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The World of Hotoke （Buddha） as Revealed 
by the Native Japanese （Hiragana） Words

HARAYAMA Tatsuro
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Summary
In the middle of the 6th century, the term “Buddha” was transmitted 
to Japan from China by way of the Korean Peninsula. This article will 
first show how the term “Buddha” was not only pronounced according 
to Chinese sound but also according to indigenous Japanese sound. The 
indigenous pantheistic Japanese religious environment was able to adopt 
the foreign Buddhist religion with relative ease. I will argue that one of 
the reasons for this is attributable to the Japanese pronunciation of the 
term Buddha （the Awakened One） as “ho-to-ke” enabled the creation of 
a Buddhist paradigm that was acceptable to the host Japanese culture. I 
will also discuss the relationship between the Buddhist teachings of sal-
vation and the mental impact of other Japanese words, such as “toku/
tokeru,” “hodoku/hodokeru” and “yurusu/yurumu.”

和語（ひらがな）が啓く「ほとけ」の世界

原　山　建　郎

−25−



和
語（
ひ
ら
が
な
）が
啓
く
「
ほ
と
け
」
の
世
界

原　

山　

建　

郎

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
ひ
ら
が
な　

仏
（
ブ
ツ
）
と
仏
（
ほ
と
け
）　

野
口
三
千
三　

素
語
理
論　

ほ
ど
け
／
と
け

一　

は
じ
め
に

　

本
研
究
で
は
、
六
世
紀
半
ば
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
て
伝
来
し
た
仏
教
の
経
典
に
あ
る
「
仏
陀
」（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語bud-

dha

の
漢
音
訳
）
を
、
日
本
で
は
音
読
（
中
国
語
読
み
）
の
「
ブ
ッ
ダ
」（
呉
音
）
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
早
く
か
ら
「
ほ
と
け
」
と
和
語

で
訓
読
（
日
本
語
読
み
）
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
多
神
教
的
な
原
始
信
仰
に
代
表
さ
れ
る
上
代
日
本
（
倭
国
）
の
習
俗
が

外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
比
較
的
穏
や
か
に
受
け
容
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、「
ほ
・
と
・
け
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
の
発
音
体
感

（
上
代
日
本
の
習
俗
と
し
て
の
言
語
的
感
性
）
が
、「
仏
陀
（
覚
者
）」
と
い
う
宗
教
的
概
念
に
出
会
っ
て
仏
教
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
日
本
的
な

習
俗
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
の
仏
教
化
）
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

ま
た
、〈
と
く
／
と
け
る
、
ほ
ど
く
／
ほ
ど
け
（
る
）、
ゆ
る
す
／
ゆ
る
む
〉
な
ど
「
和
語
」（
万
葉
仮
名
の
系
譜
を
今
に
伝
え
る
「
ひ

ら
が
な
」）
で
表
現
さ
れ
る
上
代
日
本
人
の
心
性
と
、
仏
教
的
救
済
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
意
見
を
述
べ
る
。
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発
表
者
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
「buddha

」
の
漢
音
訳
（
音
写
）
で
あ
る
「
佛
（
仏
）
陀
」
を
、
日
本
で
は
音
読
み
（
呉
音
）

の
「
ブ
ッ
ダ
」
以
外
に
、
ひ
ら
が
な
で
「
ほ
と
け
（
仏
）」
と
訓
読
し
た
点
に
注
目
し
た
。
中
国
に
お
け
る
「buddha

」
の
音
写

に
は
、「
仏
陀
」
以
前
に
も
「
浮
屠
（
フ
ト
）
／
浮
図
（
フ
ト
）
／
仏
図
（
ブ
ト
）」
な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
日
本
で
「
フ
ト
（
ブ
ト
）」

が
な
ま
っ
て
「
ほ
と
け
」
と
転
用
さ
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
和
語
で
あ
る
「
ほ
と
け
」
の
民
俗
学
的
な
位
置

が
い
ま
ひ
と
つ
ス
ッ
キ
リ
し
な
い
。
こ
の
問
題
を
論
じ
た
先
行
研
究
に
検
討
を
加
え
な
が
ら
、
自
説
を
述
べ
る
。

　

筆
者
は
、
漢
音
訳
さ
れ
た
仏
典
と
同
じ
ル
ー
ト
（
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
経
由
）
で
伝
え
ら
れ
た
漢
字
を
仮
借
し
て
、
そ
れ
ま

で
「
話
し
こ
と
ば
」
で
あ
っ
た
上
代
日
本
語
を
万
葉
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
千
五
百
年
以
上
経
っ
た
い
ま
も
用
い
ら

れ
て
い
る
「
ひ
ら
が
な
（
カ
タ
カ
ナ
）」
が
、
上
代
日
本
人
の
心
性
、
い
わ
ゆ
る
「
や
ま
と
ご
こ
ろ
」
を
今
に
継
承
し
て
い
る
と
い

う
仮
説
を
立
て
た
。

　

つ
ま
り
、
万
葉
仮
名
が
そ
の
後
の
変
体
仮
名
、
江
戸
仮
名
（
草
体
）
と
い
う
流
れ
を
経
て
、
現
在
の
「
ひ
ら
が
な
」
に
受
け
継

が
れ
た
上
代
日
本
語
の
発
音
体
感
（
オ
ノ
マ
ト
ペ
）、
あ
る
い
は
語
義
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
「
覚
者
」
と
い
う
意
味

を
持
た
な
い
「
ほ
と
け
」
と
い
う
和
語
を
、
な
ぜ
漢
語
で
あ
る
「
仏
陀
（buddha

）」
の
訓
読
に
用
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
と
背

景
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　

二　

buddha

の
漢
音
訳
「
仏
陀
」、
仏
陀
の
訓
読
「
ほ
と
け
」

　

中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
経
由
で
伝
え
ら
れ
た
仏
教
（
佛
敎
）
の
佛
（
仏
）
と
い
う
文
字
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のbuddha

（
覚

者
、
悟
り
を
開
い
た
者
の
意
）
を
、
イ
ン
ド
か
ら
仏
典
を
持
ち
帰
っ
た
中
国
唐
代
の
僧
・
玄
奘
三
蔵
が
「
佛
陀
（
ブ
ッ
ダ
）」
と
漢
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音
訳
（
音
写
）
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
中
国
に
お
け
る
初
期
の
音
写
、
フ
ト
・
ブ
ド
（
浮
図
／
浮
屠
／
仏
図
）
が
日
本
へ
入
っ
て
「
ふ
と
」
か
ら
「
ほ
と
」

に
慣
用
化
し
、
こ
れ
に
「
け
」
が
つ
い
て
一
般
化
し
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
佛
」
の
読
み
方
に
は
、「
ブ
ツ
」

と
い
う
音
読
み
だ
け
で
な
く
、「
ほ
と
け
」
と
い
う
訓
読
み
（
和
訳
）
も
加
え
て
、
ふ
た
つ
並
行
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。

　

田
ノ
倉
亮
爾
は
論
文
「「
ほ
と
け
」
と
い
う
語
に
つ
い
て（

（
（

」
に
お
い
て
、
広
義
に
お
け
る
イ
ン
ド
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
起
源

説
と
し
て
、
次
の
九
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

①
陀
（
ほ
と
）
＋
迦
耶
（
け
・
身
）
説

②
「
仏
陀
訶
」
の
訛
と
す
る
説

③
浮
屠
＋
家
（
ケ
）（
教
・
道
）
の
音
読
と
す
る
説

④
「
浮
屠
」
＋
「
木
」（
貴
人
の
譬
）：「
ふ
と
き
」
→
「
ほ
と
け
」（
契
沖
『
円
珠
菴
記
』）

⑤
「
浮
図
」
の
古
代
朝
鮮
語
（puto

）
に
接
尾
辞
ケ
を
附
け
た
（『
綜
合
日
本
佛
敎
史
』）

⑥
「
浮
図
」
＋
「
気
」（
け
）
→
「
ほ
と
け
」

⑦
「
浮
図
」
＋
「
け
」（
物
の
怪
の
け
）
→
「
ほ
と
け
」（
祟
る
死
霊
）

⑧
「
浮
図
」
＋
「
け
」（
形
を
備
え
た
も
の
）
→
「
ほ
と
け
」（
佛
像
）

⑨
「
浮
図
」
＋
「
け
」（
化
・
化
身
）
→
「
ほ
と
け
」（
佛
陀
の
化
身
）（『
日
本
佛
敎
語
辞
典
』）

　

同
じ
よ
う
に
、
純
粋
な
日
本
語
起
源
説
と
し
て
、
次
の
七
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

①
「
ひ
と
き
え
」（
人
消
え
）
→
「
ほ
と
け
」（
日
本
釈
名
）

②
「
ひ
と
け
」（
人
気
）
→
「
ほ
と
け
」（
江
戸
時
代
の
国
語
辞
書
『
志
不
可
起
』）
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③
「
ほ
ど
け
」（
煩
悩
の
呪
縛
を
解
き
脱
れ
た
人
）
→
「
ほ
と
け
」（『
志
不
可
起
』）

④
「
ひ
と
た
ま
を
ぎ
む
か
へ
」（
人
霊
招
迎
）（
日
本
語
源
学
、
林
甕
臣
）

⑤
「
ほ
の
か
」（
髣
髴
）（
江
戸
時
代
の
語
源
字
典
『
言
元
梯
』）

⑥
「
ほ
っ
て
お
け
」（
放
却
の
義
）（
守
屋
が
佛
像
を
堀
江
に
放
却
し
た
の
に
よ
る
、
龍
谷
大
学
・
佛
敎
辞
典
）

⑦
「
ほ
と
ほ
り
け
」（
煩
気
）
仏
教
伝
来
の
折
に
疫
病
「
ほ
と
ほ
り
け
」
が
流
行
し
た
の
で
、
仏
教
を
誹
っ
て
名
づ
け
た
と
い
う
。（『
志
不
可

起
』、『
正
像
末
和
讃
』
ほ
か
）。

　　

田
ノ
倉
は
ま
た
、「
ほ
と
け
」
と
い
う
語
（
概
念
）
は
、
仏
教
語
の
民
俗
化
し
た
結
果
で
は
な
く
、
在
来
の
民
俗
の
中
核
が
保

持
さ
れ
た
と
す
る
柳
田
國
男
の
「
死
者
を
無
差
別
に
皆
ホ
ト
ケ
と
い
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
本
来
は
ホ
ト
キ
と
い
う
器
物
に
食

饌
を
入
れ
て
祭
る
霊
と
い
ふ
こ
と
で
、
乃
ち
中
世
民
間
の
盆
の
行
事
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
無
い
か
と
い
ふ
考
へ
も
、
さ
う
突
拍

子
も
な
い
も
の
と
は
言
へ
な
く
な
る
と
思
ふ（

2
（

」
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ト
キ
起
源
（
柳
田
）
説
に
対
し
て
、
弟
子
の
有
賀
喜
左
衛

門
が
論
文
「
ホ
ト
ケ
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
─
日
本
仏
教
史
の
一
側
面

）
（
（─
」
に
お
い
て
疑
問
を
呈
し
、
ほ
と
け
の
語
が
仏
教

初
伝
の
直
後
か
ら
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
三
つ
の
論
点
を
紹
介
し
て
い
る
。

　　

第
一
の
論
点
は
、
わ
が
国
で
無
上
覚
者
の
「
仏
」
を
初
め
て
「
ほ
と
け
」
と
訓
読
し
た
時
期
の
考
察
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
の
一

つ
は
、「
日
本
書
紀
」
推
古
二
年
（
五
九
四
）、
も
う
一
つ
は
同
じ
く
「
日
本
書
紀
」
推
古
一
二
年
（
六
〇
四
）
の
記
事
（「
十
七
條
憲

法
」）
で
あ
る
。

　

「
皇
太
子
（
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
）
及
び
大
臣
（
お
ほ
お
み
）
に
詔
（
み
こ
と
の
り
）
し
て
、
三
寶
（
さ
む
ぽ
う
）
を
興
（
お
こ
）
し
隆
（
さ

−28−−29−



か
）
え
し
む
。
是
（
こ
）
の
時
に
諸
臣
連
等
（
も
ろ
も
ろ
の
お
み
む
ら
じ
た
ち
）、
各
（
お
の
お
の
）
君
親
（
き
み
お
や
）
の
恩
（
み
め

ぐ
み
）
の
爲
（
た
め
）
に
、
競
（
き
ほ
）
ひ
て
佛
舎
（
ほ
と
け
の
お
ほ
と
の
）
を
造
る
」　
（「
日
本
書
紀
」
推
古
紀
二
年
）

「
三
寶
（
さ
む
ぽ
う
）
者
（
と
は
）
仏
法
僧
（
ほ
と
け
の
り
ほ
ふ
し
）
也
（
な
り
）」　
（
十
七
條
憲
法
第
二
條
）

　　

ま
た
、
仏
足
石
歌
と
万
葉
集
巻
十
六
に
も
、
仏
教
の
正
統
的
意
味
（
覚
者
）
の
仏
を
指
す
歌
が
あ
る
。

　

「
釋
迦
（
さ
か
）
の
御
足
跡
（
み
あ
と
）
石
（
い
は
）
に
寫
（
う
つ
）
し
置
き
敬
（
う
や
ま
）
ひ
て
後
（
の
ち
）
の
保
止
氣
（
ほ
と
け
）

に
讓
（
ゆ
づ
）
り
奉
（
ま
つ
）
ら
む
捧
（
さ
さ
）
げ
申
（
ま
う
）
さ
む　
（
仏
足
石
歌
）

「
佛
（
ほ
と
け
）
造
（
つ
く
）
る
眞
朱
（
ま
そ
ほ
）
足
（
た
）
ら
ず
は
水
渟
（
み
づ
た
ま
）
る
池
田
（
い
け
だ
）
の
朝
臣
（
あ
そ
）
が
鼻

（
は
な
）
の
上
（
う
へ
）
を
穿
（
ほ
）
れ　
（「
万
葉
集
」
巻
十
六
、三
八
四
一
）

　　

こ
の
二
例
と
も
に
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
先
の
「
日
本
書
紀
」
が
編
纂
さ
れ
た
飛
鳥
時

代
の
推
古
紀
（
五
九
四
～
六
〇
九
）
の
延
長
線
上
で
考
え
れ
ば
、「
ほ
と
け
」
と
い
う
語
は
奈
良
時
代
中
期
に
は
す
で
に
成
立
し
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
、
有
賀
は
述
べ
て
い
る
。

　　

第
二
の
論
点
は
、
死
者
を
「
ほ
と
け
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
民
俗
学
的
経
緯
で
あ
る
。
柳
田
は
、
死
者
が
「
ほ
と
け
」
と
呼

ば
れ
た
の
は
中
世
の
盆
の
行
器
（
ホ
ト
キ
）
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
た
が
、
有
賀
は
死
体
（
個
の
死
者
）
と
し
て
の
「
ほ
と
け
」
か
ら

「
あ
が
氏
の
ほ
と
け
」（
氏
の
先
祖
全
体
）
と
い
う
意
味
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
推
古
一
四
年
（
六
〇
六
）
に
国
内
全
て
の

寺
で
七
月
一
五
日
の
盆
（
オ
ガ
ミ
）
を
す
べ
き
詔
勅
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
が
仏
教
と
古
く
か
ら
の
祖
霊
信
仰
（
先
祖
供

−（0−−（（−



養
）
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
淵
源
は
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
と
推
測
し
た
。

　　

第
三
の
論
点
は
、「
死
者
を
無
差
別
に
皆
ホ
ト
ケ
と
い
う
や
う
に
な
っ
た
の
は
」
と
い
う
と
き
の
「
ほ
と
け
」
の
語
の
形
成
の

事
情
で
あ
る
。
と
く
に
「
死
ん
だ
ら
み
ん
な
仏
に
な
る
」
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、

浄
土
宗
（
念
仏
往
生
）
な
ど
一
切
衆
生
が
無
条
件
に
救
済
さ
れ
る
と
い
う
教
え
が
説
か
れ
た
と
き
、
柳
田
の
い
わ
ゆ
る
「
死
者
を

無
差
別
に
皆
ホ
ト
ケ
と
い
う
」
土
壌
が
用
意
さ
れ
た
と
、
有
賀
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

三　

漢
語
の
「
訓
読
」
は
、
渡
来
人
の
発
明
と
す
る
白
川
説

　

白
川
静
は
、
漢
字
の
「
佛
」
に
つ
い
て
【
旧
字
は
佛
に
作
り
、
弗
（
ふ
つ
）
声
。〔
説
文
〕
八
上
に
「
見
る
こ
と
審
（
つ
ま
び
）
ら

か
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、〔
字
林
〕
に
「
彷
（
は
う
）
は
相
ひ
似
た
る
な
り
。
佛
は
審
ら
か
な
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。「
彷

佛
」
は
双
声
連
語
の
形
況
の
語
。
ほ
の
か
に
し
て
定
ま
ら
ぬ
さ
ま
を
い
う
。〔
詩
、
周
頌
、
敬
之
〕
に
「
時
（
こ
）
の
仔
肩
（
し
け

ん
：
大
任
）
を
佛
（
た
す
）
け
、
我
が
顯
德
の
行
を
示
す
」
の
佛
は
弼
（
ひ
つ
）
の
仮
借
。
字
は
の
ち
仏
陀
の
仏
の
字
に
用
い
る
。
仏

陀
はbuddha

の
音
訳
、
覚
者
の
意
で
あ
る
と
い
う（

（
（

。】
と
解
説
し
て
い
る
。

　

白
川
は
ま
た
、
和
語
の
「
ほ
と
け
」
に
つ
い
て
は
【
釈
迦
、
ま
た
そ
の
像
を
い
う
。
梵
語buddha

の
音
訳
。「
ほ
と
」
が
そ

の
音
で
あ
る
が
、「
け
」
を
そ
え
た
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
。
迦
耶
（
か
や
：
身
の
意
）、
ま
た
木
・
家
・
気
な
ど
を
あ
て
る
説
が

あ
る
。
ト
・
ケ
は
乙
類
。〔
名
義
抄
〕
に
「
佛
ホ
ノ
カ
ナ
リ
、
ホ
ト
ケ
、
ヲ
ホ
キ
ニ
ス
、
タ
ス
ク
」
と
み
え
る
。〔
記
〕
に
は
み
え

な
い
字
で
あ
る
。（
中
略
）〔
名
義
抄
〕
に
そ
れ
ら
の
諸
訓
を
列
す
る
。
の
ち
殆
ど
仏
教
の
仏
の
意
に
用
い
る（

5
（

。】
と
し
て
、
和
語
の
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「
ほ
と
け
」
を
保
止
氣
・
保
度
介
と
表
記
し
た
二
例
、
漢
語
の
佛
・
釋
を
「
ほ
と
け
」
と
訓
読
し
た
三
例
を
示
し
て
い
る
。（
※
既

出
の
「
仏
足
石
歌
」「
推
古
紀
二
年
」「
万
葉
集
三
八
四
一
」
は
重
複
す
る
の
で
割
愛
）

　

「
法
（
の
り
）
の
源
（
も
と
）
華
（
は
な
）
咲
き
に
た
り
今
日
（
け
ふ
）
よ
り
は
保
度
介
（
ほ
と
け
）
の
み
法
（
の
り
）
榮
（
さ
か
）

え
給
（
た
ま
）
は
む　
（
東
大
寺
要
録
）

「
汝
（
い
）
が
姨
嶋
女
（
を
ば
し
ま
め
）、
初
め
て
出
家
（
い
へ
で
）
し
て
、
諸
（
も
ろ
も
ろ
）
の
尼
の
導
者
（
み
ち
び
き
）
と
し
て
釋

（
ほ
と
け
）
の
敎
（
み
の
り
）
を
修
行
（
お
こ
な
）
は
し
む　
（
推
古
紀
十
四
年
）

　　

上
田
正
昭
の
研
究（

6
（

に
よ
れ
ば
、
紀
元
前
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
、
中
国
と
朝
鮮
（
半
島
）
の
間
で
戦
い
が
頻
発
し
、
そ
の
都
度
、
多

く
の
亡
命
者
（
渡
来
人
）
が
倭
国
を
目
指
し
た
と
い
う
。
紀
元
前
二
世
紀
、
衛
氏
朝
鮮
の
時
代
に
中
国
か
ら
漢
字
が
伝
来
し
た
と

い
わ
れ
る
が
、
朝
鮮
半
島
か
ら
倭
国
へ
の
渡
来
（
多
く
は
亡
命
）
は
弥
生
時
代
以
降
、
四
回
あ
っ
た
。
最
初
の
波
が
紀
元
前
三
世
紀

前
後
、
二
回
目
が
五
世
紀
前
後
、
三
回
目
が
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
初
頭
、
四
回
目
が
七
世
紀
半
ば
で
あ
っ
た
。

　

六
世
紀
半
ば
（
五
三
八
年
）、
欽
明
天
皇
期
に
百
済
か
ら
倭
国
へ
仏
教
が
伝
来
し
た
（
公
伝
）
と
さ
れ
る
時
期
が
、
朝
鮮
半
島
へ
の

仏
教
伝
来
が
四
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
す
で
に
漢
籍
に
通
じ
、
仏
教
文
化
に
親
し
ん
で
い
た
百
済
な
ど

か
ら
の
渡
来
人
で
あ
る
史
部
（
ふ
ひ
と
べ
）
が
「
漢
字
の
訓
読
」
を
推
進
し
た
主
力
部
隊
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　　

白
川
静
は
、
梅
原
猛
と
の
対
談
で
、
漢
字
文
化
圏
で
訓
読
み
を
す
る
の
は
日
本
人
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
の
国
々
で
は
「
漢
音
」

の
ま
ま
で
使
う
音
読
で
あ
る
、
た
だ
、
朝
鮮
半
島
の
新
羅
の
郷
歌
（
歌
謡
）
に
は
仮
名
を
振
る
、
仮
名
を
送
る
や
り
方
が
あ
っ
た（

7
（

と
述
べ
て
い
る
。
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ま
た
、
百
済
で
は
宣
命
式
（
自
立
語
・
語
幹
を
大
字
で
、
付
属
語
・
活
用
語
尾
を
小
字
で
記
す
表
記
形
式
）
の
送
り
仮
名
が
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
漢
字
は
音
読
み
で
訓
読
み
は
な
い
、
三
字
、
四
字
ぶ
っ
つ
づ
け
の
イ
デ
ィ
オ
ム
（
慣
用
句
）
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
と
述

べ
た
後
で
、
和
語
の
「
訓
読
」
は
百
済
人
の
発
明
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
四
～
六
世
紀
に
か
け
て
朝
鮮
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た
渡
来
人
の
中
で
、
と
く
に
史
（
ふ
ひ
と
）
と
呼
ば
れ
た
人
々

は
、
中
国
語
（
漢
語
）
で
書
か
れ
た
外
交
文
書
の
閲
読
や
返
書
の
作
成
な
ど
文
章
の
仕
事
一
切
を
、
ま
だ
文
字
が
使
え
な
い
日
本

（
倭
国
）
人
に
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
た
。
漢
語
は
も
と
よ
り
、
や
が
て
和
語
（
倭
語
＝
上
代
日
本
語
）
に
も
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
彼

ら
は
、
漢
語
を
日
本
語
に
適
合
す
る
方
法
と
し
て
、
漢
語
を
日
本
語
で
読
む
「
訓
読
」
を
発
明
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鶴
久
は
「
万
葉
集
の
用
字
法
分
類（

8
（

」
を
、
①
音
読
（
字
）、
②
訓
読
（
字
）、
③
音
仮
名
、
④
訓
仮
名
、
⑤
戯
書
の
五
つ

と
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
「
ほ
と
け
」「
佛
」
の
用
例
で
考
え
る
と
、
ま
ず
、
漢
字
の
形
と
音
を
利
用
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち

「
ほ
と
け
」
を
「
保
止
氣
・
保
度
介
」
と
書
く
〈
音
仮
名
〉
が
用
い
ら
れ
、
次
に
漢
字
の
訓
読
を
も
と
に
し
て
固
定
し
た
音
を
利

用
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
佛
（
ほ
と
け
）
造
（
つ
く
）
る
」「
釋
（
ほ
と
け
）
の
敎
（
み
の
り
）」
な
ど
〈
訓
仮
名
〉
が
用
い
ら
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
漢
語
で
あ
る
佛
（
仏
）
の
〈
訓
読
〉
に
、
上
代
日
本
人
の
習
俗
が
育
ん
だ
「
ほ
と

け
」
と
い
う
和
語
を
あ
て
た
の
は
、
漢
語
の
理
解
は
も
と
よ
り
和
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
も
通
じ
た
渡
来
人
（
史
部
）
の
功
績
で
あ

り
、
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
ン
グ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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四　

上
代
日
本
の
ホ
ト
ケ
と
カ
ミ
、
そ
の
民
俗
学
的
位
置
づ
け

　

柳
田
國
男
は
「
先
祖
の
話（

9
（

」
で
、
上
代
日
本
人
は
死
者
を
ホ
ト
ケ
と
呼
ん
で
い
た
と
報
告
す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
ホ
ト
ケ
は
罪
穢
（
つ
み
け
が
れ
）
に
ま
み
れ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
供
養
に
よ
っ
て
浄
化
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た

民
俗
行
事
に
触
れ
、
三
十
三
年
の
法
事
（
供
養
）
を
行
う
こ
と
で
、
初
め
て
霊
（
死
者
の
魂
）
が
御
神
に
な
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ

た
と
報
告
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
十
三
年
の
法
事
が
す
む
と
、
北
九
州
の
あ
る
島
で
は
、「
人
は
神
に
な
る
」
と
い
う
者
が

あ
り
、
東
北
で
は
位
牌
を
川
に
流
す
と
い
う
習
わ
し
が
あ
る
。
ま
た
、
土
佐
で
は
御
子
神
（
神
社
に
お
い
て
親
子
関
係
に
あ
る
神
が
祀

ら
れ
る
場
合
、
子
に
当
た
る
神
の
こ
と
）
に
奉
仕
す
る
家
の
主
人
だ
け
は
、
こ
の
三
十
三
年
の
期
間
を
六
年
ま
た
は
三
年
で
神
に
な
る

こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
期
間
が
過
ぎ
れ
ば
「
喪
の
穢
れ
」
は
清
め
ら
れ
、
死
者
は
神
と
し
て
こ
れ
を
祭
っ
て
も
よ

い
と
す
る
、
古
い
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

古
来
、
わ
が
国
で
は
三
回
忌
、
七
回
忌
な
ど
供
養
が
継
続
さ
れ
て
い
る
間
、
死
者
は
「
ホ
ト
ケ
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
三
十
三
回

忌
（
弔
い
上
げ
。
供
養
満
了
）
を
も
っ
て
、
個
別
の
死
者
た
る
「
ホ
ト
ケ
」
は
出
自
を
同
じ
く
す
る
祖
霊
（
清
め
ら
れ
た
先
祖
の
霊
）
の

一
員
と
し
て
合
祀
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
神
道
に
お
い
て
も
三
十
年
祭
（
三
十
回
目
の
式
年
祭
。
地
方
に
よ
っ
て
は
五
十
年
祭
）
を
も
っ
て
「
祀
り
上
げ
」
と
さ

れ
る
が
、
こ
れ
も
「
弔
い
上
げ
」
と
と
も
に
、
上
代
日
本
の
習
俗
を
中
世
以
降
の
民
俗
的
な
行
事
に
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
氏
族
制
度
を
奉
ず
る
平
安
貴
族
や
鎌
倉
時
代
以
降
の
武
家
、
地
方
豪
族
で
は
、
こ
れ
ら
の
年
忌
法
要
、
あ
る
い
は

式
年
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
庶
民
の
レ
ベ
ル
で
は
年
忌
法
要
を
行
う
習
慣
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
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柳
田
は
、
ま
た
「
私
な
ど
の
生
れ
在
所
（
※
兵
庫
県
）
で
は
、
正
月
十
五
日
が
神
様
の
正
月
で
あ
っ
た
が
、
一
方
に
は
ま
た
翌

日
の
十
六
日
を
も
っ
て
仏
の
正
月
と
し
、
従
っ
て
そ
の
前
の
宵
を
仏
の
年
越
と
呼
ぶ
処
が
関
西
の
方
に
は
非
常
に
多
く
、
こ
の

方
は
実
際
に
先
祖
棚
に
雑
煮
を
供
え
、
ま
た
は
初
墓
参
り
を
し
て
い
る（

（（
（

」
こ
と
や
、
越
後
の
東
蒲
原
郡
で
は
こ
の
十
六
日
を
後
生

始
め
（
新
年
に
な
っ
て
初
め
て
仏
を
ま
つ
る
日
）
と
呼
ぶ
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
れ
は
、
仏
の
年
越
や
後
生
始
め
の
や
り
方
が
あ
ま
り
に

仏
教
く
さ
か
っ
た
た
め
、
正
月
松
の
内
（
元
旦
か
ら
十
五
日
）
が
明
け
て
か
ら
で
な
い
と
こ
の
祭
り
を
し
な
か
っ
た
と
考
察
し
て
い

る
。

　

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
習
俗
の
仏
教
化
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
棲
み
分
け
の
知
恵
で
あ
ろ
う
が
、
柳
田
は
さ
ら
に
言
葉
を

継
い
で
、
仏
教
が
説
く
死
後
の
世
界
観
と
の
温
度
差
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　

　

こ
と
に
故
人
の
霊
を
何
の
理
由
も
な
く
、
ホ
ト
ケ
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
の
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
葬
式
に

よ
っ
て
祭
り
を
し
て
い
る
家
々
で
な
く
と
も
、
死
ん
で
「
ほ
と
け
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
、
迷
惑
に
思
っ
た
者
は
昔
か

ら
多
い
は
ず
で
あ
る
。
日
本
人
の
志
と
し
て
は
、
た
と
え
肉
体
は
朽
ち
て
跡
な
く
な
っ
て
し
ま
お
う
と
も
、
な
お
こ
の
国
土

と
の
縁
は
絶
た
ず
、
毎
年
日
を
定
め
て
子
孫
の
家
と
行
き
通
い
、
幼
い
者
の
だ
ん
だ
ん
世
に
出
て
働
く
様
子
を
見
た
い
と

思
っ
て
い
た
ろ
う
の
に
、
最
後
は
成
仏
で
あ
り
、
出
て
来
る
の
は
心
得
ち
が
い
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
、
し
き
り
に
遠
い
処

へ
送
り
付
け
よ
う
と
す
る
態
度
を
僧
た
ち
が
示
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
一
つ
の
民
族
の
感
情
に
反
し
た
話
で
あ
っ
た（

（（
（

。

　　

祖
霊
は
屋
敷
内
や
近
く
の
山
な
ど
に
祀
ら
れ
て
（
参
り
墓
、
詣
で
墓
）、
そ
の
子
孫
を
守
護
し
繁
栄
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
ご

先
祖
様
、
ほ
と
け
様
、
あ
る
い
は
神
様
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
ご
先
祖
様
、
神
様
の
呼
称
は
首
肯

で
き
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
祖
霊
は
「
ほ
と
け
様
」
と
尊
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
解
く
鍵
は
上
代
日
本
人
の
他
界
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観
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

多
神
教
（
八
百
万
の
神
）
世
界
の
日
本
人
に
は
、「
天
上
他
界
」「
地
下
他
界
」「
山
上
（
山
中
）
他
界
」「
海
上
（
海
中
）
他
界
」
な

ど
の
他
界
観
が
あ
る
。
ま
た
、
冥
界
に
関
し
て
は
「
黄
泉
国
（
よ
も
つ
く
に
）」「
根
之
堅
洲
国
（
ね
の
か
た
す
く
に
）」（『
古
事
記
』『
日

本
書
紀
』『
出
雲
風
土
記
』）、
あ
る
い
は
「
根
国
（
ね
の
く
に
）」「
底
国
（
そ
こ
の
く
に
）」（
神
道
の
祝
詞
）
が
あ
り
、
現
世
と
冥
界
の
間
に

は
「
黄
泉
比
良
坂
（
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
）」
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
高
天
原
（
た
か
ま
が
は
ら
）
に
代
表
さ
れ
る
天
上
他
界
に
は
死
穢
の
イ

メ
ー
ジ
は
な
く
、
火
葬
で
生
じ
る
煙
が
舞
い
上
が
る
様
子
が
う
か
が
え
る
が
、
地
下
（
地
中
）
他
界
は
土
葬
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

と
し
て
、
他
界
観
は
葬
送
方
法
や
風
土
に
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
丘
眞
奈
美
は
、「
山
上
（
山
中
）
他
界
と
海
上
（
海
中
）
他
界
は
、
国
土
の
七
割
が
山
岳
地
帯
で
囲
ま
れ
て
い
る
日

本
の
国
土
か
ら
生
ま
れ
た
原
始
信
仰
と
関
わ
る
。
葬
送
を
「
野
辺
送
り
」「
山
送
り
」
と
い
う
が
、
山
は
古
来
よ
り
神
が
降
臨
す

る
神
域
で
死
者
の
魂
が
向
か
う
所
と
さ
れ
て
き
た（

（（
（

。」
と
述
べ
て
お
り
、
永
松
敦
は
、「
柳
田
國
男
以
後
、
山
の
神
は
祖
霊
信
仰
の

中
核
を
な
す
存
在
と
し
て
語
ら
れ
、
死
後
の
霊
が
山
に
登
り
山
の
神
と
な
り
、
そ
れ
が
、
盆
や
正
月
、
或
い
は
、
地
域
の
人
々
の

要
求
に
応
じ
て
山
と
里
と
を
往
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
」
に
対
し
て
、「
も
う
一
つ
は
、
狩
猟
や
焼
畑
な
ど
の
生

業
に
関
わ
る
神
と
し
て
の
考
え
方
で
あ
る
。
前
者
（
※
柳
田
説
の
祖
霊
信
仰
）
は
、
民
俗
学
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
山
が
死
霊
の
溜

ま
り
場
と
な
っ
て
祖
霊
と
な
り
、
そ
れ
が
山
の
神
と
昇
華
し
て
霊
場
信
仰
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
（
※
永
松
説
）

は
、
近
年
、
研
究
の
進
展
を
見
た
狩
猟
や
焼
畑
と
い
っ
た
稲
作
農
耕
以
外
の
生
業
に
ま
つ
わ
る
神
が
水
稲
耕
作
に
か
か
わ
る
民
俗

神
よ
り
も
早
く
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
で
あ
る（

（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。

　　

上
代
日
本
人
に
と
っ
て
ホ
ト
ケ
（
死
者
）
の
供
養
と
は
、
神
道
的
な
習
俗
と
し
て
の
「
た
ま
し
ず
め
（
魂
鎮
め
、
呪
鎮
）」
で
あ

り
、
そ
の
霊
前
で
「
子
孫
に
ま
が
ご
と
（
禍
事
）
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
、
は
る
か
天
上
よ
り
お
見
護
り
く
だ
さ
い
」
と
祈
る
儀
式
で
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あ
っ
た
。
死
後
の
あ
る
期
間
ま
で
は
「
ホ
ト
ケ
」
と
し
て
畏
れ
ら
れ
（
供
養
さ
れ
）、
祖
霊
や
氏
神
と
な
っ
て
か
ら
は
「
カ
ミ
」、

そ
れ
は
神
（
か
み
）
の
概
念
と
い
う
よ
り
天
上
・
上
座
な
ど
尊
称
の
上
（
カ
ミ
、
ウ
へ
）
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

従
来
、
と
も
す
る
と
直
感
や
当
て
推
量
に
よ
る
解
釈
に
流
れ
や
す
い
言
霊
研
究
と
一
線
を
画
し
て
、
和
語
を
一
音
節
ご
と
の

形
態
素
子
と
と
ら
え
、
そ
の
二
階
層
（
組
み
合
わ
せ
）
レ
ベ
ル
で
あ
る
単
語
の
意
味
を
さ
ぐ
る
素
語
理
論
の
研
究
者
・
野
村
玄

良
は
、「
素
語
一
覧
解
説（

（（
（

」
で
、「
神
」
＝
「
カ
・
固
・
堅
・
強
固
・
威
力
」
＋
「
ミ
・
身
・
実
・
実
体
（
乙
類
）」
で
、「
カ
ミ
」

の
原
始
の
意
味
は
「
雷
神
・
カ
ミ
」
そ
の
も
の
で
「
強
固
な
威
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
示
す
実
体
」
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

上
代
日
本
人
は
、
目
に
見
え
な
い
幽
身
（
か
す
か
・
み
）、
隠
身
（
か
く
り
・
み
）
で
あ
る
「
カ
ミ
」
の
存
在
を
、
闇
を
貫
く
稲
妻
の

閃
光
、
轟
く
雷
鳴
と
落
雷
の
響
き
な
ど
、
自
然
の
脅
威
と
し
て
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
雷
（
カ
ミ
ナ
リ
）
と
は
神
鳴
り
（
カ
ミ
ナ

リ
）、
す
な
わ
ち
神
（
カ
ミ
）
の
音
連
れ
（
オ
ト
ヅ
レ
）
＝
来
訪
の
意
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
上
・
カ
ミ
」
は
「
ウ
へ
」
と
も
い
う
。「
ウ
へ
」
は
「
ウ
・
∩
形
」
＋
「
ヘ
・
辺
・
縁
（
ヘ
リ
）」
で
、
人
体
で
一
番
高

い
と
こ
ろ
で
湾
曲
「
∩
形
」
し
て
い
る
頭
の
天
辺
（
テ
ッ
ペ
ン
＝
テ
ン
ペ
ン
）
で
あ
り
、「
そ
こ
の
辺
り
」
が
「
上
・
ウ
へ
」
の
表
現

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
敬
い
仰
ぎ
見
る
存
在
を
い
う
。

　

和
語
の
「
け
が
れ
（
気
枯
れ
・
穢
れ
）」
は
、「
正
大
の
気
」
が
枯
れ
た
（
不
足
し
た
）
状
態
を
表
す
こ
と
ば
だ
が
、
い
っ
た
ん
「
け
が

れ
」
た
身
心
を
洗
い
清
め
る
た
め
に
は
、「
は
ら
ひ
」（
祓
ひ
：
ケ
ガ
レ
を
ハ
レ
に
転
化
す
る
儀
式
）
と
「
み
そ
ぎ
」（
身
削
ぎ
・
禊
ぎ
：
自
ら
の

罪
を
差
し
出
し
て
贖
う
儀
式
、
精
進
潔
斎
）
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
い
う
「
つ
み
（
罪
）」
の
原
義
は
、
ま
こ
と
（
眞
・
誠
・
全
事
・
丸
事
）

を
「
つ
つ
み
か
く
す
（
包
み
隠
す
）」
こ
と
で
あ
る
。「
清
明
心
（
せ
い
め
い
し
ん
）」
の
訓
読
み
で
あ
る
「
き
よ
（
清
）
き
・
あ
か
（
明
）

き
」
心
と
は
、
自
ら
の
心
こ
こ
ろ
の
な
か
（
中
身
）
を
「
つ
つ
み
か
く
さ
ず
（
包
み
隠
さ
ず
）」、
た
と
え
ば
太
陽
神
で
あ
る
「
お
天
道

様
（
カ
ミ
）」
の
前
で
す
べ
て
さ
ら
け
出
し
、
う
そ
偽
り
の
な
い
「
ま
ご
こ
ろ
（
真
心
）」
を
示
す
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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五　

親
鸞
聖
人
の
仏
（
ブ
ツ
）、
恵
信
尼
の
仏
（
ほ
と
け
）

　
「
三
帖
和
讃
」（
正
像
末
和
讃
）
に
あ
る
よ
う
に
、
親
鸞
は
当
時
す
で
に
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
「
ほ
と
け
（
ホ
ト
ケ
）」
と
い
う

呼
称
に
つ
い
て
、
か
な
り
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

善
光
寺
の
如
来
の
／
わ
れ
ら
を
あ
は
れ
み
ま
し
ま
し
て
／
な
に
は
の
う
ら
に
き
た
り
ま
す
／
御
名
を
も
し
ら
ぬ
守
屋
に
て

そ
の
と
き
ほ
と
を
り
け
と
ま
う
し
け
る
／
疫
癘
ア
る
い
は
こ
の
ゆ
ゑ
と
／
守
屋
が
た
ぐ
ひ
は
み
な
と
も
に
／
ほ
と
ほ
り
け
と

ぞ
ま
う
し
け
る

や
す
く
す
す
め
ん
た
め
に
と
て
／
ほ
と
け
と
守
屋
が
ま
う
す
ゆ
ゑ
／
と
き
の
外
道
み
な
と
も
に
／
如
来
を
ほ
と
け
と
さ
だ
め

た
り

こ
の
世
の
仏
法
の
ひ
と
は
み
な
／
守
屋
が
こ
と
ば
を
も
と
と
し
て
／
ほ
と
け
と
ま
う
す
を
た
の
み
に
て
／
僧
ぞ
法
師
は
い
や

し
め
り

弓
削
の
守
屋
の
大
連
（
お
ほ
む
ら
じ
）
／
邪
見
き
は
ま
り
な
き
ゆ
ゑ
に
／
よ
ろ
ず
の
も
の
を
す
す
め
ん
と
／
や
す
く
ほ
と
け
と

ま
う
し
け
り（

（（
（

　　

早
島
鏡
正
は
、
五
首
の
大
意
を
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
要
約（

（（
（

し
て
い
る
。

　

六
世
紀
半
ば
、
わ
が
国
に
仏
教
が
伝
来
し
た
欽
明
天
皇
の
時
代
、
異
国
の
教
え
で
あ
る
仏
教
を
巡
っ
て
、
排
仏
派
の
物
部
守
屋

が
崇
仏
派
の
蘇
我
稲
目
と
対
立
し
た
。
そ
の
こ
ろ
疫
病
が
流
行
し
て
、
多
く
の
使
者
が
出
た
の
は
神
の
祟
り
だ
と
考
え
た
守
屋
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が
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
を
経
て
大
坂
（
大
阪
）
に
着
い
た
善
光
寺
の
如
来
（
一
光
三
尊
仏
の
阿
弥
陀
如
来
）
に
触
る
と
大
変
熱
を
持
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
如
来
を
そ
し
っ
て
「
ほ
と
を
り
け
（
※
ほ
と
ほ
り
け
）」（
熱
気
）
と
呼
ん
だ
。
そ
の
後
の
仏
教
徒
た
ち
も
守
屋
の

言
葉
に
従
い
、
仏
を
「
ほ
と
を
り
け
」、
次
い
で
「
ほ
と
け
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ま
の
世
に
お
い
て
僧
侶
を
軽
蔑
す
る

悪
習
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
排
仏
派
の
守
屋
の
邪
険
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
、
と
。

　

早
島
は
、「
し
た
が
っ
て
、
聖
人
の
著
作
を
通
し
て
、
仏
は
「
ブ
チ
」「
ブ
ツ
」
と
よ
み
、「
ホ
ト
ケ
」
と
は
よ
ん
で
お
ら
れ
ま

せ
ん
。」
と
書
い
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
漢
籍
に
通
じ
、
漢
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
漢
音
訳
）
を
大
切
に
し
た
親
鸞
は
、「
ホ

ト
ケ
」
と
呼
ば
な
か
っ
た
。
和
讃
の
送
り
仮
名
、
注
釈
の
左
訓
に
は
、
仏
典
（
漢
文
）
の
書
下
し
の
よ
う
に
、
平
仮
名
で
は
な
く

す
べ
て
片
仮
名
を
用
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
親
鸞
の
妻
・
恵
信
尼
が
書
い
た
手
紙
、「
恵
信
尼
消
息
」（
親
鸞
の
訃
報
に
接
し
て
、
京
都
に
住
む
末
娘
の
覚
信
尼
に
宛
て
て
書

か
れ
た
手
紙
＝
第
三
通
）
の
中
で
は
、「
佛
（
仏
）」
を
「
ほ
と
け
」
と
訓
読
み
し
て
い
る
。
豪
族
の
娘
で
あ
る
恵
信
尼
は
、
当
時
と

し
て
は
高
い
教
養
の
持
ち
主
だ
が
、
平
仮
名
と
変
体
仮
名
を
ま
じ
え
た
手
紙
（
消
息
）
の
文
章
で
は
「
ブ
ツ
」
で
は
な
く
、
も
っ

ぱ
ら
「
ほ
と
け
」
と
書
い
て
い
る
。
※
カ
ッ
コ
内
は
、
現
代
語
訳
の
漢
字
、
□
は
文
字
の
か
す
れ
を
判
読
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

御
た
う
（
堂
）
の
ま
へ
に　

と
り
井
（
鳥
居
）
の
や
う
な
る
に　

よ
こ
さ
ま
に
わ
た
り
た
る
も
の
に　

ほ
と
け
（
仏
）
を
か
け

ま
ゐ
ら
せ
て
候
か　

一
た
い
（
体
）
ハ　

た
ゝ
ほ
と
け
（
仏
）
の
御
か
ほ
（
顔
）
に
て
ハ
わ
た
ら
せ
給
は
て　

た
ゝ
ひ
か
り

（
光
）
の
ま
（
真
）
中　

ほ
と
け
（
仏
）
の
つ
く
わ
う
（
頭
光
）
の
や
う
に
て　

ま
さ
し
き
御
か
た
ち
（
形
）
ハ　

み
へ
さ
せ
給

は
す　

た
ゝ
ひ
か
り
□
（
は
）
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給　

い
ま
一
た
い
（
体
）
ハ　

ま
さ
し
き
佛
（
ほ
と
け
）
の
御
か
ほ
（
顔
）

に
て
わ
た
ら
せ
給
候
し
か
は　

こ
れ
ハ
な
に
ほ
と
け
（
仏
）
に
て
わ
た
ら
せ
給
そ
と
申
候
へ
ハ　

人
ハ
な
に
人
と
も
お
ほ
え

す　

あ
の
ひ
か
り
は
か
り
に
て
わ
た
ら
せ
給
は　

あ
れ
こ
そ
ほ
う
ね
ん
（
法
然
）
上
人
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ　

せ
い
し
ほ
さ
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つ
（
勢
至
菩
薩
）
に
て
わ
た
ら
せ
給
そ
か
し（

（（
（

（
後
略
）

　　
「
恵
信
尼
文
書
」（
西
本
願
寺
宝
物
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
原
文
の
複
製
）
か
ら
本
稿
に
引
用
し
た
二
行
目
と
三
行
目
に
あ
る
「
ほ
と
け
」

の
一
字
目
（「
ほ
」）
は
、
変
体
仮
名
の
「
本
」
の
崩
し
字
で
「
ほ
」
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
や
は
り
六
行
目
の
文
字
は
「
佛
」

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
前
後
の
文
脈
と
用
例
か
ら
考
え
て
「
ほ
と
け
」
と
い
う
読
み
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、
光
の
中
に
現
れ
た
一
体
の
「
佛
（
ほ
と
け
）
の
御
か
ほ
（
顔
）」
は
勢
至
菩
薩
の
（
生
ま
れ
変
わ
り
）

法
然
上
人
で
あ
る
、
そ
し
て
も
う
一
体
は
観
音
菩
薩
の
（
生
ま
れ
変
わ
り
）
善
信
の
御
房
、
す
な
わ
ち
親
鸞
聖
人
と
言
わ
れ
、
驚
い

た
途
端
に
夢
か
ら
覚
め
た
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
恵
心
尼
は
夢
の
中
で
、
光
に
包
ま
れ
た
「
ほ
と
け
（
佛
）
の
御
顔
（
か
ほ
）」
に
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
の
「
面
影
」

を
見
た
の
で
あ
る
。
松
岡
正
剛
は
「
面
影
を
追
う
こ
と
は
実
体
を
追
う
こ
と
よ
り
本
質
的
な
も
の
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
の
で
は

な
い
か（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
柳
田
國
男
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
明
ら
か
に
し
た
「
三
十
三
回
忌
な
ど
の
供
養
満
了
を
も
っ
て

「
ホ
ト
ケ
」
は
「
カ
ミ
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
（
神
霊
化
）」
祖
霊
（
亡
き
父
母
、
祖
父
母
）
の
面
影
を
、
白
川
静
の
辞
書
に
も
「
釈
迦
、

ま
た
そ
の
像
を
い
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
の
温
顔
、
慈
眼
に
「
生
き
写
し
（
重
ね
合
わ
せ
）」

て
、
偲
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

あ
る
い
は
、
柳
田
民
俗
学
で
い
う
「
死
者
＝
ホ
ト
ケ
」
か
ら
、
や
が
て
天
上
（
地
上
、
山
上
、
海
上
）
他
界
か
ら
子
孫
を
見
守
る

「
祖
霊
（
守
護
者
）」
の
イ
メ
ー
ジ
を
仏
教
の
「
佛
陀
（
漢
語
）」
に
重
ね
合
わ
せ
て
、「
ほ
と
け
（
和
語
）」
と
い
う
呼
び
名
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
そ
れ
ま
で
「
カ
ミ
（
神
）」
と
い
え
ば
、
稲
妻
を
光
ら
せ
る
雷
鳴
の
轟
き
や
、
神
域
や
神
木
の
依
り
代
な
ど
、
目
に
見

え
な
い
存
在
と
し
て
「
感
じ
て
き
た
」
上
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
仏
教
伝
来
と
と
も
に
異
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
の
柔
和
な
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表
情
や
フ
ォ
ル
ム
な
ど
の
具
象
性
は
、
遥
か
遠
い
昔
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
「
新
し
い
依
り
代
」
と
し
て
、
新
鮮
な
驚
き
を
も
っ

て
迎
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

六　
「
ほ
と
け
」
の
身
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
素
語
理
論
の
分
析

　

和
語
の
淵
源
は
、
上
古
代
日
本
人
の
口
承
文
化
を
育
ん
だ
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
声
語
、
擬
態
語
）
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
言
で
い

う
と
〈
か
ら
だ
こ
と
ば
〉
で
あ
る
。
目
に
映
る
姿
か
た
ち
や
動
き
の
様
子
、
耳
に
届
く
風
の
音
や
鳥
の
鳴
き
声
な
ど
、
同
じ
土
地

で
暮
ら
し
、
同
じ
体
格
の
人
々
が
と
も
に
も
つ
生
活
感
覚
、
あ
る
い
は
暗
黙
知
を
こ
と
ば
と
し
て
共
感
す
る
、
そ
れ
が
〈
か
ら
だ

こ
と
ば
〉
で
あ
る
。

　

野
口
体
操
の
創
始
者
・
野
口
三
千
三
は
、「
無
理
な
緊
張
を
取
り
去
る
技
術
」
の
基
本
は
、
か
ら
だ
を
「
ゆ
る
め
る
（
弛
・
緩
）。

ほ
ぐ
す
（
解
・
放
）」
と
い
う
こ
と
の
実
感
を
つ
か
む
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
和
語
の
「
ほ
」
の
身
体
感
覚
、「
ほ
ど
き
」
の
自
動

詞
形
で
あ
る
「
ほ
ど
け
」
に
注
目
し
て
い
る
。

　

　
「
ほ
ぐ
し
」
は
「
ほ
ど
き
・
ほ
ご
し
」
と
同
じ
コ
ト
バ
で
あ
る
。「
ほ
ど
き
」
は
も
と
も
と
「
ほ
と
き
」
と
同
音
で
、「
ほ
」

の
状
態
に
な
る
よ
う
に
解
く
こ
と
で
あ
る
。

　

和
語
の
「
ほ
」
は
、
漢
字
を
利
用
し
て
い
え
ば
「
火
・
炎
・
穂
・
呆
・
包
・
豊
・
放
・
惚
」
で
あ
る
。
小
さ
な
穴
・
空
い

て
い
る
所
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
が
固
ま
っ
て
い
な
い
も
の
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。「
と
き
」
は
「
解
・
溶
・

融
・
釈
・
説
・
時
」
で
あ
る
。「
ほ
ど
き
」
の
自
動
詞
形
は
「
ほ
ど
け
」
で
、
も
と
も
と
は
「
ほ
と
け
」
で
あ
っ
た
こ
の
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「
ほ
と
け
」
こ
そ
、
実
は
「
仏
（
ほ
と
け
）」
の
語
源
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
「
か
ら
だ
を
ほ
ぐ
す
こ
と
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
仏
と
は
何
か
を
探
り
求
め
る
営
み
を
体
操
と
い
う
」
と
本
気
で
考
え
、
い
ろ
い
ろ
の
動
き
を
探
り
検
し
て
い
る（

（（
（

。

　　

野
口
体
操
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
ほ
」（
身
体
感
覚
）
＋
「
と
け
」（
動
き
）
の
体
感
に
よ
っ
て
「
ほ
と
け
」
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
漢
字
の
字
母
が
い
ま
に
伝
え
る
響
き
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
借
り
る
と
す
れ
ば
、
火
融
、
呆
時
、
包
溶
、
豊
釈
（
説
）、

放
解
も
ま
た
、「
ほ
と
け
」
の
営
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　　

と
こ
ろ
で
、
前
引
し
た
田
ノ
倉
亮
爾
の
論
文
で
は
、「
ほ
と
・
け
」
の
「
け
」
の
語
源
が
未
解
決
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
白
川

静
の
辞
書
に
お
い
て
も
、「
ほ
と
」
が
そ
の
音
で
あ
る
が
「
け
」
を
そ
え
た
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

木
・
気
・
家
・
化
（
化
身
）・
ケ
（
接
尾
辞
）
な
ど
を
、「
け
」
に
当
て
は
め
て
考
察
を
試
み
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
納
得
で
き
る
説

明
に
は
至
ら
な
か
っ
た（

（（
（

。

　

野
村
玄
良
は
「
ほ
と
＋
け
」
で
は
な
く
、「
ほ
＋
と
＋
け
」
を
一
音
節
ご
と
の
形
態
素
子
と
と
ら
え
、
そ
の
二
階
層
（
組
み
合
わ

せ
）
レ
ベ
ル
で
あ
る
単
語
の
意
味
を
さ
ぐ
る
素
語
理
論
の
研
究
を
通
じ
て
、「
ほ
・
と
・
け
」
を
人
体
語
（
か
ら
だ
こ
と
ば
）
の
観
点

か
ら
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

野
村
の
「
概
念
辞
書（

（（
（

」（
素
語
の
六
分
類
）
で
は
、
和
語
の
基
底
的
な
一
音
節
・
素
語
（
形
態
素
子
）
を
、
そ
の
意
味
形
態
に
よ
っ

て
、
①
人
体
部
位
（
身
体
部
位
）
語
、
②
人
体
動
作
（
身
体
部
位
の
行
為
）
語
、
③
人
体
物
性
（
身
体
感
覚
）
語
、
④
人
間
関
係
（
人
間

カ
テ
ゴ
リ
ー
）
語
、
⑤
形
状
（
視
覚
把
捉
）
語
、
⑥
抽
象
（
理
知
概
念
化
）
語
と
い
う
、
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
類
別
し
て
い
る
。

　

人
体
部
位
（
頬
の
形
態
）
語
で
あ
る
「
ホ
」
は
〈
膨
ら
ん
で
大
き
く
な
る
も
の
・
空
洞
・
穂
・
帆
・
火
・
掘
〉
で
あ
り
、
人
体

動
作
（
留
保
の
形
態
）
語
で
あ
る
「
ト
（
乙
類
）」
は
〈
取
る
・
採
る
・
獲
る
・
留
め
る
・
止
め
る
〉
で
あ
り
、
人
体
部
位
（
毛
の
形
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態
）
で
あ
る
「
ケ
（
乙
類
）」
は
〈
眼
に
見
え
な
い
・
消
え
〉
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
三
つ
の
形
態
素
が
示
す
和
語
「
ホ
ト
ケ
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
野
村
に
電
子
メ
ー
ル
で
直
接
問
い
合
わ
せ
と
こ
ろ
、
次
の

よ
う
な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
上
代
日
本
に
お
け
る
「
ほ
と
け
」
の
と
ら
え
方
を
解
明
す
る
重
要
な
鍵
と
な
る
資
料
で
あ
る
。
私

信
メ
ー
ル
で
あ
る
が
、
許
可
を
得
て
こ
こ
に
引
用
す
る
。

　

「
ほ
と
け
」
の
語
義
分
析
の
件
。
日
本
書
紀
に
真
仮
名
（
万
葉
仮
名
）
で
文
献
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
ほ
＝
膨
ら
み
張
り
詰
め
た
形
態
」
＋
「
と
＝
留
め
る
形
態
（
乙
類
）」
＋
「
け
＝
消
え
（
乙
類
）」
故
に
、「
活
力
あ
る
人
体
の

形
態
が
消
え
去
っ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
す
語
」
即
ち
「
人
体
を
か
た
ど
っ
た
偶
像
・
仏
像
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
活

力
を
失
っ
た
死
体
を
も
意
味
す
る
意
味
構
造
」
で
す
。
柳
田
國
男
説
は
舌
足
ら
ず
で
す
が
、
正
し
い
と
考
え
ま
す
。
明
ら
か

に
「
ほ
と
け
」
は
伝
統
の
日
本
語
の
「
和
語
」
で
あ
り
ま
す
。

　　

先
に
、
私
見
と
し
て
①
三
十
三
回
忌
等
の
供
養
満
了
を
も
っ
て
ホ
ト
ケ
は
カ
ミ
と
し
て
祭
ら
れ
る
祖
霊
（
カ
ミ
）
の
面
影
を
、

朝
鮮
半
島
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
の
姿
形
に
生
き
写
し
て
偲
ん
だ
、
あ
る
い
は
、
②
や
が
て
天
上
他
界
か
ら
子
孫
を
見
守
る

存
在
と
な
る
祖
霊
（
守
護
者
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
仏
教
の
「
佛
陀
」
に
重
ね
合
わ
せ
、「
ほ
と
け
」
と
い
う
呼
び
名
を
用
い
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。

　

こ
れ
は
、
先
に
田
ノ
倉
亮
爾
、
白
川
静
ら
が
未
解
決
と
し
た
「
ほ
と
・
け
」
の
「
け
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
①
「
野
口
三
千
三

の
身
体
論
（
動
作
＝
自
動
詞
の
活
用
変
化
）
に
よ
る
「
ほ
ど
き
（
ほ
と
き
）
→
ほ
ど
け
（
ほ
と
け
）」
と
す
る
解
釈
、
②
野
村
玄

良
の
人
体
部
位
（
ホ
）・
人
体
動
作
（
ト
＝
乙
類
）・
人
体
部
位
（
ケ
＝
乙
類
）
の
語
義
解
釈
に
よ
る
「
人
体
を
か
た
ど
っ
た
偶
像
・
仏

像
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
活
力
を
失
っ
た
死
体
を
も
意
味
す
る
」
と
す
る
解
釈
が
、
そ
の
答
え
の
一
つ
に
な
る
と
思
う
。
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七　

お
わ
り
に

　

宮
田
登
は
、
論
文
「「
神
と
仏
」
─
民
俗
宗
教
の
基
本
的
な
理
解

（
（（
（─
」
で
、「
古
代
の
ホ
ト
ケ
の
流
れ
が
、
中
世
の
ホ
ト
ケ

に
及
ん
で
い
る
」
と
い
う
有
賀
の
説
明
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
柳
田
が
中
世
の
ホ
ト
キ
か
ら
ホ
ト
ケ
へ
の
プ
ロ
セ
ス
に

固
執
し
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

　

こ
の
点
を
有
賀
は
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
変
ら
れ
た
民
間
の
風
習
や
日
本
人
の
考
え
方
に
よ
っ

て
日
本
文
化
の
特
質
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
柳
田
國
男
が
考
え
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
視
点
に
対
し
て
有
賀
の
立
場
は
ど
う
か
と
い
う
と
、「
仏
教
が
日
本
へ
土
着
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
と

い
う
こ
と
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
日
本
文
化
の
伝
統
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う（

（（
（

」
と
い
う
の
で
あ

り
、
柳
田
と
有
賀
の
間
に
は
基
本
的
理
解
の
差
が
あ
っ
た
。

　

仏
教
の
日
本
化
と
い
う
課
題
は
、
仏
教
民
俗
の
領
域
の
主
題
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
仏
教
の
特
殊
性
と
普
遍
性
が
、
パ

ラ
レ
ル
に
民
俗
文
化
の
中
に
発
現
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　　

本
稿
の
は
じ
め
に
、
仏
教
の
「
仏
陀
（
覚
者
）」
と
い
う
宗
教
的
概
念
が
、「
ほ
と
け
」
と
い
う
和
語
と
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
わ
が
国
に
仏
教
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
日
本
的
な
習
俗
、
あ
る
い
は
日
本
文
化
の
仏
教
化
）
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
た
。
こ
れ

は
、
宮
田
が
い
う
よ
う
に
「
仏
教
の
特
殊
性
と
普
遍
性
」
が
、
上
古
代
日
本
の
伝
統
的
か
つ
原
始
宗
教
的
な
カ
ミ
信
仰
（
習
俗
）

と
の
間
に
葛
藤
（
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
排
仏
派
の
物
部
氏
の
抗
争
な
ど
）
を
持
ち
な
が
ら
も
、
や
が
て
カ
ミ
（
神
）
と
ホ
ト
ケ
（
仏
）
と
い
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う
二
つ
の
概
念
が
、
日
本
の
民
俗
文
化
（
民
俗
信
仰
）
の
中
に
パ
ラ
レ
ル
に
発
現
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
来
、
和
語
の
「
ほ
と
け
」
に
は
「
覚
者
」
と
い
う
意
味
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ

「
仏
（
仏
陀
）」
に
「
ほ
と
け
」
と
い
う
訓
読
み
を
当
て
た
の
か
。
筆
者
は
、
和
語
「
ほ
ど
く
／
ほ
ど
け
る
」、「
と
く
／
と
け
る
」

の
語
義
に
、
そ
れ
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
と
考
え
た
。

　　

ま
ず
、「
ほ
ど
き
」
の
自
動
詞
形
「
ほ
ど
け
」
が
「
ほ
と
け
（
解
け
）」
の
語
源
で
あ
る
と
と
ら
え
た
野
口
の
身
体
論
は
、
あ
ら

ゆ
る
束
縛
か
ら
の
「
ほ
ど
け
（
解
け
）」
が
、
肉
体
の
滅
失
（
死
後
の
解
放
＝
体
失
往
生
）
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
野
口
体
操
な
ど

で
身
心
を
「
ゆ
る
す
／
ゆ
る
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
生
き
身
、
丸
ご
と
の
「
ほ
ど
け
（
身
心
の
解
放
＝
不
体
失
往
生
）」
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
永
遠
の
「
ほ
ど
け
」
を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
、
一
瞬
一
瞬
の
「
ほ
ど
け
」
を
大
切
に
し
て
、
そ

の
ひ
と
つ
ら
な
り
を
体
感
し
て
生
き
る
〈
か
ら
だ
こ
と
ば
〉
を
「
仏
」
に
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。

　

他
動
詞
の
「
と
く
／
ほ
ど
く
、
ゆ
る
す
／
ゆ
る
め
る
」
に
は
、
固
く
縛
っ
た
靴
の
紐
を
自
力
で
解
（
と
）
く
・
解
（
ほ
ど
）
く
、

自
分
の
意
思
で
相
手
を
許
（
ゆ
る
）
す
、
か
ら
だ
を
緩
（
ゆ
る
）
め
る
努
力
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
動
詞
の

「
と
け
る
／
ほ
ど
け
（
る
）
／
ゆ
る
む
」
に
は
、
靴
の
紐
が
自
然
に
解
（
ほ
ど
）
け
て
し
ま
っ
た
、
気
が
つ
い
た
ら
か
ら
だ
が
緩
（
ゆ

る
）
ん
で
い
た
な
ど
、
無
意
識
（
他
力
）
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
自
力
で
心
身
の
自
縄
自
縛
を
「
ほ
ど
（
解
）
く
」
の
か
、
あ
る

い
は
自
力
を
頼
む
執
着
を
「
は
な
（
放
）」
ち
、
自
然
に
「
ほ
ど
け
（
解
）
る
」
は
か
ら
い
に
任
せ
る
の
か
の
違
い
で
あ
る
。
同
じ

よ
う
に
、
自
分
の
意
志
や
努
力
で
「
ゆ
る
す
（
許
す
、
赦
す
）・
ゆ
る
め
る
（
弛
め
る
、
緩
め
る
）」
と
、
自
然
に
（
無
理
な
く
）「
ゆ
る
む

（
弛
む
、
緩
む
）
→
ゆ
る
ん
だ
」
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　　

も
う
ひ
と
つ
、
野
口
は
「
ほ
ど
く
／
ほ
ど
け
る
」
か
ら
派
生
し
た
と
い
わ
れ
る
「
と
く
／
と
け
る
」
に
つ
い
て
、「
と
き
」
に
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「
解
・
溶
・
融
・
釈
・
説
・
時
」
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
、
泉
原
省
二
は
、「
と
く
」
に
は
【
か
た
く
強
張
っ
た
も
の
を
、

ふ
わ
っ
と
「
ほ
ぐ
す
・
や
わ
ら
げ
る
・
や
さ
し
く
す
る
」、「
硬
く
張
り
つ
め
て
い
た
心
が
、
柔
ら
か
く
、
和
ら
ぐ
」
な
ど
の
働
き

が
あ
る（

（（
（

】
と
し
て
、「
と
く
／
と
け
る
」「
ほ
ど
く
／
ほ
ど
け
る
」
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　

解
（
と
）
く
：
難
（
か
た
）
く
難
し
い
問
題
の
答
え
を
見
つ
け
る
。
／
溶
（
と
）
く
：
固
（
か
た
）
く
固
ま
っ
て
い
た
も
の
が
水

に
な
じ
む
。
／
説
（
と
）
く
：
理
解
し
難
（
が
た
）
い
考
え
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
／
梳
（
す
）
く
：
硬
（
か
た
）
く
強
張
っ

た
髪
に
空
気
を
入
れ
て
柔
ら
か
く
す
る
。
／
熔
（
と
）
／
鎔
（
と
）
／
融
（
と
）
＋
け
る
：
金
属
な
ど
が
扱
い
や
す
く
な
る
。

／
ほ
ど
く
：
解
（
ほ
ど
）
く
／
ほ
ど
け
る
：
解
（
ほ
ど
）
け
る

　　

た
と
え
ば
、〈
か
ら
だ
こ
と
ば
〉
の
「
と
け
る
」
を
「
溶
け
る
」
と
用
い
れ
ば
、
み
ん
な
同
じ
五
つ
の
化
学
文
字
（
Ａ
、
Ｇ
、
Ｔ
、

Ｃ
、
Ｕ
の
塩
基
配
列
）
で
書
か
れ
た
「
現
し
世
の
か
ら
だ
（
物
質
）」、
つ
ま
り
「
星
の
か
け
ら
」（
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
り
と
し
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
基
本
的
な
構
成
物
質
）
に
溶
融
す
る
カ
ミ
の
〈
い
の
ち
〉、
あ
る
い
は
時
空
を
超
え
て
遍
在
す
る
カ
ミ
の
〈
い
の
ち
〉
と

観
じ
た
上
古
代
日
本
人
の
心
性
は
、
仏
教
が
説
く
「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
（
悉
有
仏
性
）」
と
い
う
世
界
観
を
、
既
知
の
も
の

（
意
識
下
の
暗
黙
知
）
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
六
世
紀
以
降
、
日
本
文
化
（
習
俗
）
の
仏
教
化
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
受
容
さ
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ

に
、
和
語
「
ほ
ど
く
／
ほ
ど
け
る
」、「
と
く
／
と
け
る
」
の
源
流
を
か
た
ち
づ
く
っ
た
〈
か
ら
だ
こ
と
ば
〉、
す
な
わ
ち
「
ひ
ら

が
な
」
の
土
壌
（
精
神
文
化
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

　

筆
者
は
、
十
数
年
前
か
ら
「
た
め
息
健
康
法（

（（
（

」
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
は
意
識
し
て
「
つ
（
吐
）
く
」
た
め
息
で
は
な
く
、

思
わ
ず
（
無
意
識
に
）「
出
る
」（
洩
れ
る
）
た
め
息
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
息
こ
そ
が
、
身
心
と
も
に
「
息
（
生
き
）
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詰
ま
っ
た
」
と
き
、
最
後
に
残
さ
れ
た
「
息
（
生
き
）
抜
く
」
知
恵
で
あ
り
、
悲
し
み
や
苦
し
さ
で
内
側
に
閉
ざ
さ
れ
た
（
内
転
屈

曲
、
拒
否
の
姿
勢
）
か
ら
だ
を
、
楽
し
く
嬉
し
い
（
外
展
伸
張
、
受
容
の
姿
勢
）
か
ら
だ
に
拓
く
無
意
識
の
身
体
技
法
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　

ど
の
よ
う
に
深
い
悲
し
み
や
つ
ら
い
苦
し
み
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
が
ん
ば
る
肩
の
力
を
抜
き
、
大
き
な
た

め
息
を
つ
け
ば
、
身
体
の
深
奥
か
ら
ゆ
る
み
が
広
が
り
、
内
な
る
心
が
解
き
放
た
れ
る
。

　
「
ふ
っ
と
た
め
息
、
ほ
っ
と
ひ
と
息
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
ふ
っ
と
つ
く
た
め
息
で
「
か
ら
だ
」
が
ゆ
る
み
（
緩
み
）、

ほ
っ
と
つ
く
ひ
と
息
で
「
こ
こ
ろ
」
が
ほ
ど
け
る
（
解
け
る
）
の
で
、
身
心
と
も
に
「
ご
く
（
極
）
ら
く
（
楽
）」
に
な
る
。
つ
ま

り
、
自
力
で
は
得
ら
れ
な
い
他
力
の
〈
は
た
ら
き
〉
を
体
感
す
る
「
ほ
ど
け
」
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
が
、「
た
め
息
健
康
法
」
の

キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
。

　　

今
回
、
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、〈
か
ら
だ
こ
と
ば
〉
で
あ
る
「
と
く
」「
ほ
ど
く
」「
ゆ
る
す
」「
す
く
ふ
」
な
ど
の
和
語

た
ち
が
、
親
鸞
の
『
三
帖
和
讃
』、
あ
る
い
は
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
用
い
ら
れ
た
仏
教
用
語
（
中
国
語
）
の
解
説
を
、
上

代
・
中
古
に
お
け
る
日
本
人
の
心
性
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。
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（
（
） 
田
ノ
倉
亮
爾
「「
ほ
と
け
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
号
）、
一
九
九
〇
年
、
八
～
一
一
頁

（
2
） 
柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集
（（
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
九
頁

（
（
） 

有
賀
喜
左
衛
門
『
一
つ
の
日
本
文
化
論
』
未
来
社
、
五
頁
以
下

（
（
） 

白
川
静
『
字
通
』
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
七
五
四
頁

（
5
） 

白
川
静
『
字
訓
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
六
七
九
頁

（
6
） 

上
田
正
明
『
東
ア
ジ
ア
と
海
上
の
道
』
角
川
学
芸
出
版
、
一
九
九
九
年
、
二
九
～
三
一
頁

（
7
） 

白
川
静
・
梅
原
猛
『
呪
の
思
想
』
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
、
六
八
頁

（
8
） 

鶴
久
・
森
山
隆
編
『
万
葉
集
辞
典
』
桜
楓
社
、
一
九
七
七
年
、
二
二
〇
～
二
三
五
頁

（
9
） 

柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集
（（
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
二
頁

（
（0
） 

柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集
（（
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
七
〇
頁

（
（（
） 

柳
田
國
男
『
柳
田
國
男
全
集
（（
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
七
一
頁

（
（2
） 

丘
眞
奈
美
『
京
都
奇
才
物
語
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
四
～
一
四
五
頁

（
（（
） 

永
松
敦
「
山
の
神
信
仰
の
系
譜
」（
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
）
第
一
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
五
～
二
〇
六
頁

（
（（
） 

野
村
玄
良
『
日
本
語
の
意
味
の
構
造
』
文
芸
社
、
二
〇
〇
一
年
、
六
三
～
六
四
頁

（
（5
）
親
鸞
『
正
像
末
和
讃　

善
光
寺
讃
』
西
本
願
寺
版
「
浄
土
真
宗
聖
典
・
注
釈
版
」、
一
九
八
八
年
、
六
二
〇
頁

（
（6
）
早
島
鏡
正
『
正
像
末
和
讃　

親
鸞
の
宗
教
詩
』
春
秋
社
、
一
九
七
一
年
、
二
一
九
頁

（
（7
）
恵
信
尼
『
十
通
の
手
紙
（
恵
信
尼
文
書
）』
ゑ
し
ん
の
里
観
光
公
社
、（
第
三
通
、
原
文
と
現
代
語
訳
）

（
（8
）
松
岡
正
剛
『
神
仏
た
ち
の
秘
密　

日
本
の
面
影
の
源
流
を
解
く
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年
、
五
五
～
五
六
頁

（
（9
） 

野
口
三
千
三
『
野
口
体
操　

お
も
さ
に
貞
く
』
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
、
八
三
～
八
四
頁

（
20
） 

田
ノ
倉
亮
爾
「「
ほ
と
け
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
」（『
武
蔵
野
女
子
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
八
号
）、
一
九
九
〇
年
、
一
八
～
一
九
頁

（
2（
） 

野
村
玄
良
「
概
念
辞
書
」
素
語
の
六
分
類

 

（U
RL

＝http://gainen.hatenablog.com
/entry/20（5/0（/2（/0（57（9

）、
二
〇
一
五
年
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（
22
） 

宮
田
登
『
日
本
民
俗
文
化
体
系
』
（
「
神
と
仏
」
民
俗
宗
教
の
諸
相
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
一
八
頁

（
2（
） 

有
賀
喜
左
衛
門
『
一
つ
の
日
本
文
化
論
』
未
来
社
、
九
八
頁

（
2（
） 
泉
原
省
二
『「
と
く
／
ほ
ど
く
」
の
意
義
素
』
日
本
語
教
師
（
泉
原
省
二
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トU

RL

＝http://blog.livedoor.jp/s_izuha/ar-
chives/（5（070（.htm

l

）、
二
〇
一
一
年

（
25
） 

原
山
建
郎
『
身
心
や
わ
ら
か
健
康
法
』
光
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
～
三
四
頁

 

（
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
研
究
員
（
専
門
）和
語
で
と
ら
え
る
仏
教
的
身
体
論
）
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