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諷
誦
文
考
補

一

私
は
以
前
に

「
諷
誦
文
考
」
翁
講
座
平
安
文
学
論
究
』
第
九
輯
、
風
間

書
房
、

一
九
九
二
年
。
以
下
、
前
稿
と
い
・３

を
草
し
て
、
諷
誦
文
の
性

格
は
ど
う
規
定
で
き
る
か
を
考
え
た
。
こ
れ
は
先
立

っ
て
公
に
さ
れ
た

今
成
元
昭
氏
の

「
「
諷
誦
文
」
生
成
考
」
（
国
文
学
研
究
』

一
〇
二
号
、

一
九
九
〇
年
）
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
論
を
承
け
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

今
成
氏
の
、
従
来
の
諸
説
を
検
討
し
た
う
え
で
示
さ
れ
た
定
義
は
、

「
諷
誦
文
」
は
、
布
施
物
を
献
じ
て
僧
に
諷
誦
を
請
う
文
書

で

あ

っ
て

「請
諷
誦
文
」
と
も
い
う
。

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
こ
で
の
諷
誦
と
は
経
典
等
の
読
誦

の
意
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
が
実
際
の
諷
誦
文
の
読
解
を
通
し

て
得
た
結
論
は
、

諷
誦
文
は
、
仏
、
僧
に
向
か

っ
て
布
施
を
受
納
す
る
よ
う
請
う
と

い
う
の
が
本
来
的
な
性
格
で
あ
る
が
、
ま
た
諷
誦

（布
施
、
誦
経

を
含
む
全
体
と
し
て
の
行
為
）
を
行
う
趣
旨
、
あ
る
い
は
祈
願
の
意

を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

後
藤
　
昭
雄

で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
心
は
前
段
に
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
論
文
が
出
た
後
、
諷
誦
文
と
は
何
か
を
論
じ
た
も
の
、

あ
る
い
は
こ
れ
に
言
及
し
た
論
が
い
く

つ
か
書
か
れ
た
が
、
私
見

へ
の

批
判
も
あ
り
、
前
稿
を
補

っ
て
お
き
た
い
。

二

前
稿
以
後
の
論
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
看
過
し
て
い
た
、
私
見
に

と

っ
て
大
き
な
意
味
を
持

つ
文
章
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

，り
な
い
。

諷
誦
文
は
文
体
と
し
て
類
型
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
も

の
は
、
本
文
の
前
に
三
行
に
亙

っ
て
、
「敬
白
／
請
諷
誦
事
／
三
宝
衆

僧
御
布
施
云
々
」
と
い
う
定
型
句

（以
下
、
事
書
と
い
３

を
有
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る

「
諷
誦
」
は
読
誦
の
意
で
は
な
く
、
布

施
の
意
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
前
稿
の
主
張
の

一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
、
前
掲
の
私
見
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
「
諷
誦
」
に
つ
い
て

の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
田
口
和
夫

「
諷
誦
文
の
こ
と
」



翁
観
世
』
四
八
巻

一
二
号
、　
一
九
八

一
年
）
で
あ
る
。
前
稿
に
述
べ
た
が
、

謡
曲

「自
然
居
士
」
に
諷
誦
文
を
読
み
上
げ
る
場
面
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
に
関
連
し
て
書
か
れ
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
見
開
き
二
頁
の
短
文

で
あ
る
が
、
嘉
暦
四
年

（
〓
壬
一九
）
二
月
二
十
六
日
の
日
付
を
持

つ

諷
誦
文
を
読
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
字
、
読
み
下
し
文
、
大
意
が
示

さ
れ
、
若
干
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
諷
誦
文
も
前
述
の
定

型
句
が
最
初
に
あ
る
が
、
そ
の

コ
鵡
諷
誦
事
」
を
田
口
氏
は

「
諷
誦
物

を
請
け
る
こ
と
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
「
諷
誦
物
」
と
あ
る
か
ら
、
読

誦
の
意
で
は
な
く
、
「物
」

つ
ま
り
布
施
で
あ
る
。
私
見
に
先
行
し
て

こ
う
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し

「請
」
を

「請
け
る
こ

と
」
と
解
釈
す
る
が
、
こ
れ
は
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
全
体
の
文
脈
の
中

で
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
な
お
、

田
口
氏
は
諷
誦
文
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

み
ず
か
ら
の
親
し
か

っ
た
死
者
の
極
楽
往
生
を
願

っ
て
施
物
を
さ

さ
げ
、
そ
の
趣
旨
を
述
べ
た
文
章
の
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
前
稿
以
後
の
論
を
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
諷
誦
＝
読
誦
説
に
立

つ
も
の
。

小
峯
和
明

「和
歌
と
唱
導
の
言
説
を
め
ぐ

っ
て
」
「
国
文
学
研
究
資

料
館
紀
要
』
２．
号
、　
一
九
九
五
年
）
に
、
今
成
論
文
と
前
稿
の
結
論

（前

引
）
を
示
し
て
、
「機
能
的
に
は
諷
誦
を
請
う
今
成
説
も
捨
て
が
た
い

も
の
が
あ
り
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
言
及
で
、
そ
の
理
由

な
ど
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

岡
野
浩
二

「
誦
経

（諷
誦
）
か
ら
み
た
天
皇
と
仏
教
」
（史
衆
会
編

『奈
良
平
安
時
代
史
の
諸
相
』、
高
科
書
店
、　
一
九
九
七
年
）
は
、
諷
誦
文
は

「
願
主
が
布
施
を
送

っ
て
僧
に
諷
誦
を
依
頼
す
る
文
書
」
と
い
う
理
解

に
立

っ
て
論
じ
て
い
る
が
、
「付
記
」
で
今
成
論
文
と
前
稿
に
言
及
し

て
、
「願
主
が
布
施
を
送

っ
て
僧
に
諷
誦

（誦
経
）
を
依
頼
す
る
な
か

で
諷
誦
文
が
生
ま
れ
、
や
が
て
諷
誦
と
直
接
関
係
し
な
い
布
施
物
の
施

入
に
も
諷
誦
文
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
、
諷
誦
と
は
誦
経
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
改
め
て
述
べ
て
い
る
。

奥
田
勲
氏
の
論
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
の
最
後
に
取
り
上
げ
る
。

諷
誦
＝
布
施
説
に
立

つ
も
の
。

大
石
有
克

「
諷
誦
文
小
考
―
中
世
詩
学
書
の
視
座
か
ら
―
」
（
比
較
文

学
論
孜
』
〔熊
本
大
学
文
学
部
比
較
文
学
研
究
室
〕
創
刊
号
、　
一
九
九
八
年
）。

題
目
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
諷
誦
文
と
は
何
か
を
論
じ
る
こ
と
を

主
題
と
し
た
論
文
で
あ
る
。
諷
誦
と
は
布
施
の
意
味
で
あ
る
と
解
す
る

基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
私
見
と
同
じ
で
あ
る
が
、
当
然
な
が
ら
、
違
い

も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。

諷
誦
文
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

諷
誦
文
と
は
事
書
の

「請
二
諷
誦
一事
」
を
踏
ま
え
、
三
宝
に
布
施

物
を
喜
捨
す
る
旨
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る

（傍
線
、
引
用
者
）

私
は
傍
線
部
を

「受
納
す
る
よ
う
請
う
」
と
解
釈
し
た
の
で
、
こ
の

点
は
相
違
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
私
は
事
書
を

「
諷
誦
を
請
け
む

事
」
と
訓
ん
だ
が
、
大
石
氏
は

「
諷
誦
を
請
む
る
事
」
と
訓
む
。
大
石

論
文
は
副
題
に
い
う
よ
う
に
中
世
の
詩
学
書
の
記
述
を
援
用
し
て
論
を

展
開
す
る
。
右
の
定
義
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
の
は

『
王
沢
抄
注
』
と

-2-



松
平
文
庫
本

『
作
文
大
体
』
付
載

「物
書
次
第
」
で
あ
る
が
、
前
者
に

「
諷
誦
卦
ハ
布
施
物
ヱ
ニ
宝
供
ル
文
也
」
、
後
者
に

「
諷
誦

ハ
仏
布
施
裏

物
ヲ
道
師
請
取
状
也
」
と
あ
る
。
前
者
は
大
石
論
の
論
拠
と
な
り
う
る

も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
む
し
ろ
私
見
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
大
石
氏
も
こ
れ
を

「
こ
こ
の

「
諷
誦
」
も
前
と
同
じ
く
諷
誦
文

の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
仏
に
布
施
物
を
献
じ
、
導
師

（僧
侶
）
に
も
そ

れ
を
受
納
す
る
よ
う
願
う
文
章
で
あ
る
と
し
て
い
る
」
と
解
す
る
。

論
及
し
て
お
く
べ
き
も
う

一
つ
は
、
僧
に
誦
経
を
請
う
文
章
と
し
て

指
摘
さ
れ
た

「請
僧
書
」
の
こ
と
で
あ
る
。
大
石
氏
は
諷
誦
文
は
僧
に

誦
経
を
請
う
文
章
で
は
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
う
し
た
用
途
の
文

章
は
別
に
あ
る
と
し
て
、
『朝
野
群
載
』
『
巻
数
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い

る

「
請
僧
書
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
。
用
例
と
し
て
次
の
文
章
を
挙

げ
る
。中

宮
職

嘱
≧
祠
李
覚
大
徳
・

右
、
明
日

一
日
薬
師
御
読
経
。
辰
剋
以
前
可
二
参
仕
・之
状
、
嘱
請

如
レ
件
。

康
和
元
年
十
月
四
日
　
権
大
進
藤
原
朝
臣

従
来
の
議
論
の
な
か
で
、
視
野
に
入

っ
て
い
な
か

っ
た
文
章
で
あ
り
、

貴
重
な
指
摘
で
あ
る
が
、
大
石
氏
の
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
か
、

疑
間
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
文
章
は
御
読
経

へ
の
参
仕
を
僧
李

覚
に
請
う
も
の
で
あ
る
が
、
御
読
経
と
い
う
行
事

へ
の
参
加
の
依
頼
と

経
典
の
読
誦
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
依
頼
と
で
は
、
や
は
り
違
う
の

で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
御
読
経
で
あ
る
か
ら
、
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
経
典
の
読
誦
に
は
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
。
『朝
野
群
載
』

所
収
の
他
の
例
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
文
章
も
あ
る
。

内
蔵
寮

嘱
≧
調
某
大
徳
一

右
、
始
レ
従
入
「
月
廿
日
・内
裏
御
仏
名
導
師
、
嘱
請
如
レ
件
。

天
延
二
年
十
二
月
十
八
日
　
右
中
弁
兼
頭
藤
原
朝
臣
佐
理

こ
れ
は
内
裏
で
行
わ
れ
る
御
仏
名
の
導
師
と
し
て
の
参
仕
を
請
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
他
の
例
も
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「請
僧

書
」
は
僧
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
事

へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
任
務
の
遂

行
を
依
頼
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
読
経
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。三

以
下
、
補
足
で
あ
る
。

ま
ず
前
稿
で
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
文
章
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。

一
つ
は

「清
慎
公
の
先
帝
の
奉
為
に
諷
誦
を
修
す
る
文
」
「
本
朝
文

粋
』
巻
十
四
）
で
あ
る
。
作
者
は
菅
原
文
時
。
本
文
は
訓
読
し
て
あ
げ

Ｚつ
。

敬
ひ
て
白
す

諷
誦
を
請
け
む
事

二
宝
衆
僧
の
御
布
施



螺
錮
の
等

一
張
、
和
琴

一
張

〈
己
上
お
の
お
の
木
蘭
地
の
錦
の

袋
に
納
る
〉
。

横
笛

一
管
、
高
一麗
笛

一
管
。
〈己
上
お
の
お
の
唐
錦
の
袋
に
納

る
〉

金
銀
蒔
絵
の
匝

一
合

〈花
足
の
机
井
び
に
下
机
〉
。

信
濃
布
三
百
端
。

右
、
六
七
の
聖
忌
、
光
陰
正
に
盈
て
り
。
心
憂
を
陳
べ
ん
と
欲
す

れ
ば
、
声
涙
濯
を
被
る
。
唯
願
は
く
は
諸
仏
慇
念
諦
聴
し
た
ま
へ
。

昔
者
延
長
の
明
主
、
弾
等
の
趣
を
賜
示
し
た
ま
ひ
、
弟
子
彼
の
徳

音
を
承
け
て
、
先
皇
に
伝
奏
せ
り
。
曲
更
に
雲
雷
の
上
に
帰
し
、

器
な
ほ
塵
巷
の
間
に
留
ま
る
。
又

一
竜
笛
有
り
。
蓋
し
前
代
の
名

物
な
り
。
彼
の
竹
と
糸
と
、
天
子
に
献
ぜ
ん
と
し
、
花
を
添

へ
美

を
加

へ
、
暗
か
に
日
辰
を
経
た
り
。
玉
洞
の
駕
晏
く
出
で
、
瑶
池

の
躍
長
く
遷
り
て
自
り
、
玄
宮
に
供
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
顧
命
疑

ふ
ら
く
は
覇
陵
の
風
に
在
り
し
か
と
。
将
に
黄
閣
に
安
ん
ぜ
ん
と

す
、
素
意
誠
に
是
れ
咸
池
の
浪
な
り
。
コ
豆
敢

へ
て
人
簑
の
翫
と

為
さ
ん
や
。
須
ら
く
以
て
仏
界
の
資
と
作
す
べ
し
。
且

つ
夫
れ
、

ｂ
冨

身

冽

利

Ｈ

圏

ヨ

罰

劉

∃

乳

圏

独
り
撫
せ
ず
、
故
に
流
俗
の
調
相
倶
に
す
。
同
じ
く
蜀
越
の
軽
財

を
混
じ
、
惣
て
梵
唄
の
仮
湖
に
捨
す
。
前
日
の
懇
念
、
今
日
と
己

に
違
ふ
と
雖
も
、
而
も
君
に
奉
る
深
誠
、
以
て
仏
に
奉
り
て
達
せ

ん
と
欲
す
。
然
れ
ば
則
ち
、
諷
誦
の
功
徳
、
遊
魂
を
飾
り
奉
る
。
」

螢
鏡
旧
徳
の
光
を
移
し
、
覚
月
新
果
の
彩
を
円
か
に
す
。
衆
生
法

界
、
利
益
無
辺
な
ら
ん
。
弟
子
、
音
報
国
の
残
日
を
憶
ふ
が
為
に
、

景
の
暮
れ
て
齢
の
傾
く
を
愴
め
り
。
弟
子
、
今
早
世
の
聖
朝
を
恋

ひ
奉
り
て
、
命
の
薄
く
し
て
詐
の
長
き
を
意
づ
。
只
泣
き
て
宝
寿

を
増
す
至
心
を
廻
ら
し
て
、
以
て
苦

に
正
覚
を
成
す
弘
願
を
発

す
る
の
み
。
敬
ひ
て
白
す
。

康
保
四
年
七
月
七
日
　
　
　
従

一
位
行
左
大
臣
藤
原
朝
臣
実

頼
敬
ひ
て
白
す

こ
れ
は
康
保
四
年

（九
六
七
）
七
月
七
日
の
村
上
天
皇
の
六
週
忌
に

際
し
て
、
左
大
臣
の
藤
原
実
頼
が
諷
誦
を
行
う
趣
旨
を
述
べ
た
文
章
で

あ
る
。
要
旨
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

実
頼
は
か

つ
て
醍
醐
天
皇
か
ら
等
の
弾
奏
の
伝
授
を
受
け
、
こ
れ
を

村
上
天
皇
に
伝
え
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
伝
授
に
は
楽
器
も
付
随
し

て
い
た
が
、
筆
は
実
頼
の
手
許
に
置
か
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
。
彼

は
竜
笛
の
名
器
も
所
蔵
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
等
と
竜
笛
と
を
村

上
天
皇
に
献
上
し
よ
う
と
思
い
な
が
ら
日
を
過
ご
す
う
ち
に
、
天
皇
が

亡
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
天
皇
の
死
に
よ
っ
て
献
上
の
機
会
を
失

っ
た

が
、
そ
の
ま
ま
手
許
に
置
い
て
お
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
忌
日
に

当
た
り
、
仏
前
に
喜
捨
す
る
こ
と
と
し
た
。

前
稿
で
は
、
こ
の
諷
誦
文
に
は
事
書
に
布
施
が
具
体
的
に
明
記
さ
れ
、

そ
れ
が
本
文
の
記
述
と
照
応
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
文
章
の
例
と
し
て

取
り
上
げ
た
。
第
二
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
諷
誦
文
は
独
特
の
類
型
と

し
て
本
文
に
先
立

っ
て
事
書
を
持

っ
て
い
る
が
、
こ
の
諷
誦
文
で
は
、

加
え
て

「
三
宝
衆
僧

へ
の
御
布
施
」
が

「
螺
釦
の
筆

一
張
、
和
琴

一



張
」
（Ａ
）、
「横
笛

一
管
、
高
麗
笛

一
管
」
（Ｂ
）、
「金
銀
蒔
絵
の
巨

一

合
、
信
濃
布
三
百
端
」
（ｃ
）
と
具
体
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
本
文
で
は
傍
線
部
ｂ

。
ａ
・
ｃ
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

前
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
肝
心
の
こ
と
を
言
い
落
と
し
て

い
た
。

謗
点
を
付
し
た

「
諷
誦
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
る
べ
き

で
あ

っ
た
。

そ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
、
先
の
書
き
下
し
文
で

「　
」
で
括

っ

た
部
分
を
国
語
訳
に
よ
っ
て
示
す
。

こ
れ
を
人
間
の
世
界
で
の
翫
び
物
と
す
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な

い
こ
と
で
あ
り
、
是
非
と
も
仏
の
世
界
の
物
と
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
笛
は
互
に
吹
き
合
う
も
の
で
す
か
ら
、

外
国
の
音
楽
も
排
除
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
は

一
人
で
は

弾
き
ま
せ
ん
。
世
俗
の
曲
調
と
合
わ
せ
て
演
奏
い
た
し
ま
す

（
こ

の
よ
う
な
こ
と
で
、
高
麗
笛
と
和
琴
と
を
添
え
ま
す
）。
さ
ら
に
信
濃

と
越
前
の
産
で
あ
る
さ
さ
や
か
な
品
物
を
も
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら

す
べ
て
を
経
文
の
読
誦
が
行
な
わ
れ
る
こ
の
場
に
喜
捨
い
た
し
ま

す
。
私
の
以
前
の
念
願
は
今
日
の
こ
の
行
い
と
は
相
違
し
て
い
ま

し
た
が
、
帝
に
差
し
あ
げ
た
い
と
い
う
心
か
ら
の
思
い
は
、
仏
に

差
し
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
こ
の
布
施
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
中
有
に
あ
る
帝
の
魂
が

悟
り
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
お
助
け
い
た
し
ま
す
。

実
頼
が
醍
醐
天
皇
か
ら
伝
領
し
た
筆
、
こ
れ
が
最
も
大
切
な
品
で
あ

る
。
合
わ
せ
て
実
頼
が
所
持
し
て
い
た
竜
笛

（横
笛
）、
こ
れ
を
村
上

天
皇
に
献
上
し
よ
う
と
思

っ
て
い
た
が
、
天
皇
の
死
に
よ
っ
て
不
可
能

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
や
む
な
く
忌
日
の
法
要
に
当
た

っ
て
、
こ
れ
を

仏
前
に
供
え
る
こ
と
で
本
意
を
遂
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
布
施
に

当
た
っ
て
は
、
等
に
は
和
琴
を
、
竜
笛
に
は
高
麗
笛
を
添
え
て
、
こ
れ

を
仏

へ
の
、
蒔
絵
の
巨
と
信
濃
布

∩
蜀
越
の
軽
財
し

と
を
僧

へ
の
布

施
と
す
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
文
の
後
に

「
諷
誦
」
の
語
が

あ
る
。
今
日
の
仏
前

へ
の
喜
捨
は
、
果
た
せ
な
か

っ
た
天
皇

へ
の
献
上

の
代
替
行
為
で
あ
る
。
「
君
に
奉
る
」
深
い
志
を
、
代
わ
り
に

「仏
に

奉
る
」
こ
と
で
遂
げ
た
い
と
い
う
。
こ
れ
を

「
諷
誦
」
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は

「
仏
に
奉
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
布
施
の
意
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
こ
の
諷
誦
＝
布
施
を
行
う
こ
と
が
、
な
お
中
有
に
止
ま

っ

て
い
る
帝
の
魂
が
悟
り
の
世
界

へ
至
る
助
け
と
な
る
は
ず
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
文
章
で
は
、
「
諷
誦
」
と
い
う
語
は

「梵
唄
の

仮
制
に
捨
す
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
布
施
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。

次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
菅
原
道
真
の
願
文
で
あ
る
。
「勅
を
奉
り

て
雑
薬
を
三
宝
衆
僧
に
供
施
す
る
願
文
」
翁
菅
家
文
草
』
巻
十
四
）、
寛

平
九
年

（八
九
七
）
二
月
の
作
で
あ
る
。

勅
に
噸
諄
イ
薇
卿
鶉
犠
蝿
宝
衆
僧
に
供
施
す
る
願
文
襲
評
軌
誓
一一百

紅
雪
小
百
斤
に縮糖

弟
子
、
生
は
末
世
に
在
り
、
乃
ち
宿
業
な
り
。
位
は
国
王
為
り
、

乃
ち
勝
因
な
り
。
是
の
故
に
、
常
に
念

へ
ら
く
、
得
る
所
の
珍
材
、



以
用

つ
て
万
民
百
姓
に
布
施
せ
ん
と
。
然
れ
ど
も
志
申
び
力
屈
し
、

言
深
く
事
浅
し
。
唯
願
は
く
は
、　
〓

一剤
の
上
妙
香
を
和
合
し
て
、

普
く
千
万
億
苦
の
衆
生
に
及
ぼ
さ
ん
こ
と
を
。
今
の
捨
す
る
所
、

此
の
上
分
に
在
り
。
三
宝
衆
僧
、
哀
を
垂
れ
て
聴
許
せ
よ
。
弟
子

敬
ひ
て
自
す
。

こ
の
願
文
は
、
前
稿
で
は
、
先
の
藤
原
実
頼
の
諷
誦
文
と
の
関
連
で

論
及
し
た
。　
一
つ
は

「
三
宝
衆
僧
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
本
文
に
先
立

っ
て
仏

へ
の
施
料
と
僧

へ
の
施
料
と
が
具
体
的
に

明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
点
で
、
願
文
で
は
あ
る
が
、
先

の
諷
誦
文
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
改
め
て
内
容
に
及
ん
で

考
え
て
み
よ
う
。

寛
平
九
年
の
作
で
あ
る
か
ら
、
勅
は
宇
多
天
皇
の
勅
で
あ
る
。
こ
の

文
章
は
宇
多
天
皇
が
紅
雪
と
い
う
薬
を

「
三
宝
衆
僧
」
に
供
施
す
る
旨

を
述
べ
た
も
の
で
、
し
た
が

っ
て
本
文
冒
頭
の

「
弟
子
」
と
は
宇
多
天

皇
で
あ
る
。
表
題
に

「
三
宝
衆
僧
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
次
行
の
注
記

の

「仏
」
と

「僧
」
で
あ
る
。
紅
雪
を
僧

へ
の
、
こ
れ
を
入
れ
る
仮
銀

台
を
仏

へ
の
施
物
に
す
る
と
い
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
諷
誦
文
を
特

徴
づ
け
る
事
書
の

「
三
宝
衆
僧
御
布
施
」
と
こ
の
願
文
の
表
題
の

「
三

宝
衆
僧
に
供
施
す
る
」
と
の
類
似
で
あ
る
。
ま
た

「
三
宝
衆
僧
」
の
語

は
本
文
の
終
わ
り
に
も
措
か
れ
、
ヨ
一宝
衆
僧
、
哀
を
垂
れ
て
聴
許
せ

よ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
何
を
聞
き
容
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
三
宝

（仏
）
に
は
仮
銀
台
を
、
僧
に
は
紅
雪
を
供
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。

つ

ま
り
、
こ
の
願
文
は
物
を
供
施
し
て
、
そ
の
受
納
を
三
宝
衆
僧
に
祈
願

す
る
文
章
で
あ
る
。
そ
う
し
た
内
容
の
願
文
の
、
表
題
お
よ
び
注
記
が

諷
誦
文
の
事
書
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
諷
誦
文
の
性
格
、

ま
た
そ
の
成
立
を
考
え
て
い
く
う
え
で
、
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

四

新
た
な
文
章
を
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

一
つ
は

『朝
野
群
載
』
巻
二
の

「
願
文
」
に
収
載
さ
れ
る

一
首
で
あ

る
。
作
者
は
源
順
。

乳
母
弟
子
敬
自

布
施
絹
五
匹

右
、
賤
妾
有

一
難
忍
。
不
白
仏
而
誰
白
。
左
丞
相
之
愛
子
、
右
金

吾
之
正
嫡
、
則
是
賤
妾
恭
所
奉
乳
養
也
。
而
去
五
月
廿

一
日
、
珊

瑚
林
上
、
花
容
忽
萎
、
翡
翠
簾
中
、
玉
顔
永
隔
、
妾
失
天
失
地
、

怨
仏
怨
神
。
何
留
此
老
醜
之
身
、
令
後
彼
恩
徳
之
主
耶
。
爾
来
、

金
吾
殿
下
、
猶
有
余
悲
。
尊
霊
終
焉
之
処
、
別
安
置
五
比
丘
。
念

仏
読
経
、
不
断
其
声
。
四
十
九
日
全
満
、
今
朝
、
僧
各
帰
寺
、
妾

将
帰
家
。
悲
涙
無
置
、
落
而
幾
積
、
忘
景
有
限
、
獣
而
何
過
。
偶

柳
撃
数
匹
之
解
文
、
亦
表
三
帰
之
深
志
。
昔
企
保
阿
之
功
、
独
待

我
君
成
人
之
日
、
今
尋
霊
山
之
跡
、
遥
念
我
君
成
仏
之
時
。
所
請

如
件
。

天
暦
元
年
七
月
八
日
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乳
母
弟
子
敬
ひ
て
白
す

布
施
、
絹
五
匹

右
、
賤
妾

一
つ
の
忍
び
難
き
こ
と
有
り
。
仏
に
自
さ
ず
し
て
誰
に

か
白
さ
む
。
左
丞
相
の
愛
子
、
右
金
吾
の
正
嫡
は
、
則
ち
是
れ
賤

妾
が
恭
く
も
乳
養
し
奉
る
漸
な
り
。
而
る
に
去
る
五
月
二
十

一
日
、

珊
瑚
林
上
、
花
容
忽
ち
に
萎
み
、
翡
翠
簾
中
、
玉
顔
永
く
隔
た
る
。

妾
、
天
を
失
ひ
地
を
失
ひ
、
仏
を
怨
み
神
を
怨
む
。
何
ぞ
此
の
老

醜
の
身
を
留
め
て
、
彼
の
恩
徳
の
主
に
後
れ
し
む
る
や
。
爾
来
、

金
吾
殿
下
、
な
ほ
悲
し
み
余
り
有
り
。
尊
霊
終
焉
の
処
に
、
別
に

五
比
丘
を
安
置
す
。
念
仏
読
経
、
其
の
声
断
え
ず
。
四
十
九
日
全

く
満
ち
て
、
今
朝
、
僧
お
の
お
の
寺
に
帰
り
、
妾
将
に
家
に
帰
ら

ん
と
す
る
に
、
悲
涙
置
く
こ
と
無
く
、
落
ち
て
幾
ば
く
か
積
り
し
。

憬
陸
障
レ
Ｍ
に
瞳
牌
“
ｒ
段
ぼ
陣
匹
に
胴
に
胆
ド
陽
。
催
て
叫
村

数
匹
の
解
文
を
撃
げ
て
、
亦
三
帰
の
深
志
を
表
さ
ん
。
昔
保
阿
の

功
を
企
て
、
独
り
我
が
君
の
成
人
の
日
を
待
ち
、
今
霊
山
の
跡
を

尋
ね
て
、
逢
か
に
我
が
君
の
成
仏
の
時
を
念
ふ
。
請
ふ
所
件

の

如
し
。

ま
ず
記
述
さ
れ
た
事
実
か
ら
確
認
し
て
お
く
と
、
天
暦
元
年

（九
四

七
）
七
月
の
日
付
が
あ
る
が
、
当
時
の

「
左
丞
相
」
、
左
大
臣
は
藤
原

実
頼
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

「愛
子
」
を

「正
嫡
」
と
し
て
い
た

「右
金

吾
」
「金
吾
殿
下
」
は
源
高
明
で
あ
る
。
高
明
は
、
こ
の
頃
、
権
中
納

言
右
衛
門
督
で
あ

っ
た
。
高
明
の
妻
は
朱
雀
天
皇
の
妃
の
慶
子
お
よ
び

村
上
天
皇
の
妃
の
述
子
と
姉
妹
で
あ
る
が
、
二
人
と
は
違

っ
て
そ
の
名

は
未
詳
で
あ
る
。
彼
女
は
、
こ
の
文
章
が
明
記
す
る
が
、
五
月
二
十

一

日
に
亡
く
な

っ
た
。
そ
う
し
て
四
十
九
日
に
当
た
る
七
月
八
日
に
法
会

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

『
日
本
紀
略
』
に
も
記
事
が
あ
り
、
極
楽

寺
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

辛
卯
、
於
二
極
楽
寺
ヽ
修
二
右
衛
門
督
室
家
四
十
九
日
態
「

こ
の
文
章
は
源
高
明
妻
に
乳
母
と
し
て
永
年
に
亙

っ
て
仕
え
た
女
性

が
、
亡
く
な

っ
た
主
人
の
満
中
陰
に
際
し
て
草
し
た
願
文
で
あ
る
が
、

そ
の
主
旨
は
傍
線
部
、
「柳
か
数
匹
の
解
文
を
撃
げ
て
、
亦
三
帰
の
深

志
を
表
さ
ん
」
で
あ
る
。
ヨ
一帰
」
と
は
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る

こ
と
。
三
宝
に
帰
依
す
る
と
い
う
そ
の
深
い
意
志
を
具
体
的
に
表
す
行

為
と
し
て

「数
匹
の
解
文
を
撃
げ
る
」
の
で
あ
る
が
、
「解
文
」
が
解

し
が
た
い
。
「
げ
ぶ
み
」
な
ど
で
は
こ
こ
は
な
い
。
こ
の

「数
匹
の
解

文
」
は
本
文
の
前
に
記
さ
れ
た

「布
施
、
絹
五
匹
」
で
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
、
こ
こ
の
意
味
を
考
え
る
と
、
絹
五
匹
を

布
施
と
し
て
捧
げ
て
、
仏
法
僧

へ
の
帰
依
の
意
志
を
表
す
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

も
う

一
つ
、
こ
の
文
章
で
注
目
し
た
い
の
は
、
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

賤
妾
に

一
つ
の
忍
び
難
き
こ
と
有
り
。
仏
に
自
さ
ず
し
て
誰
に
か

白
さ
む
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
文
章
は
仏
に
向
か

っ
て
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
こ
の
文
章
の
要
点
は
、
布
施
を
献
じ
て
、
三
宝

へ
の
帰
依
の
志
を
示
す
こ
と
を
仏
に
申
し
述
べ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く

「我
が
君
の
成
仏
の
時
を
念



ふ
」
ゆ
え
で
あ
る
。

こ
の
文
章
に
は
表
題
あ
る
い
は
こ
れ
に
当
た
る
よ
う
な
も
の
が
な
い
。

し
か
し
、
日
録
は
こ
れ
を
諷
誦
文
と
す
る
。
目
録
に
は
、
願
文
に
つ
い

て
こ
う
あ
る
。

願
文
四
首

〈北
野
廟
。
亡
考
諷
誦
。
自
筆
法
花
。
法
事
諷
誦
〉

四
首
目
の

「
法
事
諷
誦
」
が
こ
の
文
章
で
あ
る
が
、
『
朝
野
群
載
』

の
目
録
の
作
成
者

（編
者
の
三
善
為
康
で
あ
ろ
・３

は
、
こ
の
文
章
を
諷

誦
文
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
触
れ
て
お
く
と
、
二

首
目
も

「
亡
考
諷
誦
」
で
、
諷
誦
文
と
す
る
が
、
こ
れ
は

『本
朝
文

粋
』
巻
十
四
に
も
収
載
す
る

「
在
原
氏
為
二
亡
息
員
外
納
言
四
十
九
日
・

修
二
諷
誦
一文
」
で
、
類
型
の
事
書
が
あ
る
。

上
述
の
よ
う
な
内
容
の
文
章
が

『朝
野
群
載
』
に
あ

っ
て
は
諷
誦
文

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

取
り
上
げ
る
べ
き
も
う

一
つ
の
資
料
は

『金
剛
寺
文
書
』
所
収
の
諷

誦
文
で
あ
る
。
金
剛
寺
は
大
阪
府
河
内
長
野
市
に
あ
る
真
言
宗
の
名
刹

で
あ
る
が
、
古
写
経
、
聖
教
と
併
せ
て
多
く
の
古
文
書
を
襲
蔵
す
る
。

そ
れ
ら
は
早
く

『大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
文
書
の

一
冊
と
し
て
公
刊

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
収
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。　
一
九
四

「禅
恵
法

印
七
年
忌
諷
誦
文
案
」
の
表
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「禅
恵
法
印
七

年
忌
諷
誦
」
の
端
裏
書
が
あ
り
、
本
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

敬
自
　
〓調
達
嘲
物
事

二
宝
衆
僧
御
布
施
在
之

奉
　
開
眼
供
養
　
其
仏
像

一
躯
率
都
婆

奉
　
書
写
駄
都
　
妙
法
蓮
花
経
開
結
心
阿
諸
タ
ラ
等

奉
　
修
勤
光
明
護
摩
廿

一
座

右
、
謄
部
夢
中
、
□
瀧
露
底
、
徒
傷
嵯
於
分
段
之
哀
煩
、
久
勤
労

於
報
恩
之
慇
重
。
凡
計
霜
花
之
藪
改
、
十
三
廻
之
影
半
已
満
、
思

薫
修
之
漸
積
、
七
箇
年
之
忌
当
今
朝
。
働
雖
為
諸
方
計
会
之
刻
、

公
私
物
念
之
節
、
忍
万
事
、
営
於
少
務
、
抽
懇
誠
、
答
於
広
徳
。

加
被
冥
道
、
納
饗
尊
師
。
所
請
如
右
。
敬
白
。

建
徳
元
年
十
月
十
六
日
　
門
弟
等
敬
白

右
、
謄
部
の
夢
中
、
□
瀧
の
露
底
、
徒
ら
に
分
段
の
哀
彊
を
傷
嵯

し
、
久
し
く
報
恩
の
慇
重
に
勤
労
す
。
凡
そ
霜
花
の
弦
に
改
ま
る

を
計
る
に
、
十
三
廻
の
影
己
に
満

つ
る
に
半
ば
し
、
薫
修
の
漸
く

積
も
る
を
思
ふ
に
、
七
箇
年
の
忌
今
朝
に
当
た
る
。
働
て
諸
方
計

会
の
刻
、
公
私
物
窓
の
節
為
り
と
雖
も
、
万
事
を
忍
び
て
、
少
務

を
営
み
、
懇
誠
を
抽
ん
で
て
、
広
徳
に
答

へ
む
。
被
を
冥
道
に
加

べ
、
藝
方
臭
言
型
鮮
細
４
む
。
請
ふ
所
右
の
如
し
。
敬
ひ
て
白
す
。

建
徳
元
年
は

一
三
七
〇
年
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
事
書
の
書

き
様
で
あ
る
の
で
、
内
容
の
説
明
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
文
章
の
要
点

は
傍
線
部

「被
を
冥
道
に
加

へ
、
饗
を
尊
師
に
納
れ
む
」
に
あ
る
。

そ
の
事
書
で
あ
る
が
、
諷
誦
文
と
し
て
の
定
型
で
あ
る
。
た
だ
し

一

個
所
だ
け
相
違
す
る
。
そ
れ
は
傍
点
を
付
し
た

「
達
嘲
物
」
で
あ
る
。

通
例
は
、

敬
自
　
社鵡
諷
誦
事



三
宝
衆
僧
御
布
施

で
あ
る
。
普
通
に
は

「
諷
誦
」
と
あ
る
所
が
、
こ
の
諷
誦
文
で
は

「達

嘲
物
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
諷
誦
＝
達
嘲
物
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
達
嘲
物
と
は
何
か
。
こ
れ
は
前
稿
に
も
言
及
し
た
こ

と
で
あ
る
が
、
達
嘲
と
は
梵
語
ダ
ク
シ
ナ
ー
の
音
写
で
、
布
施
、
施
物

の
意
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
事
書
は
、
諷
誦
と
は
布
施
の
意
で
あ
る

こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。

五

以
上
、
二
節
に
亙

っ
て
四
首
の
文
章
を
読
ん
だ
が
、
こ
れ
を
以
て
、

前
稿
の
補
足
と
す
る
。
併
せ
て
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
四

首
の
う
ち
の
三
首
は
諷
誦
文
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
僧
に

向
か

っ
て
経
典
の
読
誦
を
依
頼
す
る
よ
う
な
文
言
は
書
か
れ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
私
見
に
対
す
る
批
判
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
は
、
こ
の
諷
誦
文
の
こ
の
文
を
こ
う
読
む
の
で
、
諷
誦
文
と
は
僧

に
誦
経
を
請
う
文
章
と
規
定
で
き
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

あ

っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
第
二
節
に
引
用
し
た
大
石
氏
指
摘
の

「物
書

次
第
」
の

「
諷
誦

ハ
仏
布
施
一暴
物
ヲ
道
師
請
取
状
也
」
と
い
う
記
述
は

私
見
の
強
力
な
味
方
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
そ
れ
で
も
な
お
決
定
的
な

論
拠
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
記
述
の
理
解
自
体
が
誤

っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
論
拠
と
な
る
実
際
の
諷
誦
文
の
記

述
を
提
示
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
諷
誦
文
と
は
何
か
の
議
論
は
深
ま

る
も
の
と
思
う
。

こ
こ
で
、
先
に
留
保
し
た
奥
田
勲
氏
の
論
に
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ

は

「善
妙
寺
の
尼
僧
―
明
行

。
諷
誦
文
を
め
ぐ

っ
て
―
」
「
聖
心
女
子

大
学
論
叢
』
第
九
二
集
、

一
九
九
九
年
）
で
、
諷
誦
文
に
つ
い
て
か
な
り

の
論
及
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
今
成
論
文
も
私
の
前
稿
も
見
る
こ
と
な

く
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

諷
誦
文
と
は
詳
し
く
は

「
請
諷
誦
文
」
と
言
い
、
僧
に
経

。
諷
誦

文
の
読
誦
を
請
う
文
書
で
あ
る
。　
一
定
の
形
式
が
あ
り
、
布
施
等

を
三
宝
に
捧
げ
る
こ
と
を
述
べ
、
供
養
の
趣
旨
を
記
し
、
日
付
と

願
主
の
名
を
添
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
諷
誦
文
と
は

「布
施
等
を
三
宝
に
捧
げ
る
こ
と
を

述
べ
、
供
養
の
趣
旨
を
記
し
」
た
も
の
と
す
る
の
が
、
最
も
素
直
な
理

解
の
仕
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（１
）
〈　
　
〉
で
括
っ
た
も
の
は
原
文
で
は
割
注
。

（２
）
こ
の
諷
誦
文
を
読
む
な
か
で
も
言
及
し
て
い
る
が

（拙
稿

「本
朝
文
粋
抄

一　
清
慎
公
の
先
帝
の
奉
為
に
諷
誦
を
修
す
る
文
」
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
四
一

号
、
二
〇
〇
二
年
）、
諷
誦
文
を
考
え
る
本
稿
で
改
め
て
述
べ
る
。

（３
）拙
稿

「『菅
家
文
草
』
散
文
篇
の
基
礎
的
考
察
」
６
日
本
歴
史
』
六
五
二

号
、
二
〇
〇
二
年
）
で
述
べ
た
が
、
先
の
諷
誦
文
と
同
じ
く
こ
こ
で
改
め
て

述
べ
る
。

（４
）
「亡
考
」
は

「亡
息
」
の
誤
り
で
あ
る
。

（ご
と
う

。
あ
き
お
　
本
学
大
学
院
教
授
）
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