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論　
　

文

狂
言
仏
師
物
考―

「
仏
師
」「
六
地
蔵
」「
金
津
」―稲　

　

田　
　

秀　
　

雄

IN
A
D
A
 H
ideo 

は
じ
め
に

　

に
せ
仏
師
（
す
っ
ぱ
＝
詐
欺
師
）
が
自
ら
仏
像
に
化
け
て
（
ま
た
は
我
が
子
を

仏
像
に
仕
立
て
て
）、
注
文
主
を
欺
き
代
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
試
み
る
狂
言
が

い
く
つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
を
仏
師
物
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る（

１
）。「
仏
師
」「
六
地
蔵
」

「
金
津
（
金
津
地
蔵（

２
））」

の
三
曲
が
そ
れ
で
、
す
べ
て
大
蔵
・
和
泉
両
流
の
現
行
曲

と
な
っ
て
い
る
。

　
「
仏
師
」
以
下
の
三
曲
は
、
い
ず
れ
も
中
世
狂
言
の
面
影
を
伝
え
る
天
正
狂
言

本
に
は
見
え
ず
、室
町
期
の
上
演
記
録
も
今
の
と
こ
ろ
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、天
正
狂
言
本
の
目
録
に
は
「
や
く
し
か
ひ
（
薬
師
買
ひ
）」「
け
づ
り
仏
」

と
い
っ
た
曲
名
が
見
え
て
お
り
（
両
者
と
も
本
文
は
な
し
）、
そ
れ
ぞ
れ
仏
像
を

買
う
こ
と
や
制
作
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
曲
名
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
か
た
ち

で
仏
師
（
ま
た
は
に
せ
仏
師
）
を
扱
っ
た
曲
は
室
町
期
か
ら
存
し
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

　
「
仏
師
」
は
こ
れ
ら
の
中
で
も
基
本
的
な
曲
と
い
え
よ
う（
３
）。

す
っ
ぱ
が
仏
師
の

名
を
か
た
り
、
自
ら
仏
像
に
化
け
る
と
い
う
構
想
の
最
も
単
純
な
か
た
ち
が
こ
の

曲
に
は
認
め
ら
れ
る
。

　

現
行
大
蔵
・
和
泉
両
流
共
通
の
粗
筋
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
一
間
四
面
の
持

仏
堂
を
建
立
し
た
田
舎
の
者
が
、
そ
の
本
尊
の
制
作
を
仏
師
に
依
頼
す
る
た
め
に

都
に
上
る
。
そ
こ
へ
「
真ま

仏
師
」
を
名
乗
る
す
っ
ぱ
が
現
れ
、
明
日
の
今
時
分
ま

で
に
吉
祥
天
女
像
を
作
る
こ
と
を
約
束
し
、
明
く
る
日
、
約
束
の
場
所
（
大
蔵
流

は
因
幡
堂
と
す
る
）
に
自
分
が
面
を
着
け
て
仏
像
に
化
け
、
立
っ
て
い
る
。
田
舎

の
者
は
そ
れ
を
拝
み
、
印
相
が
気
に
入
ら
な
い
と
言
っ
て
仏
師
を
呼
び
出
し
、
印

相
を
直
す
よ
う
に
要
求
す
る
。
仏
師
と
し
て
対
応
し
た
す
っ
ぱ
は
印
相
を
変
え
て

再
び
立
つ
が
、
田
舎
の
者
は
ま
た
気
に
入
ら
な
い
と
言
う
。
そ
れ
に
応
じ
、
す
っ

ぱ
は
何
度
も
仏
師
と
仏
像
に
成
り
変
わ
る
う
ち
に
、
つ
い
に
正
体
が
露
見
し
て
、

田
舎
の
者
に
追
わ
れ
る
。

　
「
仏
師
」
の
上
演
記
録
は
、
慶
長
八
年
四
月
七
日
、
二
条
城
に
お
け
る
徳
川
将

軍
宣
下
祝
賀
能
三
日
目
、
長
命
甚
六
（
徳
右
衛
門
）
に
よ
る
も
の
が
最
古
で
あ
る

（『
古
之
御
能
組
』）。
従
っ
て
、
本
曲
は
そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
大
蔵
・
和
泉
と
も
に
江
戸
初
期
以
降
の
主
要
な
台
本
に
見
え
、
鷺
流

に
も
仁
右
衛
門
派
・
伝
右
衛
門
派
と
も
に
あ
っ
た
。
群
小
流
派
の
台
本
と
目
さ
れ

る
狂
言
記
に
も
あ
る
。

　

こ
の
「
仏
師
」
の
構
想
を
基
本
的
に
踏
ま
え
つ
つ
、
化
け
る
仏
像
の
数
（
つ
ま

り
、
す
っ
ぱ
の
数
）
を
増
や
し
て
、
よ
り
賑
や
か
に
、
ま
た
動
き
を
複
雑
化
し
た

の
が
「
六
地
蔵
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
六
地
蔵
」
は
「
仏
師
」
の
直
接
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的
な
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
も
う
一
つ
の
「
金
津
」
は
、
発
端
部
こ
そ
共

通
す
る
も
の
の
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
仏
師
」「
六
地
蔵
」
と
は
全
く
異
な
る
展

開
・
結
末
を
も
つ
。

　

こ
の
三
曲
の
う
ち
、「
金
津
」
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
地
蔵
信
仰
と
の
関
連
を

説
く
藤
岡
道
子
氏
・
岩
崎
雅
彦
氏
の
論
考
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
が（
４
）、「
仏

師
」「
六
地
蔵
」
は
い
ま
だ
専
論
が
な
い
。
本
稿
で
は
、
仏
師
物
各
曲
の
問
題
と

と
も
に
、こ
れ
ら
の
曲
の
根
底
に
あ
る
「
仏
像
に
な
り
す
ま
す
」
と
い
う
構
想
（
演

出
）
及
び
そ
の
背
景
を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、「
仏
師
」
考

　

仏
師
物
は
共
通
の
発
端
部
を
も
つ
。
在
地
に
持
仏
堂
を
建
立
し
た
田
舎
の
者
が

仏
像
を
注
文
す
る
た
め
に
、
都
へ
上
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
発

端
部
と
同
じ
設
定
は
、「
末
広
が
り
」「
張
蛸
」「
目
近
」「
宝
の
槌
」「
鎧
」「
粟
田

口
」
の
よ
う
な
、
在
地
の
主
人
が
太
郎
冠
者
に
命
じ
て
、
都
に
様
々
な
物
を
買
い

に
行
か
せ
る
曲
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「
末
広
が
り
」「
張
蛸
」「
宝

の
槌
」「
粟
田
口
」
は
天
正
狂
言
本
に
も
記
載
が
あ
り
、
中
世
に
形
成
さ
れ
て
い

た
演
目
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
末
広
が
り
」
以
下
の
曲
で
は
、
概
ね
太
郎

冠
者
は
都
で
す
っ
ぱ
に
つ
か
ま
り
、
だ
ま
さ
れ
て
と
ん
で
も
な
い
物
を
買
わ
さ
れ

る
。
仏
師
物
各
曲
も
同
様
に
、
田
舎
者
は
仏
師
を
名
乗
る
す
っ
ぱ
に
呼
び
止
め
ら

れ
、
に
せ
仏
を
見
せ
ら
れ
る
（
買
わ
さ
れ
よ
う
と
す
る
）
こ
と
に
な
る
。

　

仏
師
物
が
「
末
広
が
り
」
の
よ
う
な
田
舎
者
を
都
の
す
っ
ぱ
が
欺
こ
う
と
す
る

曲
の
枠
組
み
を
利
用
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。そ
れ
ら
に
共
通
す
る「
都

に
お
け
る
買
い
物
の
失
敗
（
す
っ
ぱ
の
介
在
に
よ
る
）」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が

仏
師
物
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、す
っ
ぱ
は
仏
師
を
探
し
回
る
田
舎
者
に
声
を
掛
け
、自
ら
仏
師
と
名
乗
っ

て
、
注
文
に
応
じ
て
何
で
も
仏
を
作
っ
て
や
ろ
う
と
言
う
。
そ
こ
で
、
す
っ
ぱ
が

挙
げ
る
仏
像
の
候
補
を
「
仏
師
」
の
諸
流
台
本
に
よ
っ
て
見
る
と
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
【
大
蔵
流
】

　

虎
明
本　

に
わ
う
（
仁
王
）
↓
ざ
わ
う
（
蔵
王
）
↓
あ
ま
の
じ
や
く
（
天
の
邪

鬼
）
↓
吉
祥
天
女

　

虎
寛
本　

仁
王
↓
天
の
邪
鬼
↓
吉
祥
天
女

　

伊
藤
源
之
丞
本　

あ
ま
の
じ
や
こ
↓
仁
王
↓
吉
祥
天
女

　

虎
光
本　

仁
王
↓
天
の
邪
鬼
↓
吉
祥
天
女

　
【
和
泉
流
】

　

天
理
本　

仁
王
↓
大
黒
↓
十
王
↓
び
ん
づ
る
（
賓
頭
盧
）
↓
吉
祥
天
女

　

和
泉
家
古
本　

仁
王
↓
不
働
（
動
）
↓
び
ん
づ
る
↓
吉
祥
天
女

　

和
泉
流
秘
書　

仁
王
↓
あ
ま
の
じ
や
く
↓
吉
祥
天
女

　

古
典
文
庫
本　

仁
王
↓
海ア

マ
ノ
シ
ャ
ク若

（
天
の
邪
鬼
）
↓
吉
祥
天
女

　

狂
言
集
成
本　

仁
王
↓
天
の
邪
鬼
↓
吉
祥
天
女

　
【
鷺
流
】

　

寛
政
有
江
本　

不
動
↓
仁
王
↓
吉
祥
天
女

　

杭
全
本　

二
王
（
仁
王
）
↓
不
働
（
動
）
↓
吉
祥
天
女

　

賢
茂
五
番
綴
本　

二
王
（
仁
王
）
↓
不
働
（
動
）
↓
吉
祥
天
女

　

享
保
保
教
本　

仁
王
↓
不
動
↓
吉
祥
天
女

　

宝
暦
名
女
川
本　

二
王
（
仁
王
）
↓
不
動
↓
吉
祥
天
女

　
【
そ
の
他
】

　

狂
言
記　

愛
染
↓
文
殊

狂
言
記
以
外
は
、
最
終
的
に
吉
祥
天
女
像
を
作
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
が
、
候

補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
仏
の
種
類
は
流
儀
ご
と
に
や
や
相
違
が
あ
る
。
虎
明
本
に

「
あ
ま
の
じ
や
く
は　
「
な
ど
色
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
形
成
さ
れ
た
当
初
は
ア
ド

リ
ブ
も
交
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
仏
の
名
を
掲
げ
て
い
た
の
が
、
次
第
に
効
果
的
な
も

の
に
絞
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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網
掛
け
を
施
し
た
よ
う
に
、
狂
言
記
を
除
く
諸
流
の
主
た
る
台
本
で
は
、
候
補

の
中
に
必
ず
仁
王
が
出
て
く
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
博
奕
打
ち
が
仁

王
に
な
り
す
ま
し
て
賽
銭
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
内
容
の
狂
言
「
仁
王
」
と
の

関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

た
だ
し
、「
仁
王
」
と
「
仏
師
」
の
形
成
に
お
け
る
先
後
関
係
は
明
確
で
な
い
。

「
仁
王
」
も
、「
仏
師
」
と
同
様
に
天
正
狂
言
本
の
記
載
や
室
町
期
の
上
演
記
録
が

な
い
。
最
古
の
上
演
記
録
は
慶
長
十
二
年
二
月
十
六
日
の
も
の
で
あ
る
（『
古
之

御
能
組
』）。
そ
も
そ
も
仁
王
（
金
剛
力
士
）
は
、
筋
骨
た
く
ま
し
く
、
忿
怒
相
を

示
す
個
性
的
な
容
貌
・
姿
態
の
仏
で
あ
り
、
し
か
も
二
体
で
一
対
の
も
の
で
あ
っ

て
、
寺
門
の
両
側
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
、

○
そ
れ
は
ふ
だ
ん
お
前
に
参
る
に
、
何
と
や
ら
あ
た
ま
を
は
ら
れ
さ
う
で
わ
る

ひ（
５
） 

（
虎
明
本
）

○
い
や
〳
〵
、
そ
れ
は
あ
ま
り
お
そ
ろ
し
さ
う
な
、
目
口
は
た
け
て
お
じ
や
つ

て
、
わ
る
い 

（
天
理
本
）

○
是
ハ
一
寺
と
構
へ
た
廊

（
マ
マ
）

門
な
と
に
ハ
能
う
御
座
あ
ら
ふ
か
持
仏
堂
に
ハ
似
合

ま
す
ま
い 
（
寛
政
有
江
本
）

○
イ
ヤ
二
王
ハ
尤
一
寺
ト
カ
ヽ
ヘ
タ
楼ラ

ウ

門モ
ン

ノ
脇
抔
ニ
ハ
ヨ
ウ
御
座
ラ
ウ
ガ
何
共

持
仏
堂
ニ
ハ
似
合
マ
ス
マ
イ 

（
享
保
保
教
本
）

な
ど
と
注
文
主
が
言
う
通
り
、
一
間
四
面
の
堂
に
据
え
る
仏
像
と
し
て
は
あ
ま
り

ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
こ
は
狂
言
「
仁
王
」
と
の
関
連
を
云
々
す
る
よ
り
も
、
わ

ざ
と
不
似
合
い
な
仏
を
挙
げ
て
笑
い
を
取
ろ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
の
効

果
的
な
せ
り
ふ
と
し
て
自
ず
か
ら
諸
流
に
定
着
し
た
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
鷺
流
で
は
、
仁
右
衛
門
派
・
伝
右
衛
門
派
と
も
に
、
仏
像
の
候
補
は

必
ず
仁
王
と
不
動
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
能
「
大
会
」
の
ア
イ
の

せ
り
ふ
に
も
見
ら
れ
る
。「
大
会
」
は
、大
永
元
年
十
月
十
一
日
の
上
演
記
録
（『
実

隆
公
記
』）
が
あ
り
、
比
叡
山
の
僧
正
に
命
を
助
け
ら
れ
た
天
狗
が
、
そ
の
報
恩

に
僧
正
の
望
み
を
叶
え
る
と
て
、
霊
鷲
山
で
の
釈
迦
の
説
法
の
さ
ま
を
再
現
し
て

見
せ
る
と
い
う
能
で
あ
る
。
仁
王
と
不
動
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
の
間
狂
言
に
お

い
て
、
配
下
の
木
の
葉
天
狗
た
ち
が
（
首
領
の
天
狗
が
釈
迦
に
化
け
る
の
に
合
わ

せ
て
）
何
仏
に
な
ろ
う
か
と
談
合
す
る
場
面
で
あ
る
。

○
ワ
キ
さ
れ
バ
に
わ
う
に
わ
成
ま
い
か　
シ
テ
い
や
そ
れ
ハ
わ
る
か
ら
ふ　
ワ

キ
そ
れ
な
ら
バ
ふ
ど
う
に
ハ
何
と
あ
ら
ふ　
シ
テ
い
や
そ
れ
も
よ
う
お
り
や

る
ま
ひ　
ワ
キ
お
も
ひ
出
た
し
や
か
に
な
ら
う　
シ
テ
そ
れ
ハ
仏
の
ち
や
う

〴
〵
じ
や
程
に
わ
る
か
ら
う　
ワ
キ
尤
じ
や 

（
貞
享
松
井
本
）

○
お
か
し
き
天
狗
ハ
よ
り
合
て
一
句
シ
テ
う
タ
イ　

〳
〵
何
仏
け
に
か
な
ら
う
や

れ
と
談
合
す
る
こ
そ
お
か
し
け
れ　
ツ
ヘ
両
テ
ニ
テ
ツ
キ
と
め　
談
合
ノ
躰　

あ

た
ご
の
地
蔵
に　
正
面
へ
出　

ゑ
な
る
ま
じ
大
み
ね
か
づ
ら
き
わ　
さ
し
廻
り

は
う
き
ぼ
さ
つ　

是
又
大
事
の
ぼ
さ
つ
な
り
、
能
々
物
を
あ
ん
ず
る
に　
タ

ガ
イ
ニ
ミ
合　

だ
う
の
す
み
成
ル
び
ん
ず
る
に
な
ら
ん
と
み
な
紙
ぎ
ぬ
を　

シ
テ
柱
へ
行　

こ
し
ら
ゑ
て　
左
へ
廻
り　

〳
　〵

き
つ
れ
〳
〵
て
ご
そ
り
〴
〵

と
帰
り
け
り　
う
タ
イ
ナ
ガ
ラ
入

 

（
同
右
）

結
局
、
木
の
葉
天
狗
た
ち
は
、
紙
の
衣
を
こ
し
ら
え
て
、
び
ん
ず
る
（
賓
頭
盧
）

に
な
る
こ
と
に
す
る
。
そ
う
い
え
ば
、
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
と
い
っ
た
和
泉
流

の
古
台
本
で
は
、
仏
の
候
補
の
中
に
「
び
ん
づ
る
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
鷺
流

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
部
分
は
「
大
会
」
の
ア
イ
の
せ
り
ふ
や
謡
と
の
関
連
・
交
渉

が
推
測
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、「
仏
師
」
が
間
狂
言
の
影
響
下
に
あ
る
と
は
必
ず

し
も
断
定
で
き
な
い
。
間
狂
言
で
あ
っ
て
も
、
仁
王
や
不
動
に
つ
い
て
の
せ
り
ふ

は
、
時
代
・
流
儀
に
よ
る
流
動
が
想
定
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
こ
の
組
み
合
わ
せ

は
「
仏
師
」
か
ら
取
り
込
ん
だ
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
「
大
会
」
自
体
が
「
仏
に
化
け
る
」
と
い
う
発
想
・
演
出
を
も
つ
能

で
あ
る
。
シ
テ
の
天
狗
が
釈
迦
に
化
け
る
に
際
し
て
は
、
釈
迦
の
面
を
重
ね
て
着

け
る
演
出
も
あ
る（

６
）。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
仏
像
で
は
な
く
、
生
き
た
仏
の
姿
と



稲田秀雄　狂言仏師物考―「仏師」「六地蔵」「金津」―

― 17 ―

し
て
目
の
当
た
り
に
出
現
す
る
（
そ
れ
は
天
狗
の
「
魔
術
」
で
あ
る
が
）
と
い
う

設
定
で
あ
る
。
中
世
の
仏
像
及
び
そ
の
背
景
を
な
す
観
念
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

が
、
狂
言
に
隣
接
す
る
能
の
世
界
に
「
仏
に
化
け
る
」
と
い
う
発
想
が
存
す
る
こ

と
、さ
ら
に
そ
の
間
狂
言
に
も
そ
の
発
想
が
モ
ド
キ
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

と
り
あ
え
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
仏
師
」
で
は
、
生
き
た
仏
で
は
な
く
、
仏
師
が
作
る
べ
き

仏
像
に
扮
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
〈
変
装
〉
で
あ
ろ
う
。
こ
の

〈
変
装
〉（
物
真
似
）
が
「
仏
師
」
の
中
心
趣
向
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
今
ま

で
「
楊
枝
一
本
」
削
っ
た
こ
と
も
な
い
す
っ
ぱ
は
、
自
ら
仏
像
に
な
り
す
ま
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
田
舎
の
者
を
欺
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
変
装
〉
の
手
だ

て
は
、
面
を
着
け
る
こ
と
に
よ
る
。

○
扨
も
某
は
だ
い
た
ん
な
事
を
致
た
、
今
迄
や
う
じ
を
一
本
も
、
す
ぐ
に
け
づ

つ
た
事
も
な
ひ
、
さ
り
な
が
ら
い
な
か
の
者
で
、
何
も
し
ら
ぬ
程
に
、
某
が

仏
に
な
つ
て
参
り
鳥
目
を
と
ら
ふ 

（
虎
明
本
）

○
い
な
か
者
て
、
な
に
も
ぞ
ん
ぜ
ぬ
と
見
え
た
ほ
ど
に
、
是
を
た
ら
し
ま
ら
せ

う
、
則
、
は
た
く
し
が
仏
に
な
つ
て
い
ま
ら
せ
う
、
あ
れ
が
つ
れ
て
ま
い
ら

ば
、
い
づ
か
た
ま
で
も
参
て
、
ま
づ
代
を
取
て
、
い
と
む
な
く
は
に
げ
て
ま

い
ら
う
と
存
る 

（
天
理
本
）

○
さ
て
〳
〵
某
か
心
な
か
ら
大
胆
な
者
て
御
座
ル　

楊
枝
を
一
本
す
く
に
削
た

事
も
な
く
て
仏
を
請
取
て
御
座
ル　

去
な
か
ら
何
卒
致
い
て
鳥
目
を
取
う
と

存
ル 

（
寛
政
有
江
本
）

○
是
ハ
如
何
ナ
事　

某
ハ
心
ナ
ガ
ラ
不フ

得ト
ク

心シ
ン

ナ
者
デ
御
座
ル
ゾ　

今
迄
御ヲ

楊ヤ
ウ

枝ジ

ヲ
一
本ホ

ン

ロ
ク
ニ
削ケ

ヅ
リ

ナ
イ
タ
事
モ
ナ
ウ
テ
仏
ヲ
請
取
ツ
タ　

サ
リ
ナ
ガ
ラ
何
ト

ゾ
面ヲ

モ

白シ
ロ

可ヲ
カ

咲シ
ウ

シ
テ
鳥
目
ヲ
ト
ラ
ウ
ト
存
ル 

（
享
保
保
教
本
）

○
ま
ん
ま
と
仏
は
請
け
取
て
御
ざ
る
、
そ
れ
が
し
は
楊
枝
一
本
、
削
た
事
が
御

ざ
ら
ぬ
が
、
何
と
が
な
致
さ
う
ぞ
、
あ
ゝ
、
思
ひ
付
け
ま
し
た
、
そ
れ
が
し

が
仏
の
面
の
着
て
、
参
ら
ふ
と
存
ず
る
、
よ
い
時
分
に
は
ひ
つ
外
そ
う
ず

（
狂
言
記
）

虎
明
本
や
天
理
本
で
は
、
仏
像
に
な
り
す
ま
す
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
面
を
用

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
元
禄
六
年
以
前
書
写
の
和
泉
家
古
本
の
装
束
付
で
は
、

シ
テ
の
出
立
は
、「
カ
ウ
シ
頭
巾　

十
徳　

狂
言
袴　

面
ケ
ン
ト
ク
」
と
あ
り
、

こ
の
時
点
で
賢
徳
（
見
徳
）
の
面
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
行
は
大
蔵
・

和
泉
と
も
に
、
乙
の
面
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
賢
徳
の
面
は
、
馬
・
牛
の

よ
う
な
畜
類
に
通
常
用
い
ら
れ
る
の
で
、
仏
像
を
表
す
面
と
し
て
は
い
か
に
も
異

形
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
に
せ
仏
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
。

　

狂
言
記
の
み
は
文
殊
に
化
け
る
が
、
そ
の
目
録
の
装
束
付
に
は
「
地
蔵
の
面
」

と
あ
り
、
挿
絵
を
見
る
と
、
す
っ
ぱ
は
額
に
白
毫
の
あ
る
面
を
着
け
て
い
る
。
京

都
・
壬
生
大
念
仏
狂
言
で
は
、「
餓
鬼
相
撲
」「
賽
の
河
原
」
等
の
演
目
に
登
場
す

る
地
蔵
の
役
は
専
用
の
地
蔵
の
面
を
用
い
る
。こ
の
よ
う
な
唱
導
劇
に
お
い
て
は
、

地
蔵
の
面
が
古
く
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
（
行
道
面
な
ど
の
転
用
と

も
考
え
ら
れ
る
）。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
仏
の
面
は
大
蔵
・
和
泉
・
鷺
の
諸
流
で
は
用
い
ら
れ
た
形

跡
が
な
く
、
現
存
例
も
な
い
よ
う
で
あ
る（

７
）。

狂
言
記
に
記
す
「
地
蔵
の
面
」
は
、

あ
る
い
は
大
念
仏
狂
言
の
面
な
ど
を
転
用
し
た
も
の
か
。
現
行
演
出
で
使
用
さ
れ

る
乙
の
面
は
、
賢
徳
よ
り
は
よ
ほ
ど
仏
体
（
特
に
女
神
で
あ
る
吉
祥
天
女
）
に
は

ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
が
、
こ
の
使
用
法
も
転
用
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
。
狂
言
諸
流
に
お
い
て
は
、
仏
体
を
表
す
専
用
面
は
さ
ほ
ど
必
要
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
仏
師
物
諸
曲
に
お
い
て
、
す
っ
ぱ
が
化
け
る
仏
像
の
種
類
が
必
ず
し

も
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
（「
仏
師
」
で
は
吉
祥
天
女
、「
六
地

蔵
」「
金
津
」
で
は
地
蔵
）。
し
か
も
仏
師
物
の
基
本
形
と
考
え
ら
れ
る
「
仏
師
」

で
は
、先
に
見
た
よ
う
に
狂
言
記
の
み
は
文
殊
と
し
て
い
る
。考
え
て
み
れ
ば
、「
仏

師
」
に
お
い
て
、
す
っ
ぱ
が
な
り
す
ま
す
仏
像
が
吉
祥
天
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
と
い
う
必
然
性
は
あ
ま
り
な
い
。「
仏
師
」
形
成
の
当
初
、
す
っ
ぱ
が
最
終
的

に
扮
す
る
仏
像
の
種
類
は
流
動
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
狂
言
記
の
文

殊
に
化
け
る
設
定
は
、
そ
う
し
た
流
動
の
幅
を
伝
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い（
８
）。

　

こ
こ
で
、「
仏
師
」
の
背
景
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
当
時
の
仏
像
制
作
に
関
す

る
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
根
立
研
介
氏
は
室
町
期
の
仏
像
に
つ
い

て
、
そ
の
「
造
形
性
の
衰
退
」
が
「
仏
師
の
力
量
不
足
」
の
問
題
と
し
て
従
来
片

づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
実
は
そ
の
問
題
に
は
、
室
町
期
に
お

け
る
「
仏
像
な
ど
の
彫
刻
類
を
発
注
し
受
容
す
る
者
た
ち
の
意
識
の
変
化
」
が
大

き
く
関
わ
る
と
す
る
。「
仏
像
製
作
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
造
形
の
質
と
い
っ
た

こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む
し
ろ
安
価
で
短
期
間
の
工
事
を
支
障
な
く
こ
な
す

と
い
う
才
覚
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
度
重
な
る
戦
火
の
被
害
に

見
舞
わ
れ
る
戦
国
期
に
お
い
て
は
、
仏
像
制
作
の
際
に
も
再
興
や
修
造
と
い
う
こ

と
が
念
頭
に
置
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、

合
理
性
に
勝
っ
た
木
寄
せ
法
と
も
い
え
る
箱
形
寄
木
造
り
が
盛
ん
に
造
像
技

法
と
し
て
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
接
着
剤
と
し
て
膠
が
多
用
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
彩
色
や
漆
箔
の
下
地
が
脆
弱
な
泥
地
に
変
化
し
て
い
く
よ
う
な
技
法
上

の
改
革
（
あ
る
い
は
改
悪
か
）
は
、
概
ね
こ
の
頃
か
ら
目
立
ち
始
め
る（

９
）。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

仏
像
の
各
部
分
を
分
担
し
て
作
り
、
一
つ
に
合
わ
せ
る
寄
木
造
り
、
そ
し
て
そ

れ
ら
の
接
着
剤
と
し
て
の
膠
の
使
用
に
つ
い
て
は
、「
明
日
の
今
時
分
ま
で
」
と

い
う
出
来
上
が
り
の
早
さ
の
説
明
と
し
て
、「
仏
師
」
の
す
っ
ぱ
の
せ
り
ふ
に
も

明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

○
最
前
も
申
こ
と
く
、
某
は
大
仏
師
じ
や
に
依
て
、
弟
子
を
あ
ま
た
も
つ
た
、

あ
す
の
今
比
で
か
す
は
、
た
け
な
ん
じ
や
く
の
仏
を
う
け
と
つ
た
が
、
い
そ

ぎ
じ
や
程
に
、
作
て
こ
ひ
と
い
へ
は
、
み
く
し
は
み
く
し
、
お
手
は
お
手
と
、

め
ん
〳
〵
に
作
て
く
る
を
、
そ
れ
が
し
が
、
に
か
わ
を
ま
ん
ま
と
と
き
す
ま

ひ
て
、
ち
よ
つ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
と
、
付
て
ま
い
る
ぶ
ん
じ
や
に
依
て
、
あ
す

の
今
比
に
で
く
る 

（
虎
明
本
）

○
弟
子
共
を
あ
ま
た
持
て
居
る
が
、
此
様
な
仏
を
請
取
た
程
に
作
て
こ
ひ
と
申

付
る
と
、
御
手
ハ
お
手
、
御
ぐ
し
は
御
ぐ
し
と
作
て
参
る
を
、
某
が
ま
ん
ま

と
に
か
わ
を
と
き
す
ま
い
て
、
か
た
は
し
か
ら
ち
よ
つ
ち
よ
と
付
て
廻
る
に

よ
つ
て
、
明
日
の
今
時
分
… 

（
伊
藤
源
之
丞
本
）

○
わ
た
く
し
は
弟
子
を
大
ぜ
い
も
つ
て
、
お
手
は
お
手
、
あ
し
は
足
と
作
せ
て
、

そ
れ
が
し
が
そ
の
ま
ゝ
に
か
わ
を
こ
し
ら
へ
て
、
一
方
か
ら
、
ち
や
く
〳
〵

〳
〵
と
つ
く
る
ほ
ど
に
、
造
乍（
作
）が
お
り
な
い 

（
天
理
本
）

○
某
ハ
洛
中
に
弟
子
を
七
八
百
人
持
た
に
依
て
そ
ん
し
や
う
何
の
ほ
と
け
を
作

て
持
て
寄
と
云
て
颯サ

ツ

と
触
れ
て
御ミ

ク
シ首

ハ
ミ
く
し
お
手
ハ
お
手
に
作
て
持
て
来ク

る
を
某
ハ
宿
に
居
て
に
か
わ
を
う
ま
〳
〵
と
解
て
ち
よ
つ
〳
〵
と
付
て
や
る

に
依
て
明
日
の
今
時
分
も
出
来
ま
す
る
と
申
事
し
や 

（
寛
政
有
江
本
）

○
某
ハ
安
阿
弥
ノ
流ナ

ガ
レ

ジ
ヤ
ニ
依
ツ
テ
凡ヲ
ヨ
ソ

洛
中
ニ
弟デ

子シ

ハ
七
八
百
モ
ヲ
リ
ヤ
ラ
ウ

夫
シ
ヤ
ニ
依
ツ
テ
明ア

日ス

ノ
今
時
分
ト
ヲ
シ
ヤ
ル
衆
ニ
ハ
ソ
ン
ジ
ヤ
ウ
其
仏
ヲ

長タ
ケ

何ナ
ン

尺
ニ
作
ツ
テ
コ
イ
ト
ザ
ツ
ト
触フ
レ

ヲ
廻マ
ハ

ス
ト
御ミ
ク
シ頭
ハ
御ミ
ク
シ頭
御ヲ

手
ハ
御
手
ト

ツ
ク
ツ
テ
ク
ル
ヲ
某
ノ
内
ニ
膠ニ

カ
ハ

ヲ
マ
ン
マ
ト
煉子

リ

ス
マ
イ
テ
置
テ
チ
ヨ
ツ
〳
〵

チ
ヨ
ツ
ト
付
ル
ニ
依
ツ
テ
ア
ス
ノ
今
時
分
ニ
ハ
出
来
マ
ス
ル（

享
保
保
教
本
）

○
又
急
ぎ
な
れ
ば
、
あ
ま
た
の
弟
子
が
集
ま
つ
て
、
お
み
ぐ
し
を
削
り
、
御
手

を
刻
み
、
衣
の
ひ
だ
を
取
り
、
致
す
の
を
ば
、
さ
て
そ
れ
が
し
が
、
に
か
わ

を
も
つ
て
ひ
た
〳
〵
と
付
け
ま
す
れ
ば
、
時
の
間
に
で
け
ま
す
る （
狂
言
記
）

こ
れ
ら
は
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
江
戸
初
期
以
降
の
諸
流
諸
派
の
古
台
本
に
必

ず
見
え
る
せ
り
ふ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
仏
師
」
ひ
い
て
は
仏
師
物
の
狂
言
は
、
田
舎
の

注
文
主
が
都
に
仏
像
の
発
注
に
来
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
す
っ
ぱ
の
説
明
に
あ
る

工
期
の
短
さ
や
そ
れ
に
見
合
う
制
作
方
法
な
ど
、
そ
の
構
想
の
中
に
室
町
・
戦
国
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期
の
仏
像
制
作
事
情
が
確
実
に
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、「
六
地
蔵
」
考

　
「
六
地
蔵
」
は
、
今
の
と
こ
ろ
寛
永
以
前
の
上
演
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
。
し

か
し
、
虎
明
本
（
寛
永
十
九
年
成
立
）・
天
理
本
（
正
保
頃
成
立
）
に
記
載
が
あ

る
の
で
、
寛
永
十
九
年
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

和
泉
流
で
は
江
戸
初
期
以
後
、
一
貫
し
て
流
儀
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
で
あ
る
が
、

大
蔵
流
で
は
、
虎
明
本
以
降
の
台
本
に
は
な
く
、
明
治
期
以
降
に
公
認
の
演
目
と

な
っ
た
。
鷺
流
で
は
、
主
な
名
寄
・
書
上
に
見
え
ず
、
古
台
本
と
し
て
は
鷺
伝
右

衛
門
派
の
享
保
保
教
本
に
の
み
収
め
る）

10
（

。
そ
の
他
、
元
禄
十
三
年
刊
の
続
狂
言
記

に
も
あ
る
。

　

こ
の
曲
は
、
注
文
の
仏
像
を
六
体
の
地
蔵
と
し
て
、
す
っ
ぱ
三
人
が
二
箇
所
で

三
体
ず
つ
の
地
蔵
に
化
け
る
こ
と
で
、
六
体
あ
る
よ
う
に
見
せ
て
注
文
主
を
欺
こ

う
と
す
る
趣
向
を
中
心
と
す
る
。
す
っ
ぱ
（
に
せ
仏
）
の
人
数
を
増
や
し
、
舞
台

を
よ
り
賑
や
か
に
す
る
発
想
が
う
か
が
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
「
仏
師
」
の
変
形

（
応
用
）
と
し
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

本
曲
で
は
、
シ
テ
の
す
っ
ぱ
以
外
に
仲
間
二
人
が
登
場
し
、
シ
テ
の
に
せ
仏
師

も
地
蔵
に
化
け
る
の
が
本
来
の
演
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
蔵
流
・
鷺
流
・

和
泉
流
宗
家
系
の
台
本
が
そ
の
か
た
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
師
を
名
乗
る
す
っ

ぱ
自
身
が
仏
像
に
化
け
る
と
い
う
「
仏
師
」
の
趣
向
が
そ
の
ま
ま
応
用
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。　

　

と
こ
ろ
が
、
和
泉
流
三
宅
派
の
み
は
、
シ
テ
の
す
っ
ぱ
（
に
せ
仏
師
）
自
身
は

地
蔵
に
な
ら
ず
、
六
地
蔵
に
扮
す
る
仲
間
三
人
が
別
に
出
る
。
従
っ
て
、
す
っ
ぱ

は
に
せ
仏
師
を
含
め
て
四
人
と
な
る
が
、
こ
の
演
出
は
、
シ
テ
が
仏
師
と
地
蔵
に

成
り
変
わ
る
忙
し
さ
を
緩
和
し
た
か
た
ち
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
後
発
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

現
行
演
出
で
は
、
大
蔵
・
和
泉
（
三
宅
派
）
と
も
に
、
地
謡
座
前
と
橋
掛
り
を

二
つ
の
堂
に
見
立
て
て
、
地
蔵
に
化
け
た
す
っ
ぱ
た
ち
は
、
そ
の
間
を
行
き
来
す

る
。
し
か
し
、
天
理
本
に
は
、
田
舎
の
者
が
「
わ
き
の
い
ざ
か
ら
み
て
、
又
わ
き

上
（
マ
マ
）

面
を
き
う
に
み
る
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
和
泉
流
に
お
い
て
は
、
古
く
は
橋

掛
り
を
使
わ
ず
、
地
蔵
に
扮
し
た
す
っ
ぱ
は
、
脇
座
（
か
ら
地
謡
座
前
に
並
ぶ
の

で
あ
ろ
う
）
と
脇
正
面
と
の
間
を
行
き
来
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
演
出

は
江
戸
末
期
の
雲
形
本
（
別
編
）
に
も
認
め
ら
れ
る
。

　

和
泉
家
古
本
の
装
束
付
は
、「
仏
師
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
す
っ
ぱ
三
人
は
「
カ

ウ
シ
頭
巾　

十
徳　

狂
言
袴　

面
何
モ
ケ
ン
ト
ク
也　

水
衣
ニ
テ
モ
ス
ヘ
シ
」
と

あ
り
、
こ
こ
で
も
賢
徳
の
面
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
鷺
流
・
享
保
保

教
本
の
み
は
、
面
を
使
わ
ず
花
帽
子
で
顔
を
覆
う
演
出
で
あ
る
の
が
珍
し
い）

11
（

。
し

か
し
こ
れ
も
現
行
演
出
で
は
、
大
蔵
・
和
泉
と
も
に
、「
仏
師
」
と
同
じ
く
乙
の

面
を
使
用
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

　

す
っ
ぱ
が
六
地
蔵
の
名
称
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
は
本
曲
独
自
の
趣
向
で
あ

る
。
江
戸
前
期
の
台
本
を
見
る
に
、
虎
明
本
は
「
み
や
う
び
地
蔵
」
以
下
六
体
の

地
蔵
の
名
を
挙
げ
て
お
り
、特
に
詳
細
で
あ
る
。
天
理
本
は
、「
め
う
ひ
地
蔵
」「
無

二
地
蔵
」
の
名
を
挙
げ
る
の
み
。
続
狂
言
記
は
「
み
や
う
い
地
蔵
」「
む
に
地
蔵
」

「
し
や
う
さ
ん
地
蔵
」「
そ
く
地
蔵
」「
ふ
く
り
き
地
蔵
」
の
五
体
の
名
を
挙
げ
る）
12
（

。

そ
れ
ぞ
れ
の
持
物
・
印
相
と
六
道
の
担
当
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
（
尊
名
） 

　
（
持
物
・
印
相
） 

（
担
当
）

　
〔
虎
明
本
〕

　

み
や
う
び
地
蔵 

　
　
　

錫
杖 

無
間
地
獄

　

む
に
地
蔵 

（「
本
願
を
も
つ
て
」） 

餓
鬼
道

　

し
や
り
さ
ん
地
蔵 

　
　
　

数
珠 

畜
生
道

　

し
や
う
り
う
地
蔵 

　
　
　

鉾 

修
羅
道

　

そ
く
地
蔵 

　
　
　

衣 

人
道
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ふ
く
り
き
地
蔵 

　
「
手
を
合
せ
」 

天
道

　
〔
天
理
本
〕

　

め
う
ひ
地
蔵 

　
　
　

錫
杖 

無
間
（
地
獄
）

　

無
二
地
蔵 

（「
本
願
を
も
つ
て
」） 

餓
鬼
道

　

ナ
シ 

　
　
　

数
珠 

畜
生
道

　

ナ
シ 

　
　
　

鉾 

修
羅
道

　

ナ
シ 

　
　
　

衣 

人
道

　

ナ
シ 
　
　
「
手
を
合
」 

天
道

　
〔
続
狂
言
記
〕

　

み
や
う
い
地
蔵 

　
　
　

錫
杖 

無
間
地
獄

　

む
に
地
蔵 

（「
本
願
を
以
て
」） 

餓
鬼
道

　

し
や
う
さ
ん
地
蔵 

　
　
　

数
珠 

畜
生
道

　

そ
く
地
蔵 

　
　
　

衣 

人
道

　

ナ
シ 

　
　
　

鉾  
修
羅
道

　

ふ
く
り
き
地
蔵 

　
　
「
手
を
合
」 
天
道

こ
の
う
ち
「
無
二
地
蔵
」
は
、
虎
明
本
・
天
理
本
・
続
狂
言
記
に
共
通
し
て
見
え

る
名
で
あ
る
。
天
理
本
の
「
め
う
ひ
地
蔵
」
も
虎
明
本
の
「
み
や
う
び
地
蔵
」
と

音
が
近
く
、
続
狂
言
記
の
名
称
も
同
様
の
近
さ
と
い
え
る
。
江
戸
前
期
の
古
台
本

に
見
え
る
狂
言
の
六
地
蔵
の
名
称
は
、
基
本
的
に
同
一
の
根
拠
に
基
づ
い
た
も
の

と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　

六
地
蔵
の
名
を
記
し
た
中
世
の
資
料
は
さ
ほ
ど
見
出
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
う

ち
『
塵
荊
鈔
』（
文
明
十
四
年
頃
成
立
）
巻
十
一
「
六
道
之
事
」
に
「
無
二
地
蔵
・

諸
竜
地
蔵
」、
妙
本
寺
本
『
い
ろ
は
字）
13
（

』（
永
禄
二
年
成
立
。
六
地
蔵
の
記
述
二
種

あ
り
）
に
「
無
二
地
蔵
（
牟
尼
地
蔵
）・
諸
竜
地
蔵
・
息
地
蔵
」、『
延
命
地
蔵
経

聞
書）

14
（

』
に
「
無
二
地
蔵
・
衆
龍
地
蔵
」
の
名
が
見
え
て
お
り
、
狂
言
と
同
じ
か
、

も
し
く
は
近
い
名
が
認
め
ら
れ
る）
15
（

。

　

こ
こ
で
も
「
無
二
地
蔵
」
の
名
が
三
種
の
資
料
に
共
通
し
て
見
え
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
よ
う
。
し
か
も
妙
本
寺
本
『
い
ろ
は
字
』（
二
種
と
も
）
及
び
『
延
命
地

蔵
菩
薩
経
聞
書
』
で
は
、狂
言
と
同
じ
く
無
二
地
蔵
を
餓
鬼
道
の
担
当
と
す
る
（
ち

な
み
に
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
巻
一
「
六
地
蔵
ノ
事
」
は
、
狂
言
と
重
な
る
尊

名
は
な
く
、「
無
畏
地
蔵
」
を
餓
鬼
道
担
当
と
す
る
）。
目
下
の
と
こ
ろ
、
す
べ
て

の
名
称
が
狂
言
と
一
致
す
る
資
料
を
見
出
せ
な
い
が
、
狂
言
の
挙
げ
る
六
地
蔵
の

名
に
は
相
応
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
「
仏
師
」
や
「
六
地
蔵
」
と
い
っ
た
曲
に
は
、
人
間
が
仏

像
に
な
り
す
ま
す
と
い
う
共
通
の
奇
抜
な
構
想
が
あ
る
。
こ
れ
は
何
に
根
ざ
し
た

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
能
「
大
会
」
に
も
天
狗
が
釈

迦
に
化
け
る
と
い
う
発
想
・
演
出
が
存
す
る
が
、
狂
言
は
あ
く
ま
で
仏
師
が
作
る

造
形
物
と
し
て
の
仏
像
に
な
り
す
ま
す
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
そ
し

て
、
な
ま
身
の
人
間
が
面
を
着
け
、
衣
を
ま
と
っ
て
立
っ
て
い
る
の
を
仏
像
だ
と

思
い
込
ま
せ
る
と
い
う
の
は
、
狂
言
と
は
い
え
、
本
来
か
な
り
無
理
な
設
定
の
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詐
術
が
成
り
立
つ
に
は
、
何
ら
か
の
背
景
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
「
人
間
が
仏
像
に
な
り
す
ま
す
」
と
い
う
仏
師
物

の
基
本
構
想
に
つ
い
て
、
中
世
の
仏
像
の
特
色
及
び
そ
の
背
景
に
あ
る
観
念
と
い

う
問
題
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

鎌
倉
期
以
降
の
仏
像
に
は
、
な
ま
身
の
人
間
に
近
い
写
実
性
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
写
実
性
の
極
端
な
事
例
と
し
て
「
裸
形
着
装
像
」
と
い
わ
れ
る
仏
像
の
存
在
が

あ
る
。
裸
形
着
装
像
と
は
「
仏
像
を
裸
も
し
く
は
下
着
の
み
を
ま
と
っ
た
姿
に
造

り
、
こ
れ
に
実
際
に
縫
製
し
た
布
の
着
物
を
ま
と
わ
せ
る
形
式
の
像）

16
（

」
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
像
の
作
例
と
し
て
は
、
現
在
、
平
安
末
期
か
ら
江
戸
期
に

か
け
て
制
作
さ
れ
た
五
十
三
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

17
（

。

　

こ
れ
ら
の
中
に
は
、等
身
大
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
大
き
さ
の
例
も
あ
る
。「
仏

師
」「
六
地
蔵
」
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
奈
良
・
伝
香
寺
蔵
の
地
蔵
菩
薩
立
像
を

は
じ
め
と
し
て
、
地
蔵
も
五
例
あ
り
、
中
に
は
、
三
重
・
金
剛
証
寺
（
一
四
三
、
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一
セ
ン
チ
）
や
神
奈
川
・
延
命
寺
（
一
五
六
、
〇
セ
ン
チ
）
の
像
の
よ
う
に
、
ほ

ぼ
等
身
大
の
も
の
も
あ
る
。
吉
祥
天
の
裸
形
着
装
像
の
例
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た

ら
な
い
が
、
同
じ
福
徳
の
女
神
と
し
て
、
弁
才
天
像
の
例
は
あ
る
（
神
奈
川
・
鶴

岡
八
幡
宮
、
江
ノ
島
神
社
、
埼
玉
・
無
量
寺
な
ど
に
所
蔵
）。

　

つ
ま
り
、
中
世
に
は
、
彫
刻
に
よ
る
な
ま
身
の
身
体
に
近
い
写
実
的
表
現
に
加

え
て
、
実
物
の
衣
服
を
ま
と
っ
た
仏
像
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。「
仏
師
」「
六
地

蔵
」
で
、
す
っ
ぱ
が
（
面
を
着
け
る
だ
け
で
、
装
束
は
十
徳
や
水
衣
の
ま
ま
で
）

仏
像
に
な
り
す
ま
す
と
い
う
詐
術
が
、
何
ほ
ど
か
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
と
す
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
仏
像
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
「
裸
形
着
装
像
」
が
制
作
さ
れ
た
背
景
に
は
、
生し
ょ
う

身じ
ん

仏
の
観
念
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
…
特
定
の
仏
像
に
つ
い

て
「
生
身
」
で
あ
る
と
み
な
し
て
こ
れ
に
特
別
に
崇
敬
を
寄
せ
る
傾
向
が
次
第
に

顕
著
と
な
り
、
い
っ
ぽ
う
新
た
に
仏
像
を
造
立
す
る
場
合
に
こ
れ
を
「
生
身
」
に

擬
し
た
作
り
方
を
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
」
た
の
で
あ
り
、「
裸
形
着
装
像
（
中
略
）

に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
仏
像
の
「
生
身
」
化
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
可
能）
18
（

」

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

生
身
仏
と
は
「
現
世
に
具
体
的
な
存
在
を
表
し
た
仏）
19
（

」
の
こ
と
で
あ
り
、
な
ま

身
の
人
間
に
等
し
い
血
肉
を
具
え
た
仏
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
よ
う
。
中
世
に
は
そ

れ
を
忠
実
に
か
た
ど
っ
た
仏
像
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
生
身
仏
と
い
う
観
点
か
ら
、「
仏
師
」「
六
地
蔵
」
の
演
出
を
あ
ら
た
め
て

見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。「
仏
師
」
で
は
、
注
文
主
た
る
田
舎
の
者
の
要
求
で
、

す
っ
ぱ
は
仏
の
印
相
を
変
え
て
み
せ
る
。　

○
（
印
相
を
変
え
て
ほ
し
い
と
い
う
頼
み
に
対
し
て
）
や
す
ひ
事
じ
や
、
某
じ

ゆ
も
ん
を
と
な
へ
て
、
そ
く
じ
に
な
お
す
程
に
、
何
と
や
う
に
も
お
こ
の
み

や
れ 

（
虎
明
本
）

○
ア
ト
「
き
に
あ
わ
ぬ
所
」
を
云
、
シ
テ
「
こ
ゝ
ろ
へ
ま
ら
し
た
」
と
云
て
、

な
を
い
て
、
又
面
を
き
て
い
る 

（
天
理
本
）

○
易
事
某
か
爰
て
印
を
む
す
へ
ハ
其
儘
な
ほ
る　

最
早
直
た
ら
う　

い
て
拝
ま

し
ま
せ 

（
寛
政
有
江
本
）

○
某
ガ
印イ
ン

一
ツ
ム
ス
ベ
ハ
其
儘マ

ヽ
ナ
ヲ
リ直

マ
ス
ル 

（
享
保
保
教
本
）

こ
う
し
た
こ
と
を
繰
り
返
す
う
ち
、
す
っ
ぱ
は
面
を
顔
の
横
に
着
け
て
い
る
と
こ

ろ
を
見
ら
れ
て
し
ま
い
、
に
せ
仏
で
あ
る
こ
と
が
露
見
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、「
六
地
蔵
」
の
古
演
出
は
、
三
体
ず
つ
分
け
て
置
い
た
地
蔵
を
田
舎
の

者
が
何
度
も
見
直
す
の
で
、
す
っ
ぱ
が
あ
ち
こ
ち
す
る
う
ち
に
印
相
も
変
わ
っ
て

し
ま
い
、
正
体
が
知
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
虎
明
本
・
天
理
本
）
が
、
現
行

大
蔵
流
は
、「
仏
師
」
と
同
じ
く
、
印
相
を
直
す
と
称
し
て
、
場
所
を
移
動
す
る

た
び
に
意
図
的
に
ポ
ー
ズ
を
変
え
て
見
せ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
仏
師
」
の
演

出
の
取
り
込
み
で
あ
ろ
う
。

　
『
沙
石
集
』（
梵
舜
本
）
巻
二―

六
に
、
鎌
倉
の
古
い
地
蔵
堂
に
あ
る
丈
六
の
地

蔵
に
つ
い
て
、「
彼
仏
ノ
ウ
ナ
ジ
ノ
貧
相
ニ
オ
ワ
シ
マ
ス
」
と
東
大
寺
の
大
勧
進

の
願
行
坊
上
人
（
憲
静
）
が
見
て
、
仏
師
に
直
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
仏
師

が
地
蔵
の
夢
告
を
得
て
直
し
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
。
注
文
主
に
よ
っ
て
印
相
を

直
す
と
い
う
の
は
現
実
に
も
あ
り
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
狂
言
の
よ
う

に
、
そ
れ
が
瞬
時
に
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
普
通
は
そ
の
現
象
自
体
が
相
当
い
か

が
わ
し
い
も
の
に
見
え
る
は
ず
で
あ
る
。
狂
言
で
は
、
こ
の
奇
怪
な
現
象
に
田
舎

の
者
は
し
ば
ら
く
付
き
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
仏
像
が
自
ら
印
相
を
変
え
た
と
い
う
説
話
が
あ
る
。『
古

今
著
聞
集
』
巻
二―

六
十
二
「
鎌
倉
右
大
将
善
光
寺
如
来
の
定
印
来
迎
印
を
拝
す

る
事
」
は
、
頼
朝
が
、
善
光
寺
の
本
尊
す
な
わ
ち
善
光
寺
如
来
を
二
度
拝
ん
だ
時
、

二
度
と
も
印
相
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
天
王
寺
別
当
に
語
っ
た
、
と
い
う
内
容

で
あ
る
。

其
内
は
じ
め
は
定
印
に
て
お
は
し
ま
し
き
。
次
の
た
び
は
来
迎
の
印
に
て
お

は
し
ま
し
候
。
す
べ
て
此
仏
、
昔
よ
り
印
相
さ
だ
ま
り
給
は
ぬ
よ
し
申
つ
た
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へ
て
候
へ
ど
、
ま
さ
し
く
証
を
み
た
て
ま
つ
り
て
候
し）
20
（

拝
す
る
た
び
に
印
相
が
異
な
る
の
は
、
生
身
仏
た
る
証
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

狂
言
「
仏
師
」
及
び
現
行
大
蔵
流
「
六
地
蔵
」
で
は
、
に
せ
仏
師
た
る
す
っ
ぱ

が
呪
文
や
印
を
結
ん
で
直
す
と
言
い
、
仏
師
の
力
が
介
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
注
文
主
の
要
求
に
応
え
る
か
た
ち
で
仏
の
印
相
を
変
え
て
見
せ
る
の
は
、

こ
う
し
た
中
世
の
生
身
仏
の
観
念
に
基
づ
い
た
詐
欺
行
為
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。三

、「
金
津
」
考

　

こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
仏
師
物
の
狂
言
「
金
津
」
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て

お
き
た
い
。
本
曲
は
、慶
長
五
年
一
月
二
日
の
上
演
記
録
が
あ
り（『
慶
長
日
記
』）、

そ
れ
以
前
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
曲
も
江
戸
初
期
以
降

の
諸
流
台
本
に
存
し
、
元
禄
十
三
年
刊
の
狂
言
記
外
五
十
番
に
も
あ
る
。

　
「
金
津
」
は
越
前
国
金
津
の
里
の
者
が
仏
像
の
注
文
の
た
め
に
都
に
上
り
、
仏

師
を
探
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
発
端
部
は
基
本
的
に
「
仏
師
」「
六
地
蔵
」

と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
曲
で
は
、
す
っ
ぱ
自
身
が
仏
に
な
り
す
ま
す
の
で

は
な
く
、（
錫
杖
等
を
持
た
せ
て
）
我
が
子
を
地
蔵
に
仕
立
て
、
金
津
の
者
に
与

え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
津
の
里
に
下
っ
た
子
が
物
を
言
っ
た
り
、
動
い
た

り
す
る
こ
と
を
里
人
が
「
生
き
地
蔵
」
と
し
て
認
め
、
囃
子
物
を
し
て
地
蔵
と
と

も
に
浮
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
、
す
っ
ぱ
自
身
が
仏
像
に
な
り
す
ま
そ
う
と
し
て
、
結
果
的
に
は
失
敗

す
る
「
仏
師
」
や
「
六
地
蔵
」
と
比
べ
て
、
展
開
か
ら
結
末
ま
で
が
全
く
異
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
金
津
」
に
は
、
仏
像
が
物
を
言
い
、
動
く
こ
と

を
「
奇
特
」
と
と
ら
え
る
発
想
が
よ
り
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

金
津
の
者
が
地
蔵
に
扮
し
た
す
っ
ぱ
の
子
を
背
負
っ
て
行
く
場
面
を
天
理
本
で
見

る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

お
う
と
き
、「
や
わ
ら
か
で
、
そ
の
ま
ゝ
人
の
や
う
な
」
と
云
、
お
や
「
さ

う
あ
ら
ふ
ず
、
さ
い
ぜ
ん
申
ご
と
く
、
あ
ん
な
み
の
子
孫
で
あ
る
に
よ
つ
て
、

身
ど
も
か
ら
仏
の
う
ち
じ
や
に
よ
つ
て
、
木
仏
の
や
う
に
は
あ
る
ま
い
」
と

云
、
ア
ト
「
き
ど
く
で
御
ざ
る
」
と
云 

（
天
理
本
）

オ
ン
ブ）
21
（

と
い
う
か
た
ち
で
注
文
主
と
に
せ
仏
と
の
身
体
的
な
接
触
が
あ
り
、
な
ま

身
の
人
間
に
等
し
い
そ
の
感
触
に
対
し
て
も
、金
津
の
者
は
「
奇
特
」
と
と
ら
え
、

と
り
た
て
て
怪
し
ま
な
い
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
地
蔵
に
扮
し
た
す
っ
ぱ
の
子
は
、
金
津
の
里
人
た
ち
に
迎
え
ら
れ
堂

に
祀
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
物
を
言
い
出
す
。
す
な
わ
ち
、
里
人
た
ち
に
香
花
を
供

え
ら
れ
る
と
、「
饅
頭
が
食
い
た
い
」
と
言
い
、
そ
れ
を
ま
た
人
々
は
「
奇
特
」

と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

○
「
香
花
は
い
や
な
り
、
ま
ん
ぢ
う
こ
そ
は
く
い
た
け
れ　
「
や
ら
き
ど
く
な

事
じ
や
、
お
ぢ
ざ
う
の
物
を
仰
ら
る
ゝ
、
あ
ら
た
な
事
じ
や 

（
虎
明
本
）

○
「
か
う
花
は
く
れ
て
う
れ
し
け
れ
共
、
ま
ん
ぢ
う
こ
そ
は
く
い
た
け
れ
」
と

云
、
立
衆
「
き
ど
く
な
事
じ
や
」
と
云 

（
天
理
本
）

子
は
さ
ら
に
古
酒
を
要
求
し
、
あ
げ
く
の
果
て
に
里
人
た
ち
の
囃
子
物
に
浮
か
れ

る
。○

「
い
や
さ
て
、
い
き
仏
じ
や
程
に
、
い
ざ
は
や
ひ
て
お
ど
ら
し
ま
せ
う　
「
よ

か
ら
ふ
は
や
さ
し
め　
「
同
音
、
ふ
し
、
は
や
し
も
の　
「
か
な
づ
の
ぢ
ざ
う
の

ゆ
る
ひ
だ
を
み
ま
ひ
な
〳
〵 

（
虎
明
本
）

○
ア
ト
「
此
お
地
蔵
は
ざ
ざ
う
で
、
堂
に
か
つ
こ
う
せ
ぬ
、
物
を
お
せ
ら
る
ゝ

ほ
ど
な
仏
じ
や
に
、
申
て
立
ざ
う
に
い
た
さ
う
」
と
云
、
立
衆
「
よ
か
ら
う
」

と
云
、
ア
ト
「
心
の
う
い
た
お
ぢ
ざ
う
と
み
へ
た
ほ
ど
に
、
は
や
し
物
で
申

さ
う
」
と
云　
立
衆
「
よ
か
ら
う
」
と
云
、お
の
〳
〵
「
か
な
づ
の
ぢ
ざ
う
の
、

お
ゆ
る
ぎ
や
つ
た
み
さ
い
な
、
〳
〵
」　 

（
天
理
本
）

○
在
所
の
者
「
ま
こ
と
に
生
き
地
蔵
じ
や
、
ち
と
踊
ら
し
ま
せ
う　
田
舎
者
「
よ

か
ら
ふ　
在
所
の
者
「
さ
あ
〳
〵
、
囃
さ
し
め　
田
舎
者
「
心
得
た　
「
金
津
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の
地
蔵
の　

〳
　〵

お
ゆ
る
ぎ
や
つ
た
見
ま
い
な　

〳
〵（

狂
言
記
外
五
十
番
）

虎
明
本
や
天
理
本
、
狂
言
記
（
さ
ら
に
享
保
保
教
本
も
）
と
い
っ
た
古
台
本
は
、

こ
の
よ
う
に
一
同
が
囃
子
物
に
浮
か
れ
た
後
、
シ
ャ
ギ
リ
留
め
（
狂
言
記
外
五
十

番
は
「
ほ
つ
ぱ
い
、
ひ
う
ろ
、
ひ
い
」
と
笛
の
譜
を
口
で
言
う
）
に
す
る
。
大
蔵

流
は
、
現
在
も
シ
ャ
ギ
リ
留
め
か
、
も
し
く
は
全
員
が
囃
し
つ
つ
幕
へ
入
る
留
め
。

和
泉
流
で
は
波
形
本
以
降
、
親
の
す
っ
ぱ
が
迎
え
に
来
て
、
子
を
連
れ
て
逃
げ
去

る
結
末
に
な
っ
て
い
る）
22
（

。

　
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
十
五
年
三
月
十
二
日
条
に
、
洛
中
・
矢
田
地
蔵
堂
の
地

蔵
が
勧
進
平
家
の
最
中
に
錫
杖
を
振
り
、
仏
体
を
動
か
す
と
い
う
奇
瑞
が
記
さ
れ

て
い
る
。

抑
矢
田
地
蔵
堂
此
有
勧
進
平
家
。
平
家
最
中
地
蔵
菩
薩
錫
杖
ヲ
振
給
。
仏
躰

聊
動
御
云
々
。
平
家
聴
聞
芝
居
物
共
見
之
不
思
儀
事
也
。
火
災
瑞
想
也
。
先

例
有
如
此
事
云

）々
23
（

。

室
町
期
は
こ
う
し
た
奇
瑞
が
信
じ
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
先
に
述
べ

た
生
身
仏
の
観
念
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
狂
言
の
場
合
は
、
動
く
だ

け
で
な
く
、
言
葉
も
発
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
金
津
の
里
人
た
ち
が
見
た
「
奇

特
」
は
右
の
例
以
上
の
現
象
で
あ
っ
た
。

　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
十
六
「
尼
、
地
蔵
奉
レ見
事
」
は
、
博
奕
打
ち
が
信
心
深
い

尼
に
生
き
た
地
蔵
を
見
せ
よ
う
と
言
い
、
衣
服
を
だ
ま
し
取
っ
た
上
で
、
地
蔵
と

い
う
名
の
童
に
合
わ
せ
る
と
い
う
内
容
の
説
話
で
あ
る
。
岩
崎
雅
彦
氏
は
、
こ
の

説
話
と
「
金
津
」
の
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
に
せ
仏
に
不
審
を
抱
か
な
い

「
金
津
」
の
構
想
を
「
個
性
的
」
と
さ
れ
、「
地
蔵
が
子
ど
も
の
姿
で
現
れ
る
と
い

う
古
来
の
信
仰
が
生
き
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

24
（

。

首
肯
し
う
る
見
解
で
あ
る
が
、「
金
津
」
の
発
端
部
が
仏
像
を
造
っ
て
も
ら
う
た

め
に
在
地
の
者
が
都
に
上
る
と
い
う
「
仏
師
」
と
共
通
の
設
定
で
あ
る
こ
と
は
、

今
一
度
想
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、「
金
津
」
も
ま
た
「
仏
師
」

の
変
形
（
応
用
形
）
と
考
え
ら
れ
る
。
す
っ
ぱ
（
に
せ
仏
師
）
の
子
は
、
あ
く
ま

で
も
仏
師
の
作
っ
た
「
仏
像
」
と
し
て
、
金
津
の
者
に
買
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
仏
像
が
物
を
言
い
、
動
く
こ
と
に
全
く
不
審
を
抱
か
な
い
人
た
ち
が
登
場
す
る

と
こ
ろ
に
、
本
曲
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

地
蔵
が
子
ど
も
の
姿
で
現
れ
る
と
い
う
観
念
（
及
び
地
蔵
に
関
す
る
風
習
や
民

俗
行
事
）
が
狂
言
「
金
津
」
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
、
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
通

り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
曲
が
構
想
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、「
仏
師
」「
六
地

蔵
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
な
ま
身
の
人
間
に
近
い
姿
を
も
つ
生
身
仏
の
イ
メ
ー
ジ

が
地
蔵
信
仰
と
舞
台
演
出
と
の
媒
介
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た

生
身
仏
の
存
在
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
た
ち
の
存
在
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

狂
言
仏
師
物
に
共
通
す
る
構
想
は
「
仏
に
化
け
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

25
（

。
そ

れ
と
類
似
し
た
発
想
（
演
出
）
は
、能
「
大
会
」
に
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、「
仏

師
」
に
お
い
て
す
っ
ぱ
が
挙
げ
る
仏
像
の
候
補
に
つ
い
て
は
、「
大
会
」
の
間
狂

言
の
せ
り
ふ
や
謡
と
の
関
連
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、狂
言
「
仏
師
」
は
、「（
生

身
の
）
仏
に
化
け
る
」
の
で
は
な
く
、
室
町
期
の
仏
像
制
作
事
情
や
生
身
仏
の
観

念
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
「
仏
像
に
な
り
す
ま
す
」
と
い
う
か
た
ち
に
し
て
見

せ
た
。
面
を
着
け
る
こ
と
で
仏
像
（
当
初
は
そ
の
種
類
が
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
ろ
う
）
に
扮
す
る
と
い
う
〈
変
装
〉
の
方
法
（
詐
術
）
は
、
生
身

仏
の
観
念
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
「
裸
形
着
装
像
」
の
よ
う
な
形
式
の
仏
像
を
背

景
に
置
い
て
み
る
こ
と
で
、
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
生
じ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
「
六
地
蔵
」
は
、
化
け
る
仏
像
を
六
地
蔵
と
し
、
そ
れ
を
三
体
ず
つ
に
分
け
て

見
せ
る
演
出
を
眼
目
と
し
て
お
り
、明
ら
か
に
「
仏
師
」
の
変
形
と
認
め
ら
れ
る
。
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す
っ
ぱ
の
説
明
す
る
六
地
蔵
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
狂
言
と
全
面
的
に
一
致
す
る

資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
が
、
部
分
的
な
一
致
は
あ
り
、
相
応
の
根
拠
が

あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仏
師
物
の
中
で
、「
金
津
」
は
特
異
な
展
開
・
結
末
を
も
つ
。
金
津
の
者
（
及

び
里
人
た
ち
）
は
、
子
が
化
け
た
地
蔵
が
言
葉
を
発
し
動
く
こ
と
を
奇
瑞
と
と
ら

え
、
結
末
に
お
い
て
も
す
っ
ぱ
の
詐
術
は
露
見
し
な
い
（
す
っ
ぱ
が
子
を
迎
え
に

来
る
和
泉
流
の
現
行
演
出
は
後
発
の
も
の
で
あ
ろ
う
）。
在
地
の
者
が
仏
像
の
発

注
の
た
め
に
都
へ
上
る
と
い
う
発
端
部
を
共
有
す
る
の
で
、
こ
れ
も
「
仏
師
」
の

影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
だ
ま
さ
れ
る
側
と
し
て
、
言
葉
を
発

し
て
動
く
生
身
仏
（
特
に
地
蔵
）
の
存
在
を
疑
い
な
く
受
け
入
れ
る
者
を
設
定
し

た
と
こ
ろ
に
本
曲
の
特
徴
が
あ
る
。「
金
津
」
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

地
蔵
が
子
ど
も
の
姿
で
現
れ
る
と
い
う
信
仰
を
基
盤
と
し
て
構
想
さ
れ
た
曲
で
あ

ろ
う
が
、
一
方
で
、（「
仏
師
」「
六
地
蔵
」
と
も
共
通
す
る
）
な
ま
身
の
人
間
に

等
し
い
生
身
仏
の
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
構
想
の
舞
台
化

が
可
能
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

総
じ
て
、
狂
言
仏
師
物
に
共
通
す
る
「
人
間
が
仏
像
に
な
り
す
ま
す
」
と
い
う

構
想
・
演
出
は
、
例
え
ば
裸
形
着
装
像
の
よ
う
な
、
中
世
の
生
身
仏
の
観
念
に
根

ざ
し
て
作
ら
れ
た
仏
像
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

注

（
１
）
北
川
忠
彦
氏
の
呼
称
に
よ
る
。
北
川
氏
は
、
出
家
座
頭
狂
言
の
中
に
仏
師

物
を
立
て
ら
れ
て
い
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
狂
言
集
』（
小
学
館
、
昭

47
）
所
収
「
解
説
」
参
照
。

（
２
）
現
在
、
大
蔵
流
は
「
金
津
」、
和
泉
流
は
「
金
津
地
蔵
」
と
称
す
る
。
本
稿

で
は
、
以
下
、
便
宜
的
に
大
蔵
流
現
行
曲
名
に
従
う
。

（
３
）『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学　

第
十
巻　

劇
文
学
』（
明
治
書
院
、
昭
58
）

所
収
「
仏
師
」（
橋
本
朝
生
氏
執
筆
）
に
も
、「
本
曲
が
最
も
単
純
で
、
基
本

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

（
４
）
藤
岡
道
子
氏
「
狂
言
と
地
蔵
信
仰―

『
金
津
地
蔵
』
の
場
合―

」（『
東
洋

哲
学
研
究
所
紀
要
』
16
、
平
12
・
12
）。
岩
崎
雅
彦
氏
「
地
蔵
菩
薩
と
子
ど

も―

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
十
六
話
と
狂
言
「
金
津
地
蔵
」―

」（『
日
本
文

学
』
平
14
・
７
）。

（
５
）
以
下
の
狂
言
台
本
の
引
用
に
際
し
て
は
、
読
解
の
便
宜
上
、
表
記
を
改
め

た
場
合
が
あ
る
。

（
６
）
本
来
は
、
天
狗
を
表
す
べ
し
み
の
面
の
み
で
演
じ
る
。
釈
迦
の
面
を
重
ね

て
用
い
る
演
出
は
、
喜
多
流
独
自
の
工
夫
ら
し
い
。
な
お
、
原
編
纂
部
分
に

関
し
て
は
江
戸
初
期
と
考
え
ら
れ
る
『
岡
家
本
江
戸
初
期
能
型
付
』
に
は
、

べ
し
み
の
面
に
悪
尉
の
面
を
重
ね
て
着
け
る
演
出
も
あ
る
と
記
し
て
お
り
、

〈
変
装
〉
の
手
段
と
し
て
面
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
う
か
が
え
る
の

は
興
味
深
い
。「
大
会
」
の
演
出
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
中
玲
子
氏
「
作

品
研
究
〈
大
会
〉」（『
能
の
演
出　

そ
の
形
成
と
変
容
』
若
草
書
房
、
平
10

所
収
）
参
照
。

（
７
）
江
戸
後
期
の
『
大
野
出
目
家
伝
書
』
に
は
、
狂
言
面
と
し
て
「
地
蔵
」
を

挙
げ
る
。
江
戸
期
の
創
作
面
か
。
小
林
責
氏
・
神
田
佳
明
氏
・
岩
崎
久
人
氏

『
狂
言
面
﹇
鑑
賞
と
打
ち
方
﹈』（
淡
交
社
、
平
16
）
所
収
「
現
代
に
生
き
る

狂
言　
狂
言
の
歴
史
と
特
色　
狂
言
面
の
種
類
と
用
法
性
格
」（
小
林
責
氏
執
筆
）

参
照
。

（
８
）
狂
言
記
が
古
態
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
天
正
狂
言

本
の
目
録
に
見
え
る
「
や
く
し
か
ひ
（
薬
師
買
ひ
）」
が
、「
仏
師
」
の
よ
う

な
内
容
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
薬
師
如
来
像
に
化
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り

得
た
で
あ
ろ
う
。

（
９
）根
立
研
介
氏『
日
本
の
美
術
494　

室
町
時
代
の
彫
刻
』（
至
文
堂
、平
19
・
７
）。

（
10
）「
六
地
蔵
」
を
収
め
る
鷺
流
台
本
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
佐
渡
伝
承
本
（
安
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藤
本
）
が
あ
る
。

（
11
）
装
束
付
に
「
縹ハ

ナ

帽ノ
ホ

子ウ
シ

目
鼻
少
出
ル
様
ニ
綴ト

ヂ

テ
着
ル
（
中
略
）
面
ヲ
カ
ク
ル

仕
様
ア
レ
ト
モ
面
カ
ク
ル
ヨ
リ
顔
少
見
ス
ル
道
理
吉　

口
伝
」
と
あ
る
。

（
12
）
享
保
保
教
本
の
み
は
、「
預
天
賀
地
蔵
・
放
光
王
地
蔵
・
金
剛
願
地
蔵
・
金

剛
宝
地
蔵
・
金
剛
幢
地
蔵
・
金
剛
悲
地
蔵
」
と
す
る
。
管
見
の
範
囲
の
狂
言

台
本
で
は
、こ
の
よ
う
な
尊
名
を
挙
げ
る
の
は
保
教
本
の
み
。
池
田
廣
司
氏
・

北
原
保
雄
氏
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇
中
』（
表
現
社
、
昭

48
）
所
収
「
六
地
蔵
」
頭
注
は
、こ
れ
ら
の
尊
名
が
『
地
蔵
十
王
経
』（
偽
経
）

に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
13
）『
覚
禅
鈔
』
及
び
妙
本
寺
本
『
い
ろ
は
字
』
に
「
無
二
（
牟
尼
）
地
蔵
」
の

名
が
見
え
る
こ
と
は
、北
川
忠
彦
他
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
（
下
巻
）』（
三

弥
井
書
店
、
平
７
）「
六
地
蔵
」
頭
注
（
永
井
猛
氏
担
当
）
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

（
14
）
中
世
後
末
期
の
関
東
天
台
の
学
僧
・
舜
海
の
撰
述
。
叡
山
文
庫
に
は
天
文

九
年
奥
書
の
写
本
が
あ
る
由
。
牧
野
和
夫
氏
「
翻
印
『
延
命
地
蔵
経
聞
書
』」

（『
文
藝
論
叢
』
44
、
平
７
・
３
）
参
照
。
同
稿
に
翻
刻
さ
れ
た
大
谷
大
学
図

書
館
蔵
本
（
近
世
前
期
写
本
）
に
よ
る
と
、「
一
説
ニ
ハ
」
と
し
て
、「
禅
味

地
蔵
・
無
二
地
蔵
・
衆
龍
地
蔵
・
観
讃
地
蔵
・
伏
勝
地
蔵
・
不
徳休

イ

息
地
蔵
」

を
挙
げ
る
。

（
15
）
六
地
蔵
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
注
（
12
）
に
掲
げ
た
享
保

保
教
本
と
一
致
す
る
『
地
蔵
十
王
経
』
の
例
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
『
與

願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』（
元
禄
三
年
版
）
に
は
、「
檀
陀
地
蔵
・
宝
珠
地
蔵
・

宝
印
地
蔵
・
持
地
地
蔵
・
除
蓋
障
地
蔵
」
を
挙
げ
る
。
牧
野
和
夫
氏
・
杉
山

友
美
氏
「『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』―

実
践
女
子
大
学
図
書
館
山
岸
文

庫
蔵―

」（『
実
践
国
文
学
』
45
、
平
６
・
３
）
参
照
。

（
16
）
奥
健
夫
氏
「
裸
形
着
装
像
の
成
立
」（『M

U
SEA

M

』
589
、
平
16
・
４
）。

（
17
）
注
（
16
）
に
同
じ
。

（
18
）
奥
健
夫
氏
「
生
身
仏
像
論
」（
長
岡
龍
作
氏
編
『
講
座
日
本
美
術
史　

第
４

巻
造
形
の
場
』
東
京
大
学
出
版
会
、
平
17
所
収
）。

（
19
）
注
（
18
）
に
同
じ
。
血
を
流
し
、
声
を
発
す
る
な
ど
の
仏
に
お
け
る
生
身

の
観
念
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
中
世
説
話
に
つ
い
て
は
、
阿
部
泰
郎
氏
「
生

身
と
流
血―

中
世
縁
起
・
説
話
に
お
け
る
仏
の
身
体―

」（
仏
教
美
術
研
究

上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
報
告
書
第
二
十
九
冊
『
研
究
発
表
と
座
談
会　

仏
教
美
術
に
お
け
る
身
体
観
と
身
体
表
現
』
平
14
・
３
）、『
説
話
文
学
研
究
』

43
（
平
20
・
７
）
所
収
の
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
生
身
」
を
め
ぐ
る
思
想
・
造

型
と
説
話
」（
阿
部
泰
郎
氏
・
生
駒
哲
朗
氏
・
奥
健
夫
氏
の
報
告
を
収
め
る
）

が
参
考
に
な
る
。

（
20
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
著
聞
集
』（
永
積
安
明
氏
・
島
田
勇
雄
氏
校
注
、

岩
波
書
店
、
昭
41
）
所
収
の
宮
内
庁
書
陵
部
（
一
）
本
に
よ
る
。

（
21
）
中
世
に
行
わ
れ
た
オ
ン
ブ
の
し
ぐ
さ
と
狂
言
の
演
技
・
演
出
の
対
応
に
つ

い
て
は
、「
金
津
」
の
例
も
含
め
て
、
橋
本
朝
生
氏
「
中
世
史
劇
と
し
て
の

狂
言
（
一
）―

狂
言
の
演
技
・
演
出
」（『
中
世
史
劇
と
し
て
の
狂
言
』
若
草

書
房
、
平
９
所
収
）
参
照
。

（
22
）
天
理
本
に
は
親
の
せ
り
ふ
と
し
て
、「
定
而
そ
ち
を
つ
れ
て
い
て
、
か
の
堂

に
す
へ
て
お
か
う
ず
、
其
時
身
ど
も
か
下
て
、
か
の
堂
に
し
の
び
入
て
、
つ

れ
て
帰
ら
ふ
」
と
あ
る
が
、
親
は
再
び
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
和
泉
流
現

行
の
結
末
は
、
こ
れ
ら
の
せ
り
ふ
を
結
末
の
演
出
に
生
か
し
て
、
筋
立
て
を

合
理
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
虎
明
本
に
も
「
人
の
な
い
つ
が
ひ
を

み
て
、
に
げ
て
も
ど
れ
」
と
い
う
親
の
せ
り
ふ
が
あ
っ
た
。

（
23
）
続
群
書
類
従
・
補
遺
二
『
看
聞
御
記
（
上
）』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭

55
）
に
よ
る
。

（
24
）
岩
崎
雅
彦
氏
「
地
蔵
菩
薩
と
子
ど
も―

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
十
六
話
と

狂
言
「
金
津
地
蔵
」―

」（『
日
本
文
学
』
平
14
・
７
）。

（
25
）
狂
言
「
仁
王
」
も
仏
に
変
装
す
る
と
い
う
点
で
は
仏
師
物
と
似
た
構
想
を
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も
つ
。
た
だ
し
、「
仁
王
」
は
、
仏
が
降
る
と
い
う
観
念
を
前
提
に
、
生
身

の
仁
王
が
自
ず
と
野
中
に
出
現
（
化
現
）
す
る
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
仏
像
制
作
に
携
わ
る
仏
師
と
い
う
存
在
が
介
入
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
石
神
」
に
も
、
夫
が
夜
叉
神
に
化
け
る
と
い
う
趣
向
が
あ
る
が
、
石
像
と

な
ま
身
の
人
間
が
交
替
す
る
（
し
か
も
石
神
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
妻
は
夫
の

体
に
直
に
手
を
触
れ
る
）
と
い
う
の
は
、「
仁
王
」
や
仏
師
物
と
比
べ
て
も

リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
く
構
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
日
本
芸
能
論
）
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On Busshi, Rokuzizō and Kanazu, Kyōgen Pieces

Hideo INADA
(Japanese Performing Arts)

Concerning Busshi, Rokuzizō and Kanazu, we considered the following points of the common idea and stage 

directions : 1）The scene of Busshi and others in which a swindler or his son pretends to be a statue of Buddha 

is related to that of Daie, a Noh play. 2）There is some possibility that the common idea and stage directions of 

Busshi and others were affected by the situation of engraving Buddhist statues which are exactly like a living 

man in the Japanese medieval period.
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