
か
れ
る
前
生
謂
は
説

経
独自
の
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
観
音
の
霊
験
謂
で
あ
る
が
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
に
は
清
水
寺
の
観
音
が
の
ぶ
よ
し
長
者
夫
婦
に
子
種
を
授
け
る
と
い



う
霊
験
を
初
め
と
し
て
、
苦
境
に
あ
る
し
ん
と
く
丸
を
救
済
す
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
仏
の
霊
験
謂
は
、
古
浄
瑠

璃の
『
は
な
や
』
、
『
あ
か
し
』
、
『
月
界
長
者
』
な
ど
を
初
め
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
は
る
か
に
湖
っ
て
『
日
本
霊
異
記
』
に
は

観音
の
霊
験
讃
は
随
所
に
あ
り
、
そ
の
外
寺
社
の
由
来
を
記
す
縁
起
な
ど
も
本
体
で
あ
る
神
仏
の
霊
験
性
を
説
く
も
の
が
多
い
。
こ
れ
も

説
経
独自
の
モ
チ
ー
フ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
前
生
謂
と
同
様
で
あ
る
。

　第
三
の
違
例
本
復
（
盲
目
開
眼
）
謂
は
、
観
音
霊
験
謂
の
一
つ
な
の
で
は
あ
る
が
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
で
は
重
要
な
要
素
の

一
つと
考
え
ら
れ
る
の
で
別
項
目
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
し
ん
と
く
丸
の
違
例
が
治
癒
し
た
り
盲
目
が
開
眼
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ

は
、
『
弱
法
師
』
や
『
天
王
寺
物
狂
』
に
は
な
か
っ
た
。
謡
曲
で
盲
人
を
扱
っ
た
他
の
作
品
に
『
蝉
丸
』
や
『
景
清
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も

蝉丸
及
び
景
清
の
盲
目
が
開
眼
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
説
教
者
の
み
が
創
案
し
た
も
の
で
あ
ろ
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一

　盲
目
が
開
眼
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
盲
目
開
眼
謂
は
実
は
古
く
か
ら
あ
る
。
例
を
掲
げ
る
と
、
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
に
、
「
二

目
盲
女
人
帰
二
敬
薬
師
仏
木
像
一
以
現
得
レ
明
レ
眼
縁
第
一
］
」
、
「
二
目
盲
男
敬
二
称
千
手
観
音
摩
尼
手
一
以
現
得
レ
明
レ
眼
縁
第
一
二
」
、
「
沙

門
一
目
眼
盲
使
レ
読
二
金
剛
般
若
経
’
得
レ
明
レ
眼
縁
第
二
一
」
な
ど
の
説
話
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
＝
二
に
は
、
上
記

の

説
話
以外
に
、
「
信
濃
国
盲
僧
請
：
法
花
一
開
二
両
眼
一
語
第
一
八
」
や
「
筑
前
国
女
請
二
法
花
一
開
レ
盲
語
第
二
六
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
盲
目
開
眼
説
話
を
掲
出
す
る
な
ら
ば
枚
挙
に
遥
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
説
経
と
同
時
代
頃
の
作
品
を
看
て
も
、
『
さ
よ
ひ
め
の

さ
う
し
』
や
『
び
じ
よ
ご
ぜ
ん
』
に
そ
れ
が
あ
る
。
従
っ
て
、
盲
目
開
眼
の
モ
チ
ー
フ
も
説
経
独
自
の
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
で
は
、
し
ん
と
く
丸
の
違
例
や
盲
目
が
本
復
す
る
の
は
清
水
寺
観
音
の
利
益
に
よ
る
の

であ
る
か
ら
、
そ
の
点
は
看
過
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
清
水
寺
観
音
の
霊
験
性
は
、

説
経
小
考



説

経
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説
教
者
に
よ
る
創
造
な
の
か
否
か
、
と
い
う
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　清
水
寺
観
音
の
霊
験
謹
を
載
す
『
清
水
霊
験
記
』
に
、
次
の
説
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　平
内
左
衛
門
入
道
の
僕
従
の
青
女
は
、
母
親
看
病
の
疲
労
の
た
め
病
気
に
な
る
が
、
日
ご
ろ
熱
心
に
信
仰
し
て
い
た
清
水
寺
観
音
の

　
　御
利
益
で
回
復
す
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
清
水
寺
観
音
に
病
を
本
復
さ
せ
る
御
利
益
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
盲
目
を
開
眼
さ
せ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な

い

の

であ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
舞
曲
『
景
清
付
籠
破
』
に
、
頼
朝
を
見
な
い
た
め
に
両
眼
を
剖
貫
い
た
景
清
の
眼
が
、
清
水
寺
観
音
の
力
で
平
癒
す
る
こ
と

が載
っ
て
い
る
。

　
　

（略
）
景
清
承
り
て
。
あ
ら
有
難
や
候
。
命
を
助
給
ふ
の
み
な
ら
ず
。
あ
ま
つ
さ
ゑ
御
恩
を
そ
へ
て
た
ぶ
君
は
。
世
に
も
あ
り
つ
べ
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
2

　
　し
と
も
存
せ
す
候
去
な
か
ら
。
君
を
見
申
さ
ん
度
毎
に
。
あ
れ
こ
そ
主
君
の
敵
ぞ
と
。
あ
つ
は
れ
］
ト
刀
う
ら
み
申
さ
で
と
。
思
ふ
　
　
　
一

　
　
所存
は
露
ち
り
ほ
と
も
う
せ
候
ま
し
。
夫
恩
の
見
て
恩
を
知
ら
ざ
る
は
。
植
木
の
鳥
の
お
の
が
住
。
枝
を
か
ら
す
に
事
な
ら
ず
と
。

　
　
父
ふ

殿
の御
さ
し
そ
へ
を
こ
ひ
取
て
。
両
眼
の
く
り
出
し
。
う
す
お
し
き
に
な
ら
べ
。
頼
朝
の
御
目
に
懸
奉
る
。
…
…
（
略
）
…
…
斯

　
　
て景
清
。
は
だ
の
守
り
に
納
て
。
御
前
を
罷
立
又
。
清
水
へ
参
り
。
三
百
三
十
三
巻
の
。
く
わ
ん
お
ん
経
を
ど
く
じ
ゆ
し
て
。
三
千

　
　
三

百
三

拾
三
度
の
。
礼
拝
を
奉
る
。
有
難
や
観
音
者
。
三
十
三
身
に
身
を
へ
ん
し
。
十
九
説
法
御
の
り
を
の
べ
。
衆
生
の
ぐ
わ
ん
の

　
　
み
て給
ふ
と
。
A
フ
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
た
れ
。
内
陳
よ
り
こ
ん
じ
き
の
。
光
り
さ
ひ
て
。
景
清
が
か
う
べ
を
。
半
時
計
り
照
し
給
へ
ば
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
シ

　
　
取
て
な
か
り
し
両
眼
が
。
た
ち
ま
ち
出
来
て
。
本
の
如
く
見
へ
に
け
り
。

　こ
の
『
景
清
付
籠
破
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
説
経
に
記
さ
れ
て
い
る
清
水
寺
観
音
の
違
例
本
復
（
盲
目
開
眼
）
課
も
説
教
者
が
独
自
に

創
案
し
た
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



五

　
長者
夫
婦
前
生
謹
、
観
音
霊
験
讃
、
違
例
本
復
（
盲
目
開
眼
）
謹
は
説
教
者
が
独
自
に
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
が
、

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
説
経
に
は
何
の
特
質
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
は
結
論
付
け
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ

ら
の
要
素
が
、
他
の
説
経
に
は
ど
の
よ
う
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
か
把
握
し
た
上
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

　
『

せ

つき
や
う
し
ん
と
く
丸
』
以
外
の
説
経
で
前
生
謂
を
収
載
す
る
作
品
に
江
戸
版
『
ま
つ
ら
長
者
』
が
あ
る
。
近
江
国
竹
生
島
の
弁

才
天
の
本
地
課
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、
大
和
国
の
壼
坂
の
松
浦
長
者
夫
婦
が
長
谷
寺
の
観
音
に
祈
誓
し
た
時
に
、
子
種
の
な
い
理
由
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ
あ
　

て前
生
讃
が
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
の
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
版
に
は
前
生
謂
は
欠
落
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
る
と
、
説
教
者
は
語
る
時
の
状
況
に
応
じ
て
適
当
に
省
略
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
『
を
ぐ
り
』
に
鞍
馬
寺
の
　
　
　
一

毘
沙
門
天
に
祈
誓
す
る
申
子
謂
が
あ
っ
て
前
生
讃
が
な
い
こ
と
や
、
ま
た
、
『
あ
い
こ
の
若
』
に
長
谷
寺
の
観
音
に
祈
誓
す
る
申
子
謹
が
あ

る
も
の
の
、
二
条
蔵
人
清
平
夫
婦
の
前
生
謹
が
な
い
こ
と
な
ど
も
、
あ
る
い
は
共
に
前
生
謂
が
語
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
生
課
は
申
子
讃
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
説
経
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と

が

窺わ
れ
る
。

　
神仏
の
霊
験
讃
に
つ
い
て
は
、
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
、
『
熊
野
之
御
本
地
』
、
『
石
山
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
霊

験

讃
の

一
つ
でも
あ
る
盲
目
開
眼
讃
は
、
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
や
『
ま
つ
ら
長
者
』
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
せ
つ
き
や
う

さ
ん
せ
う
太
夫
』
の
開
眼
諦
を
掲
出
し
て
み
よ
う
。
こ
の
作
品
は
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
と
同
じ
佐
渡
七
太
夫
の
正
本
で
、
明
暦

二年
（
一
六
五
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

説
経
小
考
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フ

シ
さ
て
そ
の
・
ち
、
ゑ
ぞ
ゑ
御
さ
有
て
、
は
・
こ
の
行
へ
を
お
た
つ
ね
あ
れ
は
、
あ
わ
の
鳥
を
お
ふ
て
お
は
し
ま
す
、
つ
し
王
殿

　
　
は御
ら
ん
じ
て
、
な
ふ
い
か
に
は
・
う
へ
さ
ま
、
つ
し
王
丸
に
て
御
ざ
有
が
、
よ
に
出
て
こ
れ
ま
て
参
た
り
、
は
・
こ
此
由
聞
召
、

　
　あ
ふ
そ
の
事
に
て
御
さ
有
よ
、
み
つ
か
ら
は
、
あ
ね
に
あ
ん
し
ゆ
、
弟
つ
し
王
丸
と
て
、
こ
を
は
兄
弟
も
ち
た
る
か
、
こ
れ
よ
り
を

　
　く
か
た
へ
う
ら
れ
て
御
さ
な
い
、
さ
や
う
に
め
も
み
へ
ぬ
物
は
、
た
ら
さ
ぬ
物
よ
、
め
く
ら
の
う
つ
・
ゑ
に
は
、
と
か
も
な
い
と
、

　
　あ
た
り
を
は
ら
ふ
て
お
は
し
ま
す
、
つ
し
王
殿
は
聞
召
、
げ
に
も
だ
う
り
や
と
て
、
は
だ
の
ま
ぶ
り
の
、
ぢ
さ
う
ほ
さ
つ
を
取
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　し
、
は
・
こ
の
両
か
ん
に
お
あ
て
あ
れ
は
、
両
が
ん
か
は
つ
し
と
あ
い
．
て
、
す
・
を
は
つ
た
る
こ
と
く
也
、

　
右は
、
つ
し
王
丸
が
人
買
い
に
さ
ら
わ
れ
て
別
れ
別
れ
に
な
っ
た
母
親
と
再
会
し
た
場
面
で
あ
る
。
盲
目
と
な
っ
た
母
親
の
目
を
開
眼

さ
せ
る
の
は
、
つ
し
王
丸
が
姉
の
安
寿
か
ら
も
ら
っ
た
守
り
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
。

　と
こ
ろ
で
、
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　た
・
い
ま
か
た
り
申
御
物
か
た
り
、
国
を
申
さ
は
、
た
ん
こ
の
国
、
か
な
や
き
ぢ
ざ
う
の
御
本
ぢ
を
、
あ
ら
く
と
き
た
て
ひ
ろ
め
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　申
に
、
こ
れ
も
一
た
ひ
は
人
げ
ん
に
て
お
は
し
ま
す
、

と
い
う
よ
う
に
丹
後
国
金
焼
地
蔵
の
本
地
讃
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
佐
渡
七
太
夫
豊
孝
の
正
本
『
山
庄
太
輔
』
（
正

徳
三年
版
）
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
く
　
　
　
か
ん
が
み
る
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
わ
め

　
　
扱も
そ
の
・
ち
。
債
世
間
を
鑑
に
。
お
ご
る
者
久
し
か
ら
ず
。
じ
や
け
ん
は
う
い
つ
な
る
者
は
。
つ
ゐ
に
は
ほ
ろ
ぶ
、
極
て
お
と
ろ

　　
へ
た
る
者
は
。
↓
度
は
さ
か
ふ
。
麦
に
丹
後
の
国
、
由
良
の
湊
と
い
ふ
所
に
。
さ
ん
せ
う
た
ゆ
ふ
ひ
ろ
む
ね
と
て
。
長
者
の
な
が
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　す
み
給
ふ
。

　こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
山
庄
太
輔
』
で
は
、
『
せ
つ
き
や
う
さ
ん
せ
う
太
夫
』
に
描
か
れ
た
本
地
謹
が
完
全
に
消
失
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
母
親
の
眼
を
開
眼
さ
せ
る
の
は
、
も
は
や
地
蔵
菩
薩
で
は
な
く
、
系
図
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



　
　震
に
あ
わ
れ
を
と
と
め
し
は
。
つ
し
わ
う
丸
の
母
上
に
て
、
し
よ
し
の
あ
わ
れ
を
と
・
め
た
り
。
な
る
こ
の
な
わ
に
と
り
つ
い
て
。

　
　あ
け
て
は
、
あ
ん
し
ゆ
恋
し
や
な
。
く
れ
て
は
、
つ
し
わ
う
恋
し
。
お
わ
す
と
、
た
て
や
此
鳥
と
、
泪
と
。
と
も
に
お
い
給
ふ
。
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
あ
さ
ま
し
の
カ
〕

　
　
か
き
み
此
よ
し
御
ら
ん
し
て
。
す
る
く
と
は
し
り
よ
り
。
母
上
さ
ま
に
す
か
り
つ
き
。
こ
わ
あ
さ
し
ま
し
の
御
風
情
。
つ
し
わ
う

　
　参
り
て
候
と
。
泪
に
く
れ
て
お
わ
し
ま
す
。
母
上
は
き
こ
し
め
し
。
今
は
心
も
狂
ら
ん
し
。
そ
こ
の
き
給
へ
、
ぢ
下
人
と
。
つ
へ
ふ

　
　り
あ
け
て
、
払
ひ
う
ち
に
う
ち
給
ふ
。
い
た
は
し
や
わ
か
君
は
。
う
た
る
・
つ
ゑ
に
す
が
り
つ
き
。
げ
に
御
と
う
り
、
こ
と
わ
り
な

　
　り
。
是
は
御
目
の
見
ゑ
ぬ
ゆ
へ
な
り
と
て
。
け
い
ず
の
ま
き
も
の
取
い
た
し
。
母
上
の
両
が
ん
を
。
三
と
な
で
さ
せ
給
へ
ば
。
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ザ

　
　
て

久
し
き
両
か
ん
、
た
ち
ま
ち
に
お
が
ま
る
・
。
お
や
こ
た
か
い
に
、
と
り
つ
い
て
○
是
は
く
と
ば
か
り
な
り
。

　
母
親
の

眼を
開
眼
さ
せ
る
の
が
、
地
蔵
菩
薩
か
ら
系
図
に
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
山
本
九
兵
衛
が
出
版
し
た
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
版

も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
説
教
者
が
次
第
に
宗
教
性
を
喪
失
し
て
行
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
そ
う
し
た
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
説
経
の
中
に
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
盲
目
開
眼
諦
の
み
は
し
っ
か
り
と
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
る
の
で
　
　
　
一

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
説
経
に
語
ら
れ
て
い
る
霊
験
謂
、
就
中
盲
目
開
眼
謂
は
、
説
教
者
の
意
識
下
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
検

討し
て
来
た
こ
と
か
ら
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
』
に
見
ら
れ
た
長
者
夫
婦
前
生
諦
、
観
音
霊
験
謂
、
違
例
本
復
（
盲
目
開

眼
）
讃
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
説
経
に
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
説
経
を
説
経
た
ら
し
め
る
特
質
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
も

のと
思
わ
れ
る
。

　前
生
諦
は
前
述
し
た
通
り
申
子
讃
に
関
連
す
る
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
霊
験
謹
の
一
部
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
違
例
本
復
（
盲

目
開
眼
）
謂
も
霊
験
讃
の
一
部
で
あ
っ
た
。
説
教
者
は
、
神
仏
の
霊
験
謂
、
と
り
わ
け
盲
目
開
眼
請
を
語
る
と
こ
ろ
に
そ
の
中
心
を
置
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

説
経
小考



説
経
小
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

　
で
は
、
彼
ら
は
何
故
そ
の
よ
う
な
も
の
を
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
既
に
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
蝉
丸
信

仰と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
説
教
者
は
、
蝉
丸
を
妙
音
菩
薩
の
化
身
と
考
え
、
更
に
、
盲
目
の
蝉
丸
が
開
眼
し

た
と
い
う
特
異
な
伝
承
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
中
に
も
開
眼
讃
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
説
教
者
は
、
蝉
丸
を
題
材
と
す
る
作
品
は
元
来
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
す
る
説
経
で
は
江
戸
版
『
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ら
長
者
』
の
四
段
目
に
蝉
丸
の
こ
と
が
少
し
語
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
政
二
年
三
八
一
九
）
四
月
に
、
中
山
雛
松
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

名
代
の
説
教
讃
語
座
が
「
蝉
磨
呂
」
を
上
演
し
た
の
は
、
む
し
ろ
特
異
な
例
で
あ
ろ
う
。
説
教
者
に
と
っ
て
蝉
丸
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
す

る
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
作
品
と
し
て
語
る
こ
と
を
は
ば
か
り
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
盲
目
開
眼
謂
を
語
り
、
蝉
丸
の
霊

験性
を
喧
伝
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注
（1
）
『
説
経
正
本
集
』
第
一
、
四
四
九
ペ
ー
ジ
。

（2
）
　
『
浄
瑠
璃
史
』
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（3
）
　
『
歌
舞
伎
と
操
り
浄
瑠
璃
三
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
一
六
巻
所
収
）
三
〇
六
～
三
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。

（4
）
　
『
謡
曲
大
観
』
「
弱
法
師
」
参
看
。

（5
）
　
『
日
本
芸
能
の
源
流
』
（
民
俗
民
芸
双
書
六
一
）
「
し
ん
と
く
丸
」
参
看
。

（6
）
　
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く
丸
三
『
説
経
正
本
集
』
第
一
所
収
）
九
九
ペ
ー
ジ
。

（7
）
　
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
一
巻
、
三
三
七
ペ
ー
ジ
。

（8
）
　
『
仏
教
説
話
』
「
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
寛
容
」
参
看
。

（9
）
　
同
右
、
八
九
～
九
〇
ペ
ー
ジ
。
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（1
0
）
『
続
日
本
盲
人
史
』
二
六
ペ
ー
ジ
参
看
。
ク
ナ
ー
ラ
太
子
の
物
語
は
、
上
記
以
外
に
も
『
厭
稜
欣
浄
抄
』
、
『
法
華
経
直
談
紗
』
、
『
因
縁
抄
』
な
ど
に
収

　
　
載さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
阿
部
泰
郎
氏
『
因
縁
抄
』
〈
古
典
文
庫
〉
）
。
な
お
、
『
因
縁
抄
』
所
収
の
話
は
明
ら
か
に
説
経
者
に
よ
っ
て
語

　
　ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

（1
1
）
　
『
未
刊
謡
曲
集
』
一
（
古
典
文
庫
）
九
一
～
九
ニ
ペ
ー
ジ
。

（1
2
）
『
説
経
集
三
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
四
一
九
ペ
ー
ジ
。

（1
3
）
　
前
掲
書
、
七
〇
ペ
ー
ジ
。

（1
4
）
前
掲
書
、
三
三
九
ペ
ー
ジ
。

（1
5
）
　
若
月
氏
は
『
天
王
寺
物
狂
』
を
先
行
作
と
さ
れ
た
が
、
筆
者
は
そ
の
逆
の
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
『
せ
つ
き
や
う
し
ん
と
く

　
　丸
』
で
は
継
母
を
六
条
殿
の
娘
と
記
す
が
、
寛
文
元
年
の
山
本
九
兵
衛
版
『
し
ん
と
く
丸
』
、
江
戸
版
『
し
ん
と
く
丸
』
な
ど
は
八
条
殿
の
娘
と
し
て

　　
い
る
。
『
天
王
寺
物
狂
』
も
継
母
を
八
条
殿
の
娘
と
記
し
て
あ
る
の
で
、
こ
の
作
品
は
、
山
本
版
『
し
ん
と
く
丸
』
な
ど
に
依
拠
し
た
可
能
性
が
あ
る
の

　
　で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（1
6
）
　
『
謡
曲
大
観
』
所
収
本
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（1
7
）
　
川
瀬
↓
馬
氏
著
『
世
阿
弥
自
筆
伝
書
集
』
所
収
。

（1
8
）
　
荏
寺
枚
平
氏
「
弱
法
師
の
異
本
」
（
『
宝
生
』
第
一
二
巻
三
号
、
昭
和
三
八
年
三
月
）
。

（1
9
）
　
前
掲
書
、
一
二
一
一
ペ
ー
ジ
。

（2
0
）
　
同
右
、
三
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。

（2
1
）
　
『
校
註
謡
曲
叢
書
』
第
二
巻
、
六
六
ニ
ペ
ー
ジ
。

（2
2
）
『
説
経
正
本
集
』
第
一
所
収
。

（2
3
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
二
六
輯
下
所
収
。

（2
4
）
笹
野
堅
氏
編
『
幸
若
舞
曲
集
』
（
本
文
）
二
四
四
～
二
四
五
ペ
ー
ジ
。

（2
5
）
『
説
経
正
本
集
』
第
一
、
一
八
↓
～
↓
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

（2
6
）
　
同
右
、
四
四
ペ
ー
ジ
。
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説
経
小
考

　
（
2
7
）
　
同
右
、
二
九
ペ
ー
ジ
。

　
（
2
8
）
同
右
、
七
〇
ぺ
ー
ジ
。

　
（
2
9
）
　
同
右
、
九
一
ペ
ー
ジ
。

　
（
3
0
）
拙
稿
、
「
説
教
者
の
蝉
丸
信
仰
と
そ
の
芸
能
形
態
と
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
国
文
学
論
叢
』
第
二
〇
輯
）
。

　
（
3
1
）
　
『
説
経
正
本
集
』
第
一
、
一
八
八
～
一
八
九
ペ
ー
ジ
。

　
（
3
2
）
　
『
摂
陽
奇
観
」
巻
之
四
十
六
（
『
浪
速
叢
書
』
第
六
、
二
六
～
三
〇
ペ
ー
ジ
）
。

付

記
本
稿
の
骨
子
は
、
「
弱
法
師
の
変
質
」
と
題
し
て
第
九
回
芸
能
史
研
究
会
大
会
（
昭
和
四
七
年
五
月
二
七
日
）
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
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