
　
駒
澤
大
学
仏
教
文
学
研
究
所
公
開
講
演
会
録

　
　
「
鎮
魂
」
と
「
調
伏
」

佐
　
伯
　
　
真
　
一　

　
　
　
は
じ
め
に

　
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
七
日
に
駒
澤
大
学
佛
教
文
學
研
究
所
に
お
招
き
い
た
だ
き
、
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
大
変
あ
り
が
た

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
講
演
内
容
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
当
日
の
講
演
と
は
内
容
的
に
多
少
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
初
め
に

お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
当
日
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
講
演
は
、
そ
れ
以
前
に
発
表
し
た
拙
稿（
１
）と
重
な
る
内
容
を
少
な
か
ら
ず

含
ん
で
い
た
。
ま
た
、
講
演
を
終
え
た
後
に
、
先
行
研
究
に
対
す
る
把
握
不
足
に
気
づ
い
た
。
そ
う
し
た
わ
け
で
、
本
稿
は
、
既
発
表

の
拙
稿
と
重
な
る
部
分
を
な
る
べ
く
簡
略
化
す
る
一
方
、
考
察
の
不
足
し
て
い
た
部
分
を
補
い
、
構
成
を
若
干
組
み
替
え
つ
つ
、
新
た

に
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
原
稿
化
に
あ
た
っ
て
は
、
当
日
、
講
演
会
終
了
後
に
い
た
だ
い
た
御
教
唆
を
大
い
に
参
考
に
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。
貴
重
な
御
教
示
・
御
示
唆
を
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
や
、
熱
心
に
質
問
し
て
く
だ
さ
っ
た
学
生
諸
君
に
、
こ
の
場
を
借
り
て

改
め
て
御
礼
申
し
あ
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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一
、「
鎮
魂
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て

　
「
鎮
魂
」
は
現
在
、死
者
の
霊
を
慰
め
、怨
霊
な
ど
と
化
し
た
霊
魂
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

現
在
最
大
の
国
語
辞
典
で
あ
る『
日
本
国
語
大
辞
典（
２
）』が

掲
げ
る「
鎮
魂
」の
語
義
と
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（
用
例
の
本
文
は
略
）。

①
魂
を
落
ち
着
か
せ
し
ず
め
る
こ
と
。
肉
体
か
ら
遊
離
し
よ
う
と
す
る
魂
や
、肉
体
か
ら
遊
離
し
た
魂
を
肉
体
に
し
ず
め
る
こ
と
。

ま
た
、そ
の
術
。
広
義
に
は
、活
力
を
失
っ
た
魂
に
活
力
を
与
え
て
再
生
す
る
魂
振（
た
ま
ふ
り
）を
も
含
め
て
い
う
。
た
ま
し
ず
め
。

（
用
例
―
『
令
義
解
』〔718

〕
職
員
・
神
祇
官
条
、『
色
葉
字
類
抄
』〔1177

〜81

〕）

②
「
ち
ん
こ
ん
さ
い
（
鎮
魂
祭
）」
の
略
。（
用
例
―
『
小
右
記
』
寛
仁
四
年
〔1020

〕
十
一
月
十
九
日
条
）、『
年
中
行
事
秘
抄
』

〔
12
Ｃ
末
〕）

③
死
者
の
霊
を
慰
め
鎮
め
る
こ
と
。（
用
例
―
『
古
典
と
現
代
文
学
』〔1955

〕〈
山
本
健
吉
〉）

奈
良
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
古
い
用
例
は
、
①
「
魂
を
落
ち
着
か
せ
し
ず
め
る
」
意
の
例
で
あ
り
、
②
の
鎮
魂
祭
（
新
嘗
祭
に
伴
っ
て
行

わ
れ
る
宮
廷
祭
祀
）
も
、
こ
う
し
た
こ
と
に
関
わ
る
祭
祀
と
考
え
ら
れ
る
。
折
口
信
夫
の
論
ず
る
「
鎮
魂
」（
た
ま
ふ
り
）
も
、
こ
の
祭

祀
の
問
題
を
中
心
と
す
る（
３
）。
こ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
肉
体
か
ら
「
あ
く
が
れ
出
で
て
」
し
ま
う
魂
を
体
内
に
鎮
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
現
在
の
こ
の
言
葉
の
一
般
的
な
用
法
は
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
③
「
死
者
の
霊
を
慰
め
鎮
め
る
こ
と
」
だ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
用
例
と
し
て
同
辞
典
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
①
②
の
用
例
か
ら
は
大
き
く
時
代
を
飛
び
越
え
た
二
〇
世
紀
後
半

の
例
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
③
の
よ
う
な
用
法
は
い
つ
頃
広
ま
っ
た
の
か
。
坂
本
要（
４
）の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
日
清
戦
争
の
頃
か
ら
戦
死
者
に
対
す
る
「
鎮

魂
」
の
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
は
死
者
を
悼
む
意
味
の
「
鎮
魂
」
が
急
に
増
え
、「
平
家
物
語
や
軍
記
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物
語
を
鎮
魂
の
文
学
と
い
っ
た
り
、
能
を
鎮
魂
の
劇
と
い
っ
た
り
す
る
」
こ
と
も
、
同
時
期
に
増
加
し
た
と
い
う
。
従
う
べ
き
見
解
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
死
者
の
鎮
魂
」「
怨
霊
鎮
魂
」
と
い
っ
た
用
法
は
、
案
外
新
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た

意
味
で
の
「
鎮
魂
」
に
は
、
本
来
的
な
正
し
い
用
法
な
ど
あ
る
わ
け
も
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
用
法
の
「
鎮
魂
」
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
筆
者
は
二
つ
の
点

を
考
え
る
。

　

第
一
に
、
類
義
語
で
あ
る
「
回
向
」「
追
福（
５
）」、

あ
る
い
は
「
供
養
」「
追
善（
６
）」

な
ど
が
い
ず
れ
も
仏
教
儀
礼
に
関
わ
る
性
格
の
強
い
言

葉
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
日
本
に
お
い
て
死
者
の
魂
を
慰
め
鎮
め
る
行
為
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
、
死
者
の
魂
を
慰
め
鎮
め
た
い
、
あ
る
い
は
慰
め
鎮
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
心
性
が
、
仏
教
伝
来
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
心
性
に
基
づ
く
霊
魂
へ
の
対
処
に
お
い
て
、
仏
教
が
有
力
な
方
法
を
提
供
し
た

こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
仏
教
伝
来
後
も
、
そ
の
方
法
が
仏
教
儀
礼
以
外
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま
い
。
本
稿
で
も
見
て
ゆ
く
よ

う
に
、
悪
霊
へ
の
対
処
に
は
、
た
と
え
ば
贈
官
贈
位
な
ど
に
よ
る
名
誉
回
復
な
ど
と
い
う
方
法
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
対
処
方
法
と
い
う

ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
悪
霊
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、
説
得
な
い
し
威
圧
の
言
葉
、
さ
ら
に
は
和
歌
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
の

技
巧
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
試
み
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
）。「
鎮
魂
」
に
類
す
る
問
題
を
考
え
れ
ば
、
必

然
的
に
そ
う
し
た
事
例
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
っ
て
仏
教
語
よ
り
も
幅
広
い
概
念
を
考
え
よ
う
と
す
る

の
は
、
必
ず
し
も
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、「
慰
霊
」「
追
悼
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
も
、
そ
の
類
義
語
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、「
鎮
魂
」
は
そ
う
し
た
概

念
と
も
違
っ
た
面
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
重
要
な
の
は
、お
そ
ら
く
、こ
の
言
葉
が
単
な
る
哀
悼
の
心
情
の
表
明
で
は
な
く
、

死
霊
に
対
す
る
強
い
働
き
か
け
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
鎮
魂
」
は
、
個
人
が
親
し
い
死
者
の
霊
を
慰
め
、
悼
む
行
為
を
表
現
す

五



る
場
合
も
あ
る
が
、
荒
れ
狂
う
悪
霊
を
抑
え
込
み
、
鎮
め
る
と
い
う
、
国
家
や
社
会
の
利
害
に
基
づ
く
営
み
を
表
現
す
る
こ
と
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
歴
史
上
、
そ
う
し
た
営
み
は
数
多
く
見
受
け
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、｢

鎮
魂
」
以
外
の
言
葉

で
は
な
か
な
か
表
現
し
に
く
い
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
、
死
霊
を
鎮
め
る
と
い
う
意
味
で
の
「
鎮
魂
」
は
、
古
典
に
由
来
し
な
い
新
し
い
言
葉
だ
が
、
現
在
で
は
、
か
け
が
え
の
な

い
独
自
の
領
域
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
由
来
の
曖
昧
な
言
葉
を
学
問
的
な
概
念
と
し
て
使
う
こ
と
に
は
問
題

も
あ
ろ
う
が
、
学
問
的
な
概
念
が
近
代
の
造
語
で
あ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。「
天
皇
制
」
も
「
鎌
倉
幕
府
」
も
「
軍
記
物
語
」
も
近

代
の
造
語
で
あ
る
。「
鎮
魂
」
の
場
合
、
明
確
な
定
義
を
持
っ
た
学
問
的
な
概
念
と
し
て
創
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
死
霊
を
鎮
め
る
意

味
の
用
法
が
近
代
に
派
生
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
用
法
が
生
ま
れ
育
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
ま
た
今
後
ど
の
よ
う
に
用
い
て

ゆ
く
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
、な
お
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、そ
う
し
た
問
題
を
抱
え
る
か
ら
と
い
っ
て
「
鎮
魂
」

概
念
を
使
う
こ
と
を
や
め
る
の
で
は
な
く
、
問
題
点
を
明
確
に
認
識
し
つ
つ
使
う
方
が
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
上
で
生
産
的
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
下
、右
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
つ
つ
、「〈
鎮
魂
〉
は
、こ
の
よ
う
な
言
葉
と
し
て
使
う
の
が
正
し
い
」
と
い
う
主
張
で
は
な
く
、

「〈
鎮
魂
〉
と
い
う
言
葉
と
そ
の
周
辺
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
み
た
い
。

　
　
　

二
、「
鎮
魂
」
の
種
々
相

「
鎮
魂
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
得
る
例
に
つ
い
て
、そ
の
具
体
相
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。
と
い
っ
て
も
、
管
見
に
入
る
も
の
で
、

『
平
家
物
語
』
周
辺
の
例
が
多
く
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。
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①
亡
魂
を
追
憶
す
る
「
鎮
魂
」

　
「
鎮
魂
」
の
語
に
含
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
親
し
い
死
者
の
霊
を
慰
め
る
と
い
う
行
為
が
あ
る
こ
と
は
納
得
し
や
す
い
。
た
と
え

ば
、『
吾
妻
鏡
』
建
久
五
年
（
一一
九
四
）
閏
八
月
八
日
条
に
記
さ
れ
る
志
水
冠
者
（
清
水
冠
者
）
義
高
の
追
福
で
あ
る
。

今
日
為
二
志
水
冠
者
追
福
一
、有
二
副
供
養
仏
経
一
。
導
師
法
橋
定
豪
、請
僧
法
眼
行
慧
、竪
者
阿
闍
梨
慧
眼
密
蔵
。
仏
経
讃
嘆
之
後
、

述
二
幽
霊
往
事
等
一
。
聴
衆
皆
随
喜
、
嗚
咽
拭
二
悲
涙
一
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
国
史
大
系
』）

　

頼
朝
の
娘
・
大
姫
の
婿
が
ね
と
し
て
多
く
の
女
房
達
に
愛
さ
れ
て
い
た
志
水
冠
者
に
つ
い
て
、
生
前
の
思
い
出
が
語
ら
れ
、
そ
の
死

を
心
か
ら
悼
む
人
々
が
追
憶
に
ひ
た
っ
て
涙
す
る
。
こ
れ
は
現
代
の
葬
儀
な
ど
で
も
普
通
に
見
ら
れ
る
光
景
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
戦
死
者
の
最
期
を
語
る
こ
と
は
供
養
に
つ
な
が
る
。
軍
記
物
語
と
そ
の
周
辺
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
窺
わ
せ
る
例
が
多
い
。

た
と
え
ば
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
十
五
で
、
義
仲
は
巴
を
戦
場
か
ら
去
ら
せ
る
に
あ
た
っ
て
、「
後
ノ
世
ヲ
弔
バ
ヤ
ト
思
ヘ
バ
、
最
後

ノ
伴
ヨ
リ
モ
可
レ
然
ト
存
也
。
疾
々
忍
落
テ
信
濃
ヘ
下
、
此
有
様
ヲ
人
々
ニ
語
レ
」
と
命
ず
る
。
故
郷
に
帰
っ
て
遺
族
に
義
仲
の
最
期
の

さ
ま
を
語
り
、
供
養
を
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。

継
信
最
期
の
さ
ま
を
そ
の
遺
族
に
語
る
能
「
摂
待
」
や
幸
若
舞
曲
「
八
島
」

な
ど
の
い
わ
ゆ
る
八
島
語
り（
８
）は
、
法
会
を
描
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
類
似
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
物
語
に

は
、
現
実
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
混
入
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
根
源
に
、
親
し
い
死
者
を
純
粋
に
悼
む
人
々
の
「
鎮
魂
」

の
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
死
霊
を
説
得
す
る
「
鎮
魂
」

　
し
か
し
、「
鎮
魂
」
と
呼
ば
れ
る
営
み
は
、死
者
を
悼
む
純
粋
な
気
持
ち
か
ら
生
ま
れ
る
慰
霊・追
悼
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

保
元
の
乱
で
亡
く
な
っ
た
悪
左
府
藤
原
頼
長
へ
の
贈
官
贈
位
で
あ
る
。
怨
霊
化
を
恐
れ
ら
れ
た
頼
長
に
対
し
て
贈
官
贈
位
が
行
わ
れ
た

こ
と
は
、『
玉
葉
』
治
承
元
年
（
一一
七
七
）
七
月
二
十
九
日
条
に
見
え
て
い
る
。
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讃
岐
院
々
号
并
宇
治
左
府
贈
官
贈
位
等
事
、来
月
三
日
可
レ
被
レ
行
。此
事
左
府
被
二
申
行
一
云
々
。以
二
天
神
御
例
一
為
二
証
跡
一
云
々
。

（『
図
書
寮
叢
刊
』）

贈
官
贈
位
に
よ
っ
て
頼
長
の
霊
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
般
的
に
「
鎮
魂
」
と
呼
ば
れ
る
営
み
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　

だ
が
、こ
れ
に
つ
い
て
、延
慶
本
『
平
家
物
語
』
は
、第
一
末
（
巻
二
）・卅
八
「
宇
治
悪
左
府
贈
官
等
事
」
で
、次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

昔
、
保
元
合
戦
之
時
、
流
矢
ニ
当
テ
失
給
ヌ
ト
風
聞
シ
ケ
レ
ド
モ
、
正
ク
実
否
ヲ
聞
食
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
滝
口
師
光
資
行
能
盛
三
人
ヲ
遣

テ
実
検
セ
ラ
ル
。
其
墓
ヲ
堀
ヲ
コ
シ
タ
レ
バ
、七
月
ノ
サ
シ
モ
熱
キ
折
節
ニ
、十
余
日
ニ
ハ
ナ
リ
ヌ
、何
ト
テ
カ
ハ
其
形
ト
モ
見
ヘ
給
ベ
キ
。

余
リ
ニ
カ
ハ
ユ
キ
様
ナ
リ
ケ
レ
バ
、
各
ノ
面
ヲ
ソ
バ
メ
テ
ノ
キ
ニ
ケ
リ
。
昔
宮
中
ヲ
出
入
シ
給
シ
ニ
ハ
、
紅
顔
粧-

濃ノ
ウ

ク
シ
ク
シ
テ
春
ノ
花

恥
色
ヲ一

、
異
香
カ
ヲ
リ
ナ
ツ
カ
シ
ク
シ
テ
妓
盧
ノ
煙
リ
薫
ヲ
譲
リ
、
妙
ナ
ル
勢
ヒ
ナ
リ
シ
カ
バ
、
御
目
ニ
マ
ミ
ヘ
御
詞
ニ
懸
ラ
ム
ト
コ
ソ
思

シ
ニ
、
只
今
ノ
御
有
様
コ
ソ
口
惜
ケ
レ
。
色
相
ヒ
変
異
シ
テ
膖ホ
ウ

脹チ
ヤ
ウ

爛ラ
ン
エ

壊
シ
給
ヘ
リ
。
支
節
分
散
シ
テ
膿
血
溢
流
レ
タ
リ
。
悪
香
充

満
シ
テ
不
浄
出
現
セ
リ
。
余
リ
カ
ハ
ユ
ク
目
モ
ア
テ
ラ
レ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
重
テ
見
ニ
及
バ
ズ
、
此
人
ハ々
帰
ニ
ケ
リ
。
御
不
審
ノ
残
所
ハ
猿

事
ナ
レ
ド
モ
、
墳フ
ン

墓ボ
ヲ
堀
ウ
ガ
チ
、
死
骸
ヲ
被
実
検
一
之
事
ハ
、
少
納
言
入
道
ガ
計
ニ
諸
事
随
ハ
セ
給
ト
云
ナ
ガ
ラ
、
情
ナ
ク
コ
ソ
聞
ヘ

シ
カ
。（
中
略
）
今
マ
朝
ノ
使
尋
行
テ
勅
命
ヲ
伝
テ
ム
、
亡
魂
イ
カ
ヾ
ヲ
ボ
シ
ケ
ム
、
穴
倉
ナ
シ
。（『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』）

乱
の
終
結
後
、
頼
長
の
墓
が
あ
ば
か
れ
、
遺
骸
が
実
検
さ
れ
た
際
の
悲
惨
な
状
況
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
宣
命
を
読
み
上
げ
る
使

者
は
、
頼
長
の
霊
魂
に
対
し
て
、
贈
官
贈
位
の
根
拠
と
な
る
賞
賛
、
美
辞
麗
句
を
並
べ
た
と
想
像
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ

る
い
は
志
水
冠
者
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
よ
り
も
は
る
か
に
美
し
く
整
え
ら
れ
た
修
辞
を
伴
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

が
心
か
ら
頼
長
を
追
憶
し
、悼
む
心
情
に
よ
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
少
な
く
と
も
、延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
描
く
と
こ
ろ
で
は
、

そ
の
言
葉
を
発
す
る
者
の
心
の
奥
底
は
死
霊
に
対
す
る
恐
怖
と
嫌
悪
に
満
ち
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
霊

に
向
け
ら
れ
た
賞
賛
は
、
言
葉
を
発
す
る
者
の
内
面
の
心
情
と
は
乖
離
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

八

コ
マ
ヤ
カ



　
こ
う
し
た「
鎮
魂
」は
、放
置
す
る
と
国
家・社
会
に
害
を
な
す
と
思
わ
れ
る
悪
霊
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。そ
う
し
た
場
合
、

鎮
魂
す
る
側
が
亡
霊
に
対
し
て
親
愛
の
念
や
敬
意
を
抱
い
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
存
覚
『
諸
神
本
懐
集
』
が
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
霊
魂
に
対
す
る
態
度
と
し
て
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
ニ
実
社
ノ
邪
神
ヲ
ア
カ
シ
テ
、
承
事
ノ
オ
モ
ヒ
ヲ
ヤ
ム
ベ
キ
ム
ネ
ヲ
ス
ヽ
ム
ト
イ
フ
ハ
、
生
霊
・
死
霊
等
ノ
神
ナ
リ
。
コ
レ
ハ

如
来
ノ
垂
迹
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
モ
シ
ハ
人
類
ニ
テ
モ
ア
レ
、
畜
類
ニ
テ
モ
ア
レ
、
タ
ヽ
リ
ヲ
ナ
シ
、
ナ
ヤ
マ
ス
コ
ト
ア
レ
バ
、
コ
レ
ヲ

ナ
ダ
メ
ン
ガ
タ
メ
ニ
神
ト
ア
ガ
メ
タ
ル
タ
グ
ヒ
ア
リ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
思
想
大
系
『
中
世
神
道
論
』）

日
本
の
神
に
は
、
真
に
信
仰
す
べ
き
仏
菩
薩
の
権
化
も
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
「
実
社
ノ
邪
神
」
も
い
た
。
人
間
の
生
霊
・
死
霊
や

狐
狸
の
類
ま
で
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
神
は
心
か
ら
崇
拝
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
が
、
祟
り
を
な
す
と
困
る
の
で
、

「
ナ
ダ
メ
」
る
た
め
に
「
神
」
と
し
て
崇
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。「
怨
霊
鎮
魂
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
営
み
は
、
そ
う
し
た
神
へ
の
対
処
と

似
た
面
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
「
鎮
魂
」
の
心
性
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
が
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
一
第
六
話
「
玄
昉
僧
正
、亘
レ
唐
、伝
二
法
相
一
語
」

で
あ
る
。
藤
原
広
継
（
広
嗣
）
は
謀
反
を
起
こ
し
、
討
た
れ
て
悪
霊
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
鎮
め
る
よ
う
に
天
皇
か
ら
命
じ
ら
れ
た

吉
備
真
備
は
、
広
継
の
墓
前
へ
行
っ
て
鎮
魂
を
試
み
た
。
そ
の
際
、
天
皇
の
命
令
は
、「
速
ニ
彼
ノ
墓
ニ
行
テ
、
誘こ
し
らヘ
可を
こ
つ
る
べ掍
キ
也
」
と
表

現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、真
備
は
広
継
の
墓
の
前
に
行
っ
て
「
誘こ
し
らヘ

陳
ジ
」
た
。
だ
が
、悪
霊
の
力
は
強
く
、真
備
は
「
殆
シ
ク
可し
づ
め
ら
る
べ
く

被
鎮
」（
自

分
の
方
が
危
う
く
鎮
圧
さ
れ
そ
う
に
）
な
っ
た
。
し
か
し
、
真
備
は
陰
陽
道
を
極
め
て
い
た
の
で
、「
我
ガ
身
ヲ
怖
レ
无
ク
固
メ
テ
、

懃ね
む
ご
ろニ

掍
を
こ
つ
り

誘こ
し
ら」

へ
た
結
果
、
よ
う
や
く
広
継
の
霊
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。「
を
こ
つ
る
」
は
「
だ
ま
し
す
か
す
。
甘
言
に
乗

せ
て
他
人
を
自
分
の
思
う
方
向
へ
誘
い
込
む
」、「
こ
し
ら
ふ
」
は
「
人
を
自
分
の
意
図
す
る
方
向
に
導
く
」
意
と
さ
れ
る（

９
）。
真
備
が
ど

の
よ
う
な
言
葉
で
広
継
の
霊
を
鎮
め
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
あ
る
い
は
広
継
を
超
人
と
し
て
絶
賛
す
る
『
松
浦
廟

九



宮
先
祖
次
第
并
本
縁
起）
（1
（

』の
内
容
に
も
通
じ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、表
面
的
な
言
葉
が
ど
う
で
あ
れ
、そ
れ
は
、

亡
霊
を
何
と
か
し
て
な
だ
め
す
か
し
、
鎮
め
る
た
め
の
作
戦
、
計
算
に
基
づ
い
た
言
葉
が
連
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
、『
今
昔
物
語

集
』
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、「
鎮
魂
」
は
、
亡
霊
（
霊
魂
）
と
の
か
け
ひ
き
、
戦
い
で
も
あ
っ
た
。
亡
霊
に
対
し
て
美
辞
麗
句
を
捧
げ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
荒
ぶ
る
霊
魂
を
鎮
め
る
た
め
の
作
戦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
備
真
備
の
場
合
は
、
亡
霊
と
の
戦
い
に
近
い
様
相
を
呈
す
る
の

で
、
あ
る
い
は
「
調
伏
」
と
呼
ん
だ
方
が
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
頼
長
に
対
す
る
「
鎮
魂
」
と
ど

う
異
な
る
の
か
。
贈
官
贈
位
に
よ
っ
て
頼
長
の
霊
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
行
為
を
「
鎮
魂
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、「
を
こ
つ
り
」「
こ
し
ら

へ
」
に
よ
っ
て
広
継
の
霊
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
行
為
も
「
鎮
魂
」
と
呼
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、亡
霊
（
悪
霊
）

を
説
得
し
て
鎮
め
よ
う
と
す
る
行
為
も
「
鎮
魂
」
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も｢

鎮
魂｣

に
隣

接
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

③
悪
霊
を
威
圧
す
る
「
鎮
魂
」

　

そ
う
し
た
「
鎮
魂
」
よ
り
も
、
亡
霊
へ
の
態
度
が
一
段
と
高
圧
的
な
の
が
、『
平
家
物
語
』
に
見
ら
れ
る
後
白
河
法
皇
の
悪
霊
撃
退
で

あ
る
。
懐
妊
し
た
建
礼
門
院
の
前
に
現
れ
た
悪
霊
を
、
後
白
河
法
皇
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
叱
り
つ
け
る
。

い
か
な
る
物も
の

気の
け

な
り
共
、
こ
の
老
法
師
が
か
く
て
候
は
ん
に
は
、
争
か
ち
か
づ
き
奉
る
べ
き
。
就
レ
中
に
い
ま
あ
ら
は
る
ゝ
処
の
怨

霊
共
は
、み
な
わ
が
朝
恩
に
よ
（
ッ
）
て
人
と
な
（
ッ
）
し
物
共
ぞ
か
し
。
た
と
ひ
報
謝
の
心
を
こ
そ
存
ぜ
ず
共
、豈
障
碍
を
な
す
べ
き
や
。

速
に
ま
か
り
退
き
候
へ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
巻
三
「
御
産
」。
岩
波
旧
大
系
）

法
皇
は
こ
う
言
っ
て
千
手
経
を
唱
え
、
数
珠
を
押
し
も
ん
で
祈
祷
し
、
怨
霊
を
撃
退
す
る
。

　

類
似
の
例
と
し
て
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
二
中
（
巻
四
）・
卅
三
「
入
道
ニ
頭
共
現
ジ
テ
見
ル
事
」
に
見
え
る
、
清
盛
の
悪
霊
撃

一
〇



退
が
あ
る
。
覚
一
本
で
言
う｢

物
怪
之
沙
汰｣

で
あ
り
、
清
盛
の
前
に
繰
り
返
し
変
化
の
者
が
現
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
二
番
目
に

現
れ
た
血
の
付
い
た
大
き
な
頭
や
髑
髏
（
清
盛
に
恨
み
を
持
っ
た
死
霊
）
に
対
し
て
、
清
盛
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

汝
等
官
位
ト
云
俸
禄
ト
云
、随
分
入
道
ガ
口
入
ニ
テ
人
ト
ナ
リ
シ
者
共
ニ
非
乎
。無
故
一
君
ヲ
奉
勧
メ一

、入
道
ガ
一
門
ヲ
失
ハ
ム
ト
ス
ル
科
、

諸
天
善
神
之
擁
護
ヲ
背
ク
ニ
非
乎
。
自
科
ヲ
不
顧
ミ一

、入
道
ヲ
浦
見
ン
事
、ス
ベ
テ
道
理
ニ
非
ズ
。
速
カ
ニ
罷
出
ヨ
。

（『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』）

右
の
後
白
河
法
皇
と
よ
く
似
た
内
容
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
「
調
伏
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
白
河
法
皇
に
は
密
教
の
験
力
が
あ
る
が
、
清
盛
に
は
そ
れ

が
な
い
。
両
者
の
共
通
性
は
、
悪
霊
に
対
し
て
、
ま
ず
は
説
得
と
も
言
え
る
言
葉
で
立
ち
向
か
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、

言
葉
で
立
ち
向
か
う
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
は
霊
に
対
す
る
讃
美
や
「
を
こ
つ
り
・
こ
し
ら
へ
」
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
態
度
が
威
圧
的
で

あ
る
点
で
、
頼
長
や
広
継
に
対
す
る
「
鎮
魂
」
と
異
な
る
の
だ
が
、
頼
長
等
へ
の
「
鎮
魂
」
と
異
な
る
の
は
、
そ
の
点
だ
け
だ
と
い
う

言
い
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
を
こ
つ
り
・
こ
し
ら
へ
」
を
中
心
と
す
る
「
説
得
の
鎮
魂
」
と
は
、「
低
姿
勢
の

調
伏
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

池
上
良
正
前
掲
注
（
６
）
書
は
、「「
仏
教
イ
ン
パ
ク
ト
」
以
前
か
ら
の
系
譜
」
を
有
す
る
「
苦
し
む
死
者
へ
の
対
処
法
」
と
し
て
、「〈
祟

り
―
祀
り
／
穢
れ
―
祓
い
〉
シ
ス
テ
ム
」
を
想
定
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
分
た
ち
よ
り
も
力
あ
る
優
位
な
も
の
と
判
断
し
た
霊
威
は
神
的
な
も
の
と
し
て
祀
り
上
げ
、
自
分
た
ち
よ
り
も
劣
位
に
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、「
け
が
れ
」「
邪
悪
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
祓
い
棄
て
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
は
場
の

力
関
係
に
応
じ
た
「
個
別
取
引
」
の
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る
。

そ
し
て
、「
仏
教
イ
ン
パ
ク
ト
」
以
降
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
対
処
法
が
、「〈
供
養
／
調
伏
〉
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
る
と
す
る
。〈
供

一
一



養
／
調
伏
〉
シ
ス
テ
ム
は
〈
祟
り
―
祀
り
／
穢
れ
―
祓
い
〉
シ
ス
テ
ム
と
巧
み
に
接
合
さ
れ
、〈
祟
り
―
祀
り
〉
の
上
に
〈
供
養
〉
が
、

〈
穢
れ
―
祓
い
〉
の
上
に
〈
調
伏
〉
が
か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
見
て
き
た
例
に
つ
い
て
も
、
全
く
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
強
大
な
怨
霊
に
対
し
て
死
者
を
誉
め
讃
え
る
言
葉
を
連

ね
る
こ
と
、
説
得
で
き
そ
う
な
亡
霊
を
説
得
す
る
こ
と
、
威
圧
す
れ
ば
鎮
め
ら
れ
そ
う
な
悪
霊
を
威
圧
す
る
こ
と

―
そ
れ
ら
は
、
状

況
判
断
に
よ
る
使
い
分
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
強
大
な
怨
霊
を
祭
り
上
げ
て
鎮
静
を
図
る
行
為
と
、
モ
ノ
ノ
ケ
や
悪
霊
を
調

伏
す
る
行
為
は
、
同
一
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
連
続
し
た
様
相
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
「
鎮
魂
」
と
「
調
伏
」
の
間

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
源
親
長
敬
白
文
」（
鎌
倉
遺
文
九
三
七
号
。
但
馬
進
美
寺
文
書
）
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
、
建
久
八
年

（
一
一
九
七
）
十
月
四
日
、
但
馬
国
守
護
・
源
（
安
達
）
親
長
が
、
頼
朝
に
よ
る
「
八
万
四
千
基
御
塔
」
建
立
の
呼
び
か
け
に
応
え
、

「
但
馬
国
分
」
と
し
て
「
五
輪
宝
塔
三
百
基
」
を
造
立
供
養
す
る
た
め
の
勧
進
に
あ
た
っ
て
草
し
た
敬
白
文
で
あ
る
。
筆
者
は
、『
平
家

物
語
』
に
お
け
る
「
鎮
魂
」
の
構
造
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
あ
る
程
度

詳
述
し
て
い
る
の
で）
（（
（

、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。
こ
の
文
書
は
、
清
盛
の
悪
行
を
非
難
し
、
頼
朝
は
平
家
を
倒
し
て
人
々

か
ら
喜
ば
れ
た
と
述
べ
つ
つ
も
、
平
家
側
で
戦
っ
て
討
た
れ
た
人
々
を
悼
む
。
平
家
に
よ
っ
て
戦
い
に
駆
り
出
さ
れ
、
亡
く
な
っ
た
人
々

は
責
め
な
い
が
、
平
家
軍
の
戦
い
は
悪
事
だ
っ
た
の
で
、
頼
朝
に
討
た
れ
た
の
は
し
か
た
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
平
家
を
否
定
し
、
頼
朝
体
制
を
肯
定
す
る
論
理
を
死
霊
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
一
方
で
、
体
制
側
も
「
以
レ
徳
報
レ
怨
」
と
い
う
態
度

で
怨
み
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
り
、怨
霊
の
発
動
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
。筆
者
は
そ
の
構
造
を
、平
家
の
悪
を
清
盛
に
集
約
し
、

平
家
公
達
を
哀
悼
す
る
『
平
家
物
語
』
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

頼
朝
に
よ
る
平
家
鎮
魂
は
、
慈
円
に
よ
る
大
懺
法
院
の
企
図
と
共
に
、
国
家
な
い
し
社
会
全
体
に
よ
る
規
模
の
鎮
魂
を
図
っ
た
も
の
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と
い
え
よ
う
が
、
敵
対
し
た
相
手
を
説
得
す
る
鎮
魂
と
し
て
の
性
格
は
、
慈
円
よ
り
も
頼
朝
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
に
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、戦
い
の
勝
者
が
敗
者
を
鎮
魂
す
る
と
い
う
構
図
は
、足
利
尊
氏
に
よ
る
後
醍
醐
天
皇
の
鎮
魂
（
天
龍
寺
供
養
）

な
ど
に
も
共
通
す
る）
（1
（

。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
文
書
の
背
景
を
な
す
頼
朝
の
八
万
四
千
塔
造
立
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
で
あ
る
。
追
塩

千
尋）
（1
（

は
、
八
万
四
千
塔
信
仰
の
機
能
の
中
心
は
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
怨
霊
調
伏
・
罪
障
消
滅
に
あ
っ
た
と
し
、「
源
親
長
敬
白
文
」
も

そ
の
一
例
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
田
雄
司）
（1
（

は
、
源
親
長
敬
白
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
八
万
四
千
塔
造
立
の
目
的
は
怨

親
平
等
思
想
に
基
づ
く
追
善
・
追
福
で
あ
り
、
調
伏
で
は
な
い
と
す
る
。

　
こ
の
議
論
は
、
筆
者
が
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
「「
鎮
魂
」
と
「
調
伏
」」
を
思
い
つ
く
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
山
田
の
言
う
よ
う

に
、源
親
長
敬
白
文
は
怨
霊
を
ね
じ
伏
せ
よ
う
と
す
る
「
調
伏
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、「
追
善
供
養・

鎮
魂
」
と
「
調
伏
」
と
は
、
連
続
し
た
様
相
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
敵
の
戦
死
者
の
霊
魂
を
説
得
し
、
悪
霊
化
す
る
こ
と
を
防

ご
う
と
す
る
営
み
は
、
一
種
の
「
を
こ
つ
り
・
こ
し
ら
へ
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
説
得
の
鎮
魂
」
が
「
低
姿
勢
の
調
伏
」
で
あ
る
と
も

い
え
る
こ
と
は
、
右
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
源
親
長
敬
白
文
」
を
追
善
・
追
福
か
、
そ
れ
と
も
調
伏
か
、

と
二
者
択
一
的
に
考
え
る
こ
と
に
は
、
さ
ほ
ど
意
味
が
無
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
文
学
に
表
れ
た
「
鎮
魂
」
の
種
々
相

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
文
学
に
描
か
れ
た
「
鎮
魂
」
の
具
体
相
を
三
例
、
見
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
は
、
事
実
と
虚
構
の
間
で
、

そ
し
て
「
鎮
魂
」
と
「
調
伏
」
の
間
で
、
揺
れ
動
く
種
々
相
が
見
て
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

一
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①
建
礼
門
院
の
安
徳
天
皇
及
び
平
家
一
門
へ
の
亡
魂
供
養

　

ま
ず
は
、『
平
家
物
語
』
な
ど
に
描
か
れ
た
建
礼
門
院
で
あ
る
。
建
礼
門
院
は
、
自
分
の
生
ん
だ
た
だ
一
人
の
子
で
あ
り
、
僅
か
八
歳

で
あ
っ
た
安
徳
天
皇
を
、
壇
ノ
浦
で
失
っ
た
。『
平
家
物
語
』
は
「
先
帝
」
と
呼
ぶ
が
、
平
家
側
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
安
徳
は
最
後
ま
で

在
位
中
の
天
皇
だ
っ
た
の
で
あ
り
（『
閑
居
友
』
で
は
「
今
上
」
と
呼
ぶ
）、
ま
た
、
日
本
史
上
た
だ
一
人
、
海
に
沈
ん
で
亡
く
な
っ
た
天

皇
で
あ
っ
た
。
そ
の
供
養
は
、
一
人
の
母
と
し
て
も
、
も
と
国
母
と
し
て
も
、
平
家
一
門
の
生
存
者
と
し
て
も
、
建
礼
門
院
に
と
っ
て
最

も
切
実
な
課
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
存
在
し
た
建
礼
門
院
の
肉
声
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
が
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、『
平
家
物
語
』
や
『
閑
居
友
』
と
い
っ
た
物
語
・
説
話
集
の
類
に
描
か
れ
た
姿
で
し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に

描
か
れ
る
建
礼
門
院
の
姿
は
、
あ
る
程
度
、
現
実
に
近
い
面
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る）
（1
（

。

　
『
閑
居
友
』
下・第
八
話
で
は
、後
白
河
法
皇
と
対
面
し
た
建
礼
門
院
は
、「
六
道
語
り
」
で
は
な
く
、主
に
壇
浦
合
戦
の
記
憶
を
語
る
。

そ
の
思
い
出
は
最
後
に
見
た
安
徳
天
皇
の
天
皇
の
姿
に
よ
っ
て
結
ば
れ
、
そ
の
後
、
わ
が
子
の
弔
い
に
生
き
る
自
ら
の
姿
が
語
ら
れ
る
。

今
上
は
何
心
も
な
く
、
振
り
分
け
髪
に
み
づ
ら
結
ひ
て
、
青
色
の
御
衣
を
奉
り
た
り
し
を
見
奉
り
し
に
、
心
も
消
ゑ
失
せ
て
、
今

日
ま
で
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
侍
き
。
さ
れ
ど
も
、
後
世
を
弔
ひ
奉
ら
む
と
て
、
身（
マ
マ
）

お
捨
て
、
命
を
軽
め
て
、
祈
り
奉
れ
ば
、
い

か
で
か
諸
仏
菩
薩
も
納
め
給
は
ざ
る
べ
き
。
か
ゝ
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
善
知
識
は
な
し
と
こ
そ
覚
え
侍
れ
。

（
岩
波
新
大
系
『
宝
物
集
・
閑
居
友
』）

安
徳
天
皇
入
水
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
悲
劇
的
な
場
面
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
が
、
建
礼
門
院
を
、
そ
の
後
、
出
家
と
仏
道
修
行

に
駆
り
立
て
る
「
善
知
識
」
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

建
礼
門
院
の
余
生
が
、
安
徳
天
皇
を
中
心
と
し
た
平
家
一
門
の
追
憶
と
供
養
に
多
く
費
や
さ
れ
た
こ
と
は
、『
平
家
物
語
』
に
も
繰
り

返
し
描
か
れ
る
。
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
「
大
原
入
」
の
一
場
面
を
引
い
て
み
よ
う
。

一
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（
建
礼
門
院
は
）
仏
の
御
前
に
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
、「
天
子
聖
霊
成
等
正
覚
、
頓
証
菩
提
」
と
い
の
り
申
さ
せ
給
ふ
に
つ
け
て
も
、

先
帝
の
御
面
影
ひ
し
と
御
身
に
そ
ひ
て
、
い
か
な
ら
ん
世
に
か
お
ぼ
し
め
し
わ
す
れ
さ
せ
給
ふ
べ
き
。
さ
て
寂
光
院
の
か
た
は
ら

に
方
丈
な
る
御
庵
室
を
む
す
ん
で
、
一
間
を
御
寝
所
に
し
つ
ら
ひ
、
一
間
を
ば
仏
所
に
定
、
昼
夜
朝
夕
の
御
つ
と
め
、
長
時
不
断
の

御
念
仏
、
お
こ
た
る
事
な
く
て
月
日
を
送
ら
せ
給
ひ
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
旧
大
系
）

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
第
六
末
（
巻
十
二
）・
廿
五
「
法
皇
小
原
ヘ
御
幸
成
ル
事
」
で
は
、
建
礼
門
院
は
、「
道
心
サ
メ
ガ
タ
ク
侍
ル
ハ
、
国

母
ノ
衰
ヘ
タ
ル
ニ
マ
サ
レ
ル
ハ
候
ハ
ザ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
」
と
語
る
。
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
国
母
ほ
ど
、
深
い
悲
し
み
に
突
き
落
と
さ
れ
る

者
は
な
い
、
な
ま
は
ん
か
な
悲
し
み
に
よ
る
道
心
な
ら
ば
醒
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
自
分
の
道
心
は
醒
め
た
り
し
な
い
の
だ

と
い
う
の
だ
が
、
建
礼
門
院
の
悲
し
み
は
単
な
る
零
落
で
は
な
く
、
子
を
失
っ
た
母
の
悲
し
み
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
に
は
凝
縮

さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

建
礼
門
院
の
こ
う
し
た
姿
は
、
お
そ
ら
く
史
実
に
根
ざ
す
も
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
物
語
は
、
そ
う
し
た
現
実
に
根
ざ
し
た
鎮
魂・

供
養
と
共
に
、
平
家
一
門
の
代
表
と
し
て
の
建
礼
門
院
の
懺
悔
を
含
む
後
白
河
法
皇
と
の
和
解
を
描
き
出
す
。
延
慶
本
で
は
、
建
礼
門

院
は
後
白
河
法
皇
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
語
る
。

先
帝
ハ
神
武
八
十
代
之
正
流
ヲ
受
テ
、
十
善
万
機
ノ
位
ヲ
践
給
ナ
ガ
ラ
、
齢
未
幼
少
ニ
マ
シ
〳
〵
シ
カ
バ
、
天
下
ヲ
自
治
ル
事
モ
ナ
シ
。
何

ノ
罪
ニ
依
テ
カ
、
忽
ニ
百
皇
鎮
護
ノ
御
誓
ニ
漏
レ
給
ヌ
ル
ニ
ヤ
。
是
即
我
等
ガ
一
門
、
只
官
位
俸
禄
身
ニ
余
リ
、
国
家
ヲ
煩
ス
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、

天
子
ヲ
蔑
如
シ
奉
リ
、
神
明
仏
陀
ヲ
滅
シ
、
悪
業
所
感
之
故
也
。

「
幼
か
っ
た
安
徳
天
皇
は
何
の
罪
も
な
い
の
に
、ど
う
し
て
あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
最
期
を
迎
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、我
々

平
家
一
門
が
、
驕
り
に
満
ち
て
悪
行
を
行
っ
た
か
ら
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
在
の
建
礼
門
院
が
語
っ
た
言
葉
と
は
思
え
な

い
。
む
し
ろ
、物
語
が
建
礼
門
院
の
口
を
借
り
て
、「
平
家
一
門
の
滅
亡
は
自
ら
の
悪
行
に
よ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
、し
か
た
が
な
い
の
だ
」

一
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と
、
平
家
一
門
の
亡
魂
を
説
得
し
て
い
る
言
葉
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

実
在
の
建
礼
門
院
が
安
徳
天
皇
を
弔
っ
て
い
た
姿
は
、
先
に
挙
げ
た
鎮
魂
の
諸
例
の
中
で
は
、
志
水
冠
者
の
追
福
の
場
面
に
も
類
比

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
少
な
く
と
も
母
と
し
て
の
真
情
を
含
む
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
物

語
の
中
の
建
礼
門
院
は
、
そ
う
し
た
真
情
に
よ
る
鎮
魂
供
養
を
描
か
れ
つ
つ
も
、
同
時
に
、「
源
親
長
敬
白
文
」
に
見
た
よ
う
な
亡
魂
を

説
得
す
る
役
割
を
も
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
実
在
人
物
の
「
鎮
魂
」
と
、
物
語
の
「
鎮
魂
」
の
、
重
な
り
と
ズ
レ

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

②
西
行
の
崇
徳
院
墓
所
訪
問
と
詠
歌

　

西
行
が
白
峯
の
崇
徳
院
墓
所
を
訪
問
し
、
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
行
自
身
の
家
集
で
あ
る
『
山

家
集
』
に
も
見
え
て
い
る
。

　
　
さ
ぬ
き
に
ま
う
で
ゝ
、
ま
つ
や
ま
の
つ
と
申
所
に
、
院
お
は
し
ま
し
け
ん
御
あ
と
た
づ
ね
け
れ
ど
、
か
た
も
な
か
り
け
れ
ば
、

ま
つ
山
の
な
み
に
な
が
れ
て
こ
し
ふ
ね
の　
や
が
て
む
な
し
く
成
に
け
る
哉

ま
つ
山
の
な
み
の
け
し
き
は
か
は
ら
じ
を　
か
た
な
く
君
は
な
り
ま
し
に
け
り

　
　
し
ろ
み
ね
と
申
け
る
所
に
、
御
は
か
の
侍
け
る
に
ま
い
り
て

よ
し
や
き
み
む
か
し
の
た
ま
の
ゆ
か
と
て
も　
か
ゝ
ら
ん
後
は
何
に
か
は
せ
ん

（
陽
明
文
庫
本
・
下
、
一
三
五
三
〜
一
三
五
五
、
久
保
田
淳
編
『
西
行
全
集
』）

崇
徳
院
は
讃
岐
の
配
所
で
長
寛
二
年（
一一
六
四
）に
崩
御
し
た
。
西
行
の
讃
岐
下
向
は
、そ
れ
か
ら
数
年
を
経
た
仁
安
三
年（
一一
六
八
）

ま
た
は
同
二
年
頃
で
あ
っ
た
か
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
事
実
関
係
を
考
証
し
た
久
保
田
淳
は
、「
よ
し
や
君
…
」
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た）
（1
（

。

一
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既
に
解
脱
し
て
い
る
精
霊
へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
は
、
こ
の
歌
は
説
得
調
が
強
す
ぎ
る
と
考
え
る
。（
中
略
）
こ
れ
は
全
く
想
像
の

域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
崇
徳
院
が
恨
み
を
抱
い
て
崩
じ
て
よ
り
三
、四
年
経
っ
た
こ
の
頃
、
後
年
の
崇
徳
院
怨
霊
説
話
の
萌

芽
と
い
う
べ
き
も
の
は
既
に
発
生
し
て
お
り
、
そ
れ
は
西
行
の
耳
に
も
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
噂

を
耳
に
し
た
こ
と
が
、
海
を
越
え
て
の
墓
参
へ
と
か
れ
を
駆
り
立
て
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
想
像
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
、
西
行
の
旅
の
目
的
を
、
崇
徳
院
の
霊
を
慰
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
目
崎
徳
衛
は
、「
こ
の
す
ぐ
れ
た
「
想
像
」
を
史
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
、
崇
徳
院
と
西
行
の
関
係
の
深
さ
を
指
摘
し
、「
よ
し
や
君
…
」
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た）
（1
（

。

西
行
は
こ
こ
で
正
面
か
ら
理
詰
め
で
亡
魂
と
対
決
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
声
調
に
は
、
亡
魂
に
一
喝
を
加
え
て
怨
念
を

鎮
め
つ
く
そ
う
と
す
る
強
烈
な
気
迫
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
私
は
以
上
の
ご
と
く
考
え
て
、
讃
岐
へ
の
「
修
行
」
の
直
接
の

0

0

0

目
的
は

崇
徳
院
の
怨
念
を
鎮
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
結
論
し
た
い
。

崇
徳
院
の
慰
霊
を
西
行
の
四
国
へ
の
旅
の
目
的
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
弘
法
大
師
信
仰
を
重
視
す
る
山
田
昭
全）
（1
（

や
、
仁

安
三
年
の
時
点
で
は
、
世
人
は
院
の
怨
霊
の
力
に
未
だ
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
原
水
民
樹
の
批
判
も
あ
る）
（1
（

。
だ
が
、
旅
全
体
の

目
的
や
、
当
時
の
状
況
の
分
析
は
別
と
し
て
も
、
こ
の
歌
か
ら
、
崇
徳
院
の
霊
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
鎮
め
よ
う
と
す
る
西
行
の
意
志

を
感
じ
取
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
が
「
怨
霊
鎮
魂
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
、
崇
徳
院
霊
を
ど
れ
ほ
ど
社
会
的
に
危
険
な
存
在
と
見
て
い
た
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
崇
徳
院
と
親
し
か
っ
た
西
行
が
崇
徳
院
霊
を
「
一
喝
す
る
」
よ
う
な
歌
を
詠
み
、
崇
徳
院
の
霊
を
鎮
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
、
右
に
見
て
き
た
「
説
得
の
鎮
魂
」
に
類
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

気
迫
の
こ
も
っ
た
「
一
喝
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
悪
霊
に
対
す
る
後
白
河
法
皇
や
清
盛
の
一
喝
の
よ
う
な
威
圧
で
は
な
い
し
、
和
歌
と

一
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い
う
言
葉
の
技
術
を
尽
く
し
た
説
得
で
は
あ
っ
て
も
、
吉
備
真
備
の
「
を
こ
つ
り
・
こ
し
ら
へ
」
と
は
異
な
る
、
真
情
か
ら
出
た
も
の
と

見
ら
れ
よ
う
。「
説
得
の
鎮
魂
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
こ
う
し
た
西
行
の
詠
歌
は
、『
保
元
物
語
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
古
態
を
と
ど
め
る
と
さ
れ
る
半
井
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

西
行
法
師
、
讃
岐
ヘ
渡
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
国
府
ノ
御
前
ニ
参
テ
、
カ
ク
ゾ
読
タ
リ
ケ
ル
。

　
　

松
山
ノ
浪
ニ
ユ
ラ
レ
テ
コ
シ
船
ノ
ヤ
ガ
テ
空
ク
成
ニ
ケ
ル
哉

白
峰
ノ
御
墓
ニ
参
テ
、
ツ
ク
〴
〵
ト
候
、
泣
々
カ
ウ
ゾ
仕
リ
ケ
ル
。

　
　
ヨ
シ
ヤ
君
昔
ノ
玉
ノ
ユ
カ
ト
テ
モ
カ
ヽ
ラ
ン
後
ハ
何
ニ
カ
ハ
セ
ン

怨
霊
モ
静
リ
給
フ
ラ
ム
ト
ゾ
聞
シ
。

（
巻
下
「
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
崩
御
ノ
事
」。
岩
波
新
大
系
）

こ
れ
に
つ
い
て
、
原
水
民
樹
（
前
掲
注
19
論
文
）
は
、
崇
徳
院
怨
霊
が
清
盛
に
憑
依
し
、
世
を
乱
し
て
い
る
頃
（
治
承
年
間
）
に
、
西

行
が
崇
徳
院
陵
に
参
詣
し
た
か
の
よ
う
な
虚
構
が
あ
る
と
指
摘
、『
保
元
物
語
』
は
崇
徳
院
鎮
魂
談
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
西
行
説
話

を
利
用
し
た
と
す
る
。
実
在
の
西
行
が
、
崇
徳
院
霊
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
、
や
や
不
分
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
半
井
本
は

そ
れ
を
明
瞭
に
「
怨
霊
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
半
井
本
の
記
述
は
比
較
的
簡
略
で
あ
り
、
御
霊
鎮
魂
と
し
て
貧
弱
で
あ
る
と
す
る
矢
代
和
夫）
11
（

や
、
半
井
本
の
簡
略
な
記

述
で
鎮
魂
が
成
り
立
っ
た
と
す
る
の
は
白
々
し
い
と
し
つ
つ
、
そ
こ
に
は
「
崇
徳
御
霊
物
語
の
残
像
」
が
あ
る
と
す
る
福
田
晃）
1（
（

な
ど
の

見
解
が
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
半
井
本
の
記
述
を
簡
略
と
す
る
の
は
、
次
に
見
る
金
刀
比
羅
本
な
ど
と
の
比
較
に
よ
る
面
が
あ
ろ
う）
11
（

。

仁
安
三
年
の
秋
の
比
、
西
行
法
師
諸
国
修
行
し
け
る
が
、
四
国
の
辺
地
を
巡
見
の
時
、
讃
岐
国
に
渡
、
白
峯
の
御
墓
に
尋
参
て
拝

一
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奉
れ
ば
（
中
略
―
西
行
の
崇
徳
院
へ
の
語
り
か
け
、
漢
詩
、「
み
が
ゝ
れ
し
…
」
歌
）、
思
ひ
つ
ゞ
け
て
泪
を
拭
、
時
移
迄
つ
く
〴
〵

と
候
て
、
又
泣
々
口
説
申
け
る
は
、「
あ
な
、
事
も
忝
や
。
天
照
太
神
四
十
七
世
の
御
末
、
太
上
法
皇
の
第
一
の
王
子
、
御
裳
濯
河

の
御
流
、
か
た
じ
け
な
く
御
座
て
、
世
を
治
め
国
を
治
さ
せ
給
事
十
九
年
、
一
天
雲
晴
、
万
人
穏
也
。
さ
れ
ば
誰
人
か
此
御
位
を

傾
奉
べ
き
な
り
し
か
ど
も
、
前
世
の
御
果
報
の
拙
ま
し
〳
〵
け
る
に
依
て
、
今
か
ゝ
る
辺
域
の
塵
土
と
な
ら
せ
給
り
。
い
か
計
か

は
都
も
恋
し
く
思
召
れ
、
御
怨
念
も
留
ま
ら
せ
御
坐
け
ん
。
百
厳
粧
金
屋
の
内
に
て
は
、
理
世
撫
民
の
政
を
聞
召
し
、
百
官
相
随

万
国
靡
奉
り
し
か
ば
、
長
生
不
老
の
門
を
た
て
、
蓬
莱
不
死
の
薬
を
求
さ
せ
給
ひ
し
に
、
今
は
雲
上
の
栄
楽
夢
の
如
し
。
天
災
忽

に
起
て
、
九
重
花
洛
を
出
、
千
里
の
異
域
に
移
ら
せ
給
ふ
。
恨
を
他
州
に
含
み
、
終
を
遠
境
に
告
。
年
去
年
来
ど
も
、
荊
棘
を
払

人
も
な
し
。
松
の
雫
、
苔
の
露
・
重
る
下
に
朽
さ
せ
給
ふ
宿
執
の
ほ
ど
こ
そ
悲
け
れ
」。

　
　

松
山
の
波
に
な
が
れ
て
こ
し
舟
の
や
が
て
む
な
し
く
な
り
に
け
る
か
な

西
行
、
夢
（
ゆ
め
）
と
も
な
く
現
と
も
な
く
御
返
事
申
け
り
。

　
　
よ
し
や
君
昔
の
玉
の
ゆ
か
と
て
も
か
ゝ
ら
ん
後
は
何
に
か
は
せ
ん
。

か
や
う
に
申
た
り
け
れ
ば
、
御
墓
三
度
迄
震
動
す
る
ぞ
怖
し
き
。
世
澆
季
に
及
と
い
へ
ど
も
、
万
乗
の
余
薫
は
猶
残
ら
せ
給
ひ
け

る
に
や
と
、
思
ひ
や
る
こ
そ
目
出
け
れ
。
誠
尊
霊
も
此
詠
哥
に
御
意
と
け
さ
せ
給
け
る
に
や
。

（
巻
下
「
新
院
御
経
沈
め
の
事
付
け
た
り
崩
御
の
こ
と
」。
岩
波
旧
大
系
）

金
刀
比
羅
本
で
は
、
詳
細
な
叙
述
に
よ
っ
て
、
崇
徳
院
の
亡
霊
が
西
行
の
歌
に
感
じ
て
怨
み
を
鎮
め
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

　

実
在
の
西
行
の
崇
徳
院
墓
所
訪
問・詠
歌
と
『
保
元
物
語
』
西
行
説
話
と
の
間
に
は
、
お
そ
ら
く
、
実
在
の
建
礼
門
院
と
延
慶
本
『
平

家
物
語
』
ほ
ど
の
ズ
レ
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、『
保
元
物
語
』
諸
本
は
そ
れ
を
明
瞭
に
怨
霊
鎮
魂
と
位
置
づ
け
、
特
に
金
刀
比
羅
本
で

一
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は
、
そ
の
怨
霊
の
鎮
魂
が
成
就
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
方
向
に
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
軍
記
物
語
の
「
鎮
魂
」

に
対
す
る
姿
勢
が
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
謡
曲
「
葵
上
」
と
六
条
御
息
所
の
「
成
仏
」

　

最
後
に
、
謡
曲
「
葵
上
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
葵
上
」
で
は
、
葵
上
に
と
り
つ
き
、
執
心
の
鬼
と
な
っ
て
現
れ
た
六
条
御
息

所
の
怨
霊）
11
（

を
撃
退
す
べ
く
、
横
川
の
小
聖
が
加
持
祈
祷
を
行
う
。
般
若
面
の
御
息
所
怨
霊
は
、
数
珠
を
押
し
も
ん
で
五
大
明
王
に
祈
る

行
者
と
し
ば
し
戦
い
を
繰
り
広
げ
る
が
、
つ
い
に
敗
退
し
、
打
杖
を
捨
て
て
、「
あ
ら
あ
ら
恐
ろ
し
の
般
若
声
や
、
こ
れ
ま
で
ぞ
怨
霊
、

こ
の
後
ま
た
も
来
る
ま
じ
」
と
の
言
葉
を
残
し
て
去
っ
て
行
く
。
そ
こ
で
、

読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
、
読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
、
悪
鬼
心
を
和
ら
げ
、
忍
辱
慈
悲
の
姿
に
て
、
菩
薩
も
こ
こ
に
来
迎
す
、
成
仏

得
脱
の
身
と
な
り
行
く
ぞ
有
り
難
き
、
身
と
な
り
行
く
ぞ
有
り
難
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
旧
大
系
『
謡
曲
集
・
上
』）

と
、
一
曲
が
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、こ
の「
読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
…
」
以
下
の
詞
章
（
キ
リ
）は
、謡
曲
「
通
盛
」の
キ
リ
と
同
文
で
あ
る（「
葵
上
」
も
「
通
盛
」

も
、岩
波
旧
大
系
『
謡
曲
集・上
』
で
は
「
古
作
の
能
」
に
分
類
さ
れ
る
曲
で
あ
る
）。「
通
盛
」
末
尾
で
は
、通
盛
の
亡
霊
が
、駆
け
寄
っ

て
き
た
敵
「
木
村
源
五
重
章
」
と
刺
し
違
え
て
死
ん
だ
と
自
ら
の
最
後
を
語
っ
た
後
、「
共
に
修
羅
道
の
苦
を
受
く
る
、
あ
は
れ
み
を
垂

れ
給
ひ
、
よ
く
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
と
願
う
。
そ
こ
で
、
右
と
同
文
の
「
読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
…
」
に
よ
っ
て
、
一
曲
が
結
ば
れ
る
わ

け
で
あ
る
。「
通
盛
」
の
場
合
に
は
、
通
盛
の
霊
自
身
が
修
羅
道
の
苦
し
み
か
ら
脱
し
た
い
と
望
み
、
経
典
読
誦
を
求
め
る
わ
け
だ
が
、

「
葵
上
」
の
場
合
、
御
息
所
怨
霊
は
直
前
ま
で
行
者
と
激
し
く
戦
っ
て
い
た
の
に
、
突
然
「
成
仏
得
脱
の
身
と
な
り
行
く
ぞ
有
難
き
」

と
す
る
の
が
、
不
自
然
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

岩
波
旧
大
系
『
謡
曲
集
・
上
』（
一
三
〇
頁
頭
注
一
〇
）
で
は
、「
葵
上
」
の
キ
リ
に
つ
い
て
、「
通
盛
」
と
の
同
文
を
指
摘
し
、「
シ
テ

二
〇



が
生
霊
の
こ
の
曲
の
キ
リ
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
新
潮
古
典
集
成
『
謡
曲
集
・
上
』（
二
四
頁
頭
注
四
）
も
、

同
様
に
、「
通
盛
」の
キ
リ
と
の
同
文
を
指
摘
、「
借
用
か
原
型
の
ま
ま
か
は
存
疑
」と
す
る
。
し
か
し
、岩
波
旧
大
系『
謡
曲
集
』（
一
九
六
〇

年
）
の
校
注
者
で
あ
る
表
章
は
、そ
の
後
、「
悪
鬼
心
を
和
ら
げ
」
の
句
は
、「
修
羅
闘
諍
の
身
の
〈
通
盛
〉
で
も
合
わ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

現
に
鬼
形
で
演
じ
ら
れ
る
〈
葵
上
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
」、「〈
葵
上
〉
は
こ
の
キ
リ
が
な
く
て
は
曲
が
完
結
し
な
い
形
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
通

盛
〉
の
場
合
は
前
文
の
「
よ
く
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
で
一
応
終
わ
っ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
む
し
ろ
「
葵
上
」

先
行
の
可
能
性
を
考
え
、「
も
っ
と
慎
重
に
キ
リ
の
先
後
を
定
め
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
し
て
い
る）
11
（

。
西
村
聡
も
、
表
章
の
注
（
24
）
の
説

に
共
感
を
示
し
て
い
る）
11
（

。

　

現
行
謡
曲
の
本
文
や
、「
葵
上
」と「
通
盛
」の
先
後
関
係
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
、門
外
漢
の
筆
者
は
発
言
す
る
資
格
が
な
い
。だ
が
、

少
な
く
と
も
現
存
テ
キ
ス
ト
は
こ
の
形
で
定
着
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、そ
の
点
を
重
視
し
て
考
え
た
い
。
通
盛
自
身
が
望
ん
だ「
弔
ひ
」

の
結
果
と
同
じ
よ
う
に
、
行
者
に
調
伏
さ
れ
た
怨
霊
が
「
成
仏
得
脱
の
身
」
と
な
る
こ
と
が
「
有
り
難
き
」
と
言
わ
れ
る
形
で
一
曲
が

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謡
曲
詞
章
の
常
で
、
地
謡
で
謡
わ
れ
る
詞
章
の
主
語
・
主
体
は
曖
昧
で
あ
り
、

「
有
り
難
き
」
と
は
誰
に
と
っ
て
有
り
難
い
こ
と
な
の
か
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、六
条
御
息
所
怨
霊
が
「
成
仏
」
す
る
こ
と
を
「
有

り
難
き
」
と
結
ぶ
の
は
、
あ
る
程
度
ま
で
自
然
な
こ
と
と
し
て
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
は
、
能
と
い
う
芸
能
が
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
芸
能
に
慣
れ
た
人
々
に
は
自
然
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
能
「
藤
戸
」
に
お
い
て
は
、
佐
々
木
盛
綱
が
自
身
の
功
名
の
た
め
に

卑
劣
な
や
り
方
で
漁
師
を
殺
害
す
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漁
師
の
霊
は
悪
鬼
と
な
っ
て
報
復
す
る
こ
と
も
な
く
、
経
典
読
誦

に
よ
っ
て
成
仏
し
て
ゆ
く
。「
成
仏
得
脱
の
身
と
な
り
ぬ
、
成
仏
得
脱
の
身
と
ぞ
な
り
に
け
る
」
と
、「
葵
上
」
と
よ
く
似
た
結
末
が
用

意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
池
上
良
正
前
掲
注
（
６
）
書
（
第
三
章
）
は
、

二
一



「
殺
生
」
に
生
き
ざ
る
を
え
な
い
武
将
た
ち
を
、
ね
た
む
死
者
へ
の
「
恐
怖
」
や
「
負
い
目
」
か
ら
解
放
さ
せ
る
と
い
う
、
し
た

た
か
な
仕
掛
け
も
装
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

と
指
摘
す
る
。
悪
霊
が
成
仏
す
る
こ
と
は
、
悪
霊
自
身
に
と
っ
て
「
有
り
難
き
」
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
悪
霊
化
の
原
因
を
作
っ

た
人
間
に
と
っ
て
も
「
有
り
難
き
」
こ
と
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
能
舞
台
と
観
客
席
に
い
る
演
者
と
観
衆
全
体
に
と
っ
て
も
「
有

り
難
き
」
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
構
造
は
、
国
家
・
社
会
全
体
の
安
全
を
祈
る
鎮
魂
と
同
様
に
と
ら
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
例
を
見
て
く
る
と
、
池
上
の
用
語
で
は
「
供
養
」
と
「
調
伏
」、
筆
者
の
用
語
で
は
「
鎮
魂
」
と
「
調
伏
」
が
、
一
見
対
照

的
な
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
分
か
ち
が
た
く
連
続
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
様
相
が
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　
「
鎮
魂
」
は
種
々
の
営
為
を
含
み
こ
む
概
念
だ
が
、
そ
の
少
な
く
と
も
一
部
（
お
そ
ら
く
は
大
き
な
部
分
）
が
「
調
伏
」
と
重
な
る
。

「
鎮
魂
」
の
、
死
者
を
心
か
ら
悼
む
個
々
人
の
営
為
と
し
て
の
側
面
は
「
調
伏
」
と
は
あ
ま
り
重
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
死
霊
が
国
家・

社
会
な
ど
の
共
同
体
に
害
を
な
す
こ
と
を
恐
れ
る
生
者
の
営
み
と
し
て
の
側
面
は
、
本
質
的
に
「
調
伏
」
と
弁
別
し
難
い
。
そ
し
て
、

そ
の
二
つ
の
側
面
は
分
か
ち
が
た
く
つ
な
が
っ
て
存
在
し
、
文
学
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
見
せ
る
―
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　

文
学
は
、
個
別
の
事
例
に
即
し
て
人
の
心
を
描
く
。
そ
こ
に
は
し
ば
し
ば
、
儀
礼
な
ど
の
形
で
抽
象
化
さ
れ
る
以
前
の
心
の
動
き
が

映
し
出
さ
れ
る
。「
鎮
魂
」
に
類
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
人
間
が
な
ぜ
そ
う
し
た
行
為
を
必
要
と
す
る
の
か
、
原
初
的
な
心
の
動
き
を

文
学
作
品
か
ら
探
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
そ
う
し
た
試
み
を
成
功
さ
せ
て
い
る
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い

二
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が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
試
み
た
か
っ
た
の
だ
と
い
う
志
だ
け
で
も
伝
わ
る
な
ら
ば
、
幸
甚
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）
佐
伯
真
一「『
平
家
物
語
』
と
鎮
魂
」（
日
下
力
監
修
、鈴
木
彰・三
澤
裕
子
編『
い
く
さ
と
物
語
の
中
世
』
汲
古
書
院・二
〇
一
五
年
八
月
）、「
軍

記
物
語
と
鎮
魂
」（『
仏
教
文
学
』
四
一
号
、
二
〇
一
六
年
四
月
）。

（
２
）『
日
本
国
語
大
辞
典（
第
二
版
）』（
小
学
館・
二
〇
〇
一
年
九
月
）。

（
３
）
折
口
信
夫「
即
位
御
前
記
」（『
史
学
』
一
九
巻
一
号
、一
九
四
〇
年
八
月
。『
折
口
信
夫
全
集・二
〇
』
中
央
公
論
社・一
九
九
六
年
一
〇
月
所
収
）

そ
の
他
。

（
４
）
坂
本
要「「
鎮
魂
」
語
の
近
代
―「
鎮
魂
」
語
疑
義
考　

そ
の
１
―
」（『
比
較
民
俗
研
究
』
二
五
号
、
二
〇
一一
年
三
月
）、「「
鎮
魂
」
語
―「
鎮

魂
」
語
疑
義
考　

そ
の
２
―
」（
同
前
誌・二
六
号
、
二
〇
一一
年
六
月
）、「
怨
霊・御
霊
と「
鎮
魂
」
語
―「
鎮
魂
」
語
疑
義
考　

そ
の
３
―
」（
同

前
誌・
二
七
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
）。

（
５
）『
平
家
物
語
』
研
究
に「
鎮
魂
」
概
念
を
導
入
し
た
筑
土
鈴
寛
の
場
合
、「
怨
霊
鎮
魂
」「
怨
霊
追
福
」「
怨
霊
回
向
」
な
ど
の
語
を
同
時
期
に

ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
前
掲
注（
１
）
の
拙
稿「『
平
家
物
語
』
と
鎮
魂
」
参
照
。

（
６
）
後
述
の
よ
う
に
、
池
上
良
正『
死
者
の
救
済
史
―
供
養
と
憑
依
の
宗
教
学
―
』
第
一
章（
角
川
学
芸
出
版・
二
〇
〇
三
年
七
月
）
は
、「〈
供
養

／
調
伏
〉
シ
ス
テ
ム
」
の
語
を
提
唱
す
る
。
本
稿
が「
鎮
魂
と
調
伏
」
と
し
て
論
じ
よ
う
と
し
た
問
題
の
貴
重
な
先
行
研
究
で
あ
り
、
講
演
に

お
い
て
こ
れ
に
触
れ
得
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
筆
者
の
不
敏
で
あ
る
。
ま
た
、「
調
伏
」
が
仏
教
語
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
調
伏
」
の

対
語
と
し
て
は「
鎮
魂
」
よ
り
仏
教
語
の「
供
養
」
の
方
が
適
切
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
筆
者
が「
鎮
魂
」
の
語
を
用
い
る
理
由
は
、
こ
こ
で

述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
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（
７
）水
原
一「
平
家
物
語
に
お
け
る
義
仲
説
話
の
形
成
」（『
文
学
語
学
』一
八
号
、一
九
六
〇
年
一
二
月
）、「
巴
の
伝
説・説
話
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
六
七
年
七
月
）。
い
ず
れ
も『
平
家
物
語
の
形
成
』（
加
藤
中
道
館・
一
九
七
一
年
五
月
）
再
録
。

（
８
）
佐
伯
真
一「
屋
島
合
戦
と「
八
島
語
り
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
青
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
人
文
学
系
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
叢
書
12　

ド
ラ

マ
ツ
ル
ギ
ー
の
研
究
』
一
九
九
八
年
七
月
）
参
照
。

（
９
）「
を
こ
つ
る
」「
こ
し
ら
ふ
」
の
語
義
は
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
る
。

（
10
）『
松
浦
廟
宮
先
祖
次
第
并
本
縁
起
』は『
群
書
類
従・二
』所
収
。
な
お
、『
今
昔
物
語
集
』の
本
話
の
内
容
に
は
、同
書
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
11
）
前
掲
注（
１
）「『
平
家
物
語
』
と
鎮
魂
」。

（
12
）
前
掲
注（
１
）「
軍
記
物
語
と
鎮
魂
」
参
照
。

（
13
）
追
塩
千
尋「
古
代
日
本
に
お
け
る
阿
育
王
伝
説
の
展
開
」（『
日
本
歴
史
』
三
八
二
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）、「
中
世
日
本
に
お
け
る
阿
育
王

伝
説
の
意
義
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
二
四
巻
二
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）。
い
ず
れ
も『
日
本
中
世
の
説
話
と
仏
教
』（
和
泉
書
院・
一
九
九
九
年

一
二
月
）
再
録
。

（
14
）
山
田
雄
司「
怨
霊
と
怨
親
平
等
と
の
間
」（『
國
學
院
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
編『
霊
魂・
慰
霊・
顕
彰
―
死
者
へ
の
記
憶
装
置
―
』
錦

正
社
二
〇
一
〇
年
三
月
。『
怨
霊・
怪
異・
伊
勢
神
宮
』
思
文
閣
出
版
二
〇
一
四
年
六
月
再
録
）。

（
15
）
佐
伯
真
一『
建
礼
門
院
と
い
う
悲
劇
』（
角
川
学
芸
出
版・二
〇
〇
九
年
六
月
）
参
照
。
な
お
、大
原
御
幸
の
史
実
性
は
、最
近
、猪
瀬
千
尋「
文

治
二
年
大
原
御
幸
と
平
家
物
語
」（『
中
世
文
学
』六
一
号
、二
〇
一
六
年
六
月
）が『
陰
陽
博
士
安
倍
孝
重
勧
進
記
』を
紹
介
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

ほ
ぼ
確
実
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
16
）
久
保
田
淳『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
一
編
二
章（
東
京
大
学
出
版
会・
一
九
七
三
年
三
月
）。

（
17
）
目
崎
徳
衛『
西
行
の
思
想
史
的
研
究
』
第
五
章（
吉
川
弘
文
館・
一
九
七
八
年
一
二
月
）。

二
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（
18
）「
西
行
の
弘
法
大
師
信
仰
―
そ
の
四
国
旅
行
の
吟
味
―
」（『
豊
山
学
報
』
二
八・二
九
合
併
号
、
一
九
八
四
年
三
月
。『
山
田
昭
全
著
作
集・
四

　

西
行
の
和
歌
と
仏
教
』
お
う
ふ
う・
二
〇
一
二
年
七
月
）。

（
19
）
原
水
民
樹「
崇
徳
院
の
怨
霊
と
西
行
―
保
元
物
語
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
問
題
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
五
年
二
月
）。

（
20
）
矢
代
和
夫「
崇
徳
院
と
悪
左
府
の
怨
霊
―
記
録
か
ら
見
た
復
讐
者
の
時
代
―
」（『
都
大
論
究
』
五
号
、
一
九
六
五
年
一
二
月
。『
境
の
神
々
の

物
語
―
古
代
伝
承
文
学
私
語
―
』
新
読
書
社・
一
九
七
二
年
六
月
再
録
）。

（
21
）
福
田
晃「
崇
徳
御
霊
と
源
頼
朝
―「
夢
合
せ
」
と
か
か
わ
っ
て
―
」（『
幸
若
舞
曲
研
究・
八
』
三
弥
井
書
店・
一
九
九
四
年
二
月
。『
曽
我
物
語

の
成
立
』
三
弥
井
書
店・
二
〇
〇
二
年
一
二
月
再
録
）。

（
22
）『
保
元
物
語
』
諸
本
に
お
け
る
こ
の
記
事
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
犬
井
善
寿「『
保
元
物
語
』
の
源
拠
と
典
拠
―
西
行
白
峯
訪
陵
記
事
の
形
成

と
変
容
―
」（『
軍
記
文
学
研
究
叢
書
３　

保
元
物
語
の
形
成
』
汲
古
書
院・
一
九
九
七
年
七
月
）
に
詳
し
い
。

（
23
）
御
息
所
の
霊
は
生
霊
で
あ
る
は
ず
だ
が
、「
葵
上
」
の
詞
章
で
は「
怨
霊
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
村
聡「〈
葵
上
〉
に

お
け
る
死
霊
の
イ
メ
ー
ジ
―
火
車
に
乗
っ
た
六
条
御
息
所
―
」（『
説
話・
物
語
論
集
』
一
〇
号
、
一
九
八
二
年
五
月
。『
能
の
主
題
と
役
造
型
』

三
弥
井
書
店・
一
九
九
九
年
四
月
再
録
）
が
、「
生
霊
に
死
霊
を
重
ね
た
能
作
の
必
然
」
を
考
え
て
い
る
。

（
24
）
表
章「
作
品
研
究「
葵
上
」」（『
観
世
』
四
一
巻
一
号
、
一
九
七
四
年
八
月
）。

（
25
）
西
村
聡
前
掲
注（
23
）
論
文
。

二
五




