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古
歌
⽛
心
だ
に
⽜
の
受
容

―
神
道
・
仏
教
・
本
居
宣
長
の
事
例
か
ら
―

鈴

木

英

之

一
、
は
じ
め
に

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
流
布
し
た
古
歌
が
あ
る
。

心
だ
に

ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ
な
ば

い
の
ら
ず
と
て
も

神
や
守
ら
ん

直
訳
す
れ
ば
⽛
心
さ
え
ま
こ
と
の
道
に
か
な
う
な
ら
ば
、
た
と

え
祈
ら
な
く
て
も
神
は
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
⽜
と
な
る
。

⽛
や
⽜
は
疑
問
の
係
助
詞
だ
が
、
諸
書
を
見
る
限
り
、
解
釈
に
は
ほ

と
ん
ど
反
映
さ
れ
ず
⽛
神
は
守
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
⽜
と
解
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
⽛
神
は
守
ら
ん
⽜
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

本
歌
は
、
菅
原
道
真
（
北
野
天
神
）
の
御
詠
歌
と
し
て
流
布
し

た
。
室
町
期
の
浄
土
僧
で
あ
る
了
誉
聖
冏
の
著
書⽝
破
邪
顕
正
義
⽞

（
一
三
七
七
成
立
）
に
見
え
る
の
を
最
初
期
の
用
例
の
ひ
と
つ
と

し
て
、謡
曲
や
法
華
経
注
釈
な
ど
中
世
か
ら
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。

近
世
に
入
る
と
⽝
歌
林
四
季
物
語
⽞
な
ど
を
通
じ
て
大
い
に
流
布

し
た
と
さ
れ
、
儒
家
神
道
、
本
居
宣
長
に
至
る
ま
で
が
、
本
歌
に

つ
い
て
様
々
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
本
歌
の
⽛
ま
こ
と
の
道
⽜

は
仏
道
・
神
道
・
天
道
な
ど
い
ず
れ
も
当
て
は
ま
る
し
、⽛
祈
ら
ず

と
て
も
⽜
と
い
う
祈
祷
不
要
論
は
、
肯
定
・
否
定
の
ど
ち
ら
の
文

脈
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
神
道
や
仏
教
、
儒
教

や
国
学
な
ど
の
文
献
で
幅
広
く
引
用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
本
歌

の
受
容
を
知
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る
⽛
ま
こ
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と
の
道
⽜
と
は
何
か
、
祈
り
は
必
要
か
否
か
、
祈
り
が
必
要
（
も

し
く
は
不
要
）
な
ら
ば
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
お
本
歌
に
つ
い
て
は
夙
に
前
田
勉
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究＊
⚑
が

あ
り
、
主
に
垂
加
神
道
と
本
居
宣
長
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

小
稿
で
は
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、⽛
祭
礼
⽜に
着
目
し
て⽛
心
だ
に
⽜

の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。

二
、
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
⽛
心
だ
に
⽜
解
釈

近
世
伊
勢
神
宮
の
外
宮
祀
官
で
あ
る
度
会
延
佳
（
十
七
世
紀
）

は
、⽝
陽
復
記
⽞に
お
い
て
祭
礼
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に⽛
心
だ
に
⽜

の
歌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
延
佳
は
祈
り
の
必
要
性
を
⽛
誠
⽜
を
通

じ
て
説
く
。

神
の
祈
を
う
け
た
ま
ふ
と
、
請
た
ま
は
ざ
る
は
其
人
の
誠
と

不
レ
誠
と
に
あ
る
事
な
り
。
誠
に
神
に
祈
に
其
し
る
し
な
き

と
お
も
ふ
と
も
、
身
に
か
へ
り
て
自
の
誠
い
ま
だ
い
た
ら
ざ

る
と
お
も
ふ
べ
し
。
ゆ
め
〳
〵
神
を
怨
む
る
事
な
か
れ
。
是

神
道
也
。
武
王
は
聖
人
に
て
ま
し
ま
せ
ど
も
、
御
病
脳
の
時

に
周
公
祈
給
ふ
ぞ
か
し
。
末
代
の
凡
夫
の
、
を
か
せ
る
過
も

な
き
も
の
が
ほ
に
て
、
神
に
い
の
る
事
も
な
く
、
心
だ
に
誠

の
道
に
か
な
ひ
な
ば
い
の
ら
ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
と
云

歌
を
、
あ
し
く
心
得
て
口
に
し
き
。
誠
の
道
に
か
な
ひ
た
る

か
ほ
な
る
は
甚
僻
事
な
り
。
誠
の
道
に
か
な
ひ
た
る
人
は
聖

人
な
り
。
か
ろ
〴
〵
し
く
お
も
ふ
べ
か
ら
す
。
其
上
い
の
ら

ず
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
、
ま
し
て
い
の
ら
ば
猶
ま
も
ら
ん

と
云
心
、
詞
の
外
に
あ
る
を
や＊
⚒
。

神
が
人
間
の
祈
り
を
請
け
る
か
否
か
は
、
人
間
が
⽛
誠
⽜
で
あ

る
か
否
か
に
よ
る
と
し
、
願
い
が
適
わ
な
く
て
も
、
そ
れ
は
自
ら

の
⽛
誠
⽜
が
不
足
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
。⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
に

い
う
⽛
誠
の
道
⽜
に
か
な
う
人
間
と
は
⽛
聖
人
⽜
の
こ
と
で
あ
り
、

普
通
の
人
間
（⽛
凡
夫
⽜）
の
心
が
⽛
誠
の
道
⽜
に
か
な
う
こ
と
は

な
い
。
だ
か
ら
凡
夫
は
祈
る
必
要
が
あ
る
が
、
祈
る
な
ら
ば
神
は

守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
。

延
佳
は
⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
誤
っ
て
理
解
し
、
祈
り
を
軽
視
す

る
風
潮
を
誡
め
、
普
通
の
人
間
の
心
が
⽛
誠
の
道
⽜
に
適
う
こ
と
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は
な
い
の
で
き
ち
ん
と
祈
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
な
お
⽛
誠
の

道
⽜
は
聖
人
だ
け
が
か
な
う
道
だ
が
、⽛
聖
人
の
祈
は
、
金
中
の
金

の
ご
と
し
。
愚
人
の
祈
も
、
し
ば
ら
く
誠
な
る
は
、
砂
中
の
金
な

れ
ば
、
砂
こ
そ
と
ら
ざ
ら
め
金
は
と
ら
ざ
ら
ん
や
⽜
と
、
愚
者
で

あ
る
普
通
の
人
間
の
祈
り
の
中
に
も
、
砂
の
中
の
金
の
よ
う
に

⽛
誠
⽜
が
あ
り
、
そ
れ
を
神
は
受
け
取
る
の
で
、
普
通
の
人
間
の
祈

り
に
も
意
味
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
が
⽛
祭
⽜
と
⽛
祈
⽜
の
違
い
で
あ
る
。

答
曰
、
孔
子
の
の
た
ま
ふ
ご
と
く
其
祭
べ
き
所
の
神
な
ら
ず

し
て
ま
つ
る
は
、
へ
つ
ら
ひ
な
り
。
し
か
れ
ど
、
祭
と
祈
と

分
別
あ
る
事
ぞ
か
し
。
伊
勢
両
大
神
宮
に
も
三
姓
の
氏
人
と

て
、
大
中
臣
は
祭
主
と
宮
司
に
任
じ
、
荒
木
田
と
度
会
は
祢

宜
に
補
し
、
勅
命
に
よ
り
て
ま
つ
る
。
全
く
自
分
の
祭
に
は

あ
ら
ず
。
其
神
の
後
裔
又
は
祠
官
の
祭
は
凡
人
と
は
隔
別
な

り
。（
中
略
）
祈
と
は
、
或
は
主
君
父
母
の
病
脳
な
ど
を
、
臣

下
忠
誠
の
情マ

コ
トを
以
い
の
り
、又
は
孝
子
迫
切
の
心
を
以
祈
ば
、

な
ど
か
其
誠
を
神
も
請
た
ま
は
ざ
ら
ん
や
。
或
は
天
下
国

家
、
又
身
の
上
の
災
害
を
、
い
ま
だ
き
ざ
ゝ
ざ
る
さ
き
に
神

に
詣
て
祈
り
、
又
坐
な
が
ら
も
祈
る
は
、
な
く
て
か
な
は
ぬ

道
理
な
り
。
我
国
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
も
ろ
こ
し
に
も
、
天

子
な
ら
で
は
天
を
ば
祭
給
は
ざ
れ
ど
も
、
庶
人
も
天
に
祈
に

て
其
理
知
べ
し＊
⚓
。

延
佳
に
よ
れ
ば
⽛
祭
⽜
と
⽛
礼
⽜
に
は
区
別
が
あ
る
と
い
う
。

⽛
祭
⽜
と
は
、
私
心
（⽛
自
分
の
祭
に
は
あ
ら
ず
⽜）
は
な
く
、
伊
勢

神
宮
の
祀
官
で
あ
る
大
中
臣
氏
・
荒
木
田
氏
・
度
会
氏
が
勅
命
に

よ
っ
て
祭
礼
を
行
う
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て

⽛
祈
⽜
は
、
主
君
や
父
母
の
病
の
平
癒
や
、
天
下
国
家
や
身
上
の
災

い
を
神
に
願
っ
て
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、
私
的
に
何
ら
か
の
出

来
事
の
達
成
や
、
好
ま
し
い
状
態
を
祈
願
す
る
こ
と
だ
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

周
知
の
通
り
、
伊
勢
神
宮
は
私
幣
禁
断
を
旨
と
し
、
私
的
な
祈

祷
を
禁
じ
て
き
た
。
こ
れ
に
関
連
す
る
の
が
内
清
浄
・
外
清
浄
で

あ
る
。

夢
窓
国
師
は
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
伊
勢
神
宮
を
参
詣
し

た
際
に
外
宮
一
祢
宜
で
あ
っ
た
度
会
朝
棟
か
ら
、
伊
勢
神
宮
参
詣

の
際
に
は
内
外
の
清
浄
が
必
要
で
、
外
清
浄
は
身
体
の
清
浄
、
内
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清
浄
は
、
名
利
の
望
み
を
持
た
な
い
こ
と
を
聞
い
て
い
る
。

こ
の
社
に
詣
づ
る
時
、内
外
の
清
浄
あ
り
。
外
の
清
浄
と
は
、

精
進
潔
斎
し
て
、
身
を
穢
悪
に
触
れ
ざ
る
な
り
。
内
の
清
浄

と
は
、
胸
中
に
名
利
の
望
み
を
お
か
ざ
る
な
り
。
世
の
常
、

幣
帛
を
捧
げ
、
法
楽
を
な
す
こ
と
は
、
皆
こ
の
名
利
の
望
み

を
祈
り
奉
ら
む
た
め
な
れ
ば
、
内
清
浄
に
あ
ら
ず
。
こ
の
故

に
こ
れ
を
制
し
給
へ
り＊
⚔
。

さ
ら
に
、
坂
士
仏
⽝
伊
勢
大
神
宮
参
詣
記
⽞（
一
三
四
二
成
立
）

で
は
、
外
宮
祀
官
・
度
会
家
行
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。

就
レ
中
当
宮
参
詣
の
ふ
か
き
な
ら
ひ
は
、
念
珠
を
も
と
ら
ず
、

幣
帛
を
も
さ
さ
け
ず
し
て
、
こ
こ
ろ
に
い
の
る
と
こ
ろ
な
き

を
内
清
浄
と
い
ふ
。
潮
を
か
き
水
を
あ
び
て
身
に
け
が
れ
た

る
所
な
き
を
外
清
浄
と
い
へ
り
。
内
外
清
浄
に
な
り
ぬ
れ

ば
、
神
の
こ
こ
ろ
と
吾
こ
こ
ろ
と
隔
な
し
。
既
に
神
明
に
お

な
じ
。
し
か
ら
ば
何
を
望
て
か
祈
誓
の
心
あ
る
べ
き
や
。
こ

れ
真
実
の
参
宮
也
と
う
け
給
は
り
し
程
に
、
渇
仰
の
涙
と
ど

め
が
た
し＊
⚕
。

注
目
す
べ
き
は
、
内
外
清
浄
に
な
れ
ば
、
神
の
心
と
我
が
心
に

隔
て
が
な
く
な
り
、
神
明
と
同
じ
に
な
る
た
め
、
と
り
た
て
て
祭

る
こ
と
（
念
珠
や
幣
帛
）
や
、
祈
誓
の
心
（
私
的
な
祈
り
）
は
必

要
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
の
心し

ん

と
神し

ん

と
の
一
致
を
説
く
も

の
で
、
伊
勢
神
道
書
⽝
御
鎮
座
伝
記
⽞
に
⽛
人
乃
天
下
之
神
物
也
。

莫
レ
傷
二
心
神
一
⽜、
両
部
神
道
書
⽝
神
祇
秘
鈔
⽞
に
⽛
衆
生
之
一
念

〈
是
又
神
体
也
〉⽜
な
ど
と
見
え
る
も
の
で
、
中
世
か
ら
こ
う
し
た

思
考
が
諸
書
に
認
め
ら
れ
る＊
⚖
。

延
佳
は
、
伊
勢
神
道
の
担
い
手
で
あ
る
外
宮
祀
官
度
会
氏
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
坂
士
仏
の
⽝
参
詣
記
⽞
を
校
訂
・
版
行
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
心
神
一
致
の
思
想
に
つ
い
て
も
当
然
知
っ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
⽝
陽
復
記
⽞
の
他
の
箇
所
で
は
、
伊
勢

神
道
書
で
は
な
い
が
、
吉
田
兼
倶
⽝
神
道
大
意
⽞
の
記
述
⽛
心
は

神
明
の
舎
⽜
の
く
だ
り
を
引
用
し
、⽛
も
と
よ
り
人
人
の
心
中
に
、

神
は
や
ど
り
、
ま
し
ま
せ
ど
も
⽜
な
ど
と
、
人
々
の
心
中
に
神
が

宿
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
心
神
一
致
の
思
想
は
、
林

羅
山
や
山
崎
闇
斎
な
ど
近
世
の
儒
家
神
道
家
に
お
い
て
も
重
要
な
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テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る＊
⚗
。

し
か
し
、
延
佳
は
安
易
に
心
神
を
一
致
さ
せ
る
論
調
を
否
定
す

る
。
中
世
の
心
神
一
致
論
に
よ
る
な
ら
ば
、
究
極
的
に
は
祭
祀
も

祈
祷
も
不
要
に
な
っ
て
（
否
定
さ
れ
て
）
し
ま
う
が
、
延
佳
は
⽛
心

だ
に
⽜
の
歌
を
認
め
な
が
ら
も
、
心
神
が
一
致
で
き
る
存
在
を
聖

人
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
祈
祷
の
必
要
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

ま
た
延
佳
は
⽛
祭
⽜
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

問
曰
、
心
は
神
明
の
舎
な
れ
ば
、
一
心
の
外
に
神
は
な
し
と

い
へ
ば
、
祭
な
ど
と
云
事
も
無
用
の
事
、
迷
の
者
の
す
る
事

也
と
云
人
あ
り
、
い
か
に
。
答
曰
、
一
心
の
外
に
神
な
し
と

は
、一
心
の
理
の
外
に
異
な
る
神
は
な
し
と
の
事
な
り
。（
中

略
）
あ
し
く
心
得
て
、
宗
廟
社
稷
の
神
は
な
き
も
の
な
り
、

祭
礼
も
い
た
づ
ら
事
な
り
な
ど
い
ふ
や
か
ら
は
、
一
心
の
量

を
せ
ば
く
見
て
、
一
向
偏
見
の
も
の
な
り
。（
中
略
）
又
外
に

神
あ
り
と
の
み
心
得
て
、
本
心
を
わ
す
れ
た
る
人
は
、
余
所

の
宝
を
羨
尊
ぶ
に
同
じ
。
何
の
益
な
き
事
な
り
。
其
上
神
明

の
教
に
も
そ
む
く
も
の
な
り
。
よ
く
工
夫
す
べ
し＊
⚘
。

こ
こ
で
は
人
間
の
心
が
神
明
の
住
み
家
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
祭

は
不
要
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
宋
学
の
理
気
説
に

基
づ
く
解
釈
が
な
さ
れ
る
。⽛
神
⽜
は
⽛
理
⽜
で
あ
り
⽛
心
⽜
で
あ

る
。⽛
理
⽜
と
は
物
の
本
性
・
本
質
の
こ
と
で
あ
り
、
万
物
に
内
在

す
る
の
だ
か
ら
、⽛
理
⽜
で
あ
る
⽛
心
⽜
の
ほ
か
に
⽛
神
⽜
は
い
な

い
。
だ
が
こ
れ
は
、⽛
理
⽜
と
い
う
普
遍
的
な
観
念
か
ら
の
心
神
一

致
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
祭
祀
不
要
と
い
う
訳

で
は
な
い
、
祭
る
べ
き
神
は
存
在
す
る
と
の
立
場
を
と
る＊
⚙
。

延
佳
は
、外
宮
祀
官
の
一
族
で
あ
る
度
会
氏
の
ひ
と
り
と
し
て
、

低
迷
し
て
い
た
近
世
伊
勢
神
宮
の
神
道
論
を
再
興
さ
せ
る
た
め
、

中
世
の
伊
勢
神
道
を
儒
教
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
た
人
物
で
あ
る
。

中
世
か
ら
つ
づ
く
⽛
心
だ
に
⽜
の
古
歌
の
受
容
の
す
が
た
か
ら
は
、

心
神
一
致
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
時
代
に
合
わ

せ
て
変
化
さ
せ
て
い
く
、
近
世
的
な
受
容
の
す
が
た
を
う
か
が
い

知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
、
仏
教
に
お
け
る
⽛
心
だ
に
⽜
解
釈

⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
は
、
仏
教
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
仏
道
修
行
の
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妨
げ
と
な
る
現
実
生
活
に
対
す
る
加
護
（
物
資
が
充
足
す
る
、
寿

命
が
延
び
る
な
ど
）
が
諸
神
よ
り
与
え
ら
れ
る
と
い
う
文
脈
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
神
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
仏
は
祭
り

鎮
め
る
対
象
で
は
な
い
の
で
、
主
に
⽛
祈
⽜
の
面
か
ら
の
受
容
・

考
察
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

た
と
え
ば
室
町
期
の
学
僧
・
了
誉
聖
冏
は
、⽝
破
邪
顕
正
義
（
鹿

島
問
答
）⽞⽛
第
四

念
仏
行
者
不
可
祈
現
世
福
楽
之
事
⽜
に
お
い

て
⽛
北
野
天
神
御
詠
歌
⽜
と
し
て
⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
引
用
し
、

念
仏
行
者
に
付
随
す
る
現
世
利
益
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
論
じ

る
。

女
云
、
夫
往
生
極
楽
最
後
臨
終
時
也
。
現
世
存
程
今
生
福
楽

神
明
祈
請
有
二
何
失
一
耶
ト
云
フ
人
ア
リ
。
此
事
如
何
。

翁
云
、
此
事
不
可
也
。（
中
略
）
若
厭
心
切
ナ
ラ
ハ
、
何
今
生

福
楽
祈
凝
ラ
サ
ン
。
若
欣
心
真
ア
ラ
ハ
、
何
ソ
後
世
ノ
引
接
ニ

疑
ヲ
懐
カ
ン
。
若
心
行
具
足
シ
テ
真
実
ノ
人
ナ
ラ
ハ
、
不
ト
モ
レ
祈
ラ

神
明
ハ
冥
加
随
遂
シ
玉
フ
ベ
シ
。
是
ノ
故
ニ
北
野
天
神
御
歌
云
、

心
タ
ニ
マ
コ
ト
ノ
道
ニ
カ
ナ
ヒ
ナ
ハ

イ
ノ
ラ
ス
ト
テ
モ
神
ハ
マ
モ
ラ
ン

其
ノ
上
五
増
上
縁
ノ
中
ニ
有
リ
二
現
世
護
念
増
上
縁
一
。
追
可
レ

尋
レ
之
云
云
＊
10

こ
こ
で
は
、
現
世
で
の
福
楽
を
神
明
に
祈
請
す
る
こ
と
を
否
定

し
、
此
の
世
（
穢
土
）
を
厭
い
、
浄
土
往
生
を
願
う
の
な
ら
ば
、

今
生
の
福
楽
を
祈
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
現
世
で
の
福
楽
を
神

明
に
祈
請
す
る
こ
と
は
、
専
修
念
仏
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
勧
め
ら

れ
な
い
。
ま
た
こ
の
世
（
穢
土
）
を
厭
い
、
浄
土
往
生
を
願
う
の

な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
今
生
の
福
楽
を
祈
る
必
要
は
な
い
。⽛
マ
コ

ト
ノ
道
⽜
と
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
極
楽
往
生
を
信
じ
、
そ
の
た

め
に
必
要
な
⽛
行
⽜
で
あ
る
念
仏
に
専
念
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、

も
し
浄
土
を
求
め
る
心
と
念
仏
行
を
具
足
し
た
真
実
の
行
人
で
あ

る
な
ら
ば
、
た
と
え
祈
ら
ず
と
も
神
々
は
加
護
を
与
え
て
く
れ
る

と
い
う
。

仏
を
深
く
信
じ
、
善
に
励
む
人
は
自
ず
か
ら
神
仏
の
加
護
を
得

る
と
い
う
展
開
は
、古
く
か
ら
あ
る
考
え
方
で
、⽝
法
華
経
⽞や⽝
阿

弥
陀
経
⽞
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
中
国
浄
土
教
の
大
家
で

あ
る
善
導
の⽝
観
念
法
門
⽞に
よ
れ
ば
、⽛
護
念
経
⽜（⽝
阿
弥
陀
経
⽞）

を
修
す
れ
ば
、
悪
鬼
・
鬼
神
を
退
け
、
不
慮
の
病
や
死
、
厄
災
を
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無
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
災
い
や
障
害
が
消
え
る
と
い
う
（
浄
土
宗
全

書
四
、
二
二
九
頁
上
）。

阿
弥
陀
仏
や
浄
土
を
深
く
信
じ
る
人
は
自
ず
か
ら
神
明
の
加
護

を
得
る
と
い
う
議
論
は
、
夙
に
親
鸞
に
認
め
ら
れ
、

仏
法
を
ふ
か
く
信
ず
る
ひ
と
を
ば
、
天
地
に
お
は
し
ま
す
よ

ろ
づ
の
神
は
、
か
げ
の
か
た
ち
に
添
へ
る
が
ご
と
く
し
て
、

ま
も
ら
せ
た
ま
ふ
こ
と
に
て
候
へ
ば
、
念
仏
を
信
じ
た
る
身

に
て
、
天
地
の
神
を
す
て
ま
う
さ
ん
と
お
も
ふ
こ
と
、
ゆ
め

ゆ
め
な
き
こ
と
な
り＊
11
。

と
、
仏
法
の
行
者
を
守
る
存
在
と
し
て
天
地
の
神
の
存
在
を
認
め

て
い
た
。

ま
た
専
修
念
仏
と
神
々
と
の
関
係
を
説
い
た
⽝
神
本
地
之
事＊
12
⽞

（
成
立
年
未
詳
。
一
四
一
三
写
）や
、浄
土
真
宗
の
学
僧
存
覚
の⽝
諸

神
本
懐
集
⽞（
一
三
二
四
成
立
）
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
現
世
利
益

と
の
関
連
が
説
か
れ
、
同
説
は
浄
土
系
諸
派
に
お
い
て
あ
る
程
度

流
布
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば⽝
諸
神
本
懐
集
⽞

で
は
、

ヒ
ト
ヘ
ニ
弥
陀
一
仏
ニ
帰
シ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
、
浄
土
ヲ
ネ
ガ

ハ
ヾ
、
モ
ロ
モ
ロ
ノ
神
明
ハ
昼
夜
ニ
ツ
キ
ソ
ヒ
テ
マ
モ
リ
タ

マ
フ
ベ
キ
ガ
ユ
ヘ
ニ
、モ
ロ
モ
ロ
ノ
災
難
モ
ノ
ゾ
コ
リ
、一
々

ノ
ネ
ガ
ヒ
モ
ミ
ツ
ベ
キ
ナ
リ
。
権
社
ノ
神
ハ
ヨ
ロ
コ
ビ
テ
擁

護
シ
タ
マ
フ
ベ
シ＊
13
。

と
、
阿
弥
陀
仏
に
帰
依
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
な
ら
ば
、
諸
神
は

常
に
行
者
に
付
き
従
う
た
め
、
諸
の
災
難
も
取
り
除
か
れ
、
一
つ

一
つ
の
願
い
も
叶
う
の
だ
と
、
ほ
ぼ
同
様
の
説
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。他

の
例
も
見
て
み
よ
う
。⽝
妙
法
天
神
経
⽞
は
、
菅
原
道
真
が
配

流
の
際
に
詠
ん
だ
歌
を
集
め
、⽝
法
華
経
⽞
二
十
八
品
そ
れ
ぞ
れ
に

対
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
北
野
天
神
が
詠
ん
だ
⽛
心
だ
に
⽜
の

歌
は
⽝
法
華
経
⽞⽛
勧
発
品
⽜
の
⽛
諸
仏
護
念
⽜
と
い
う
記
述
に
対

応
す
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

勧
発
品

一
者
為
諸
仏
護
念
二
者
殖
諸
徳
本
三
者
入
正
定
聚
四
者
発
救

一
切
衆
生
之
心
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心
た
に
ま
こ
と
の
み
ち
に
か
な
ひ
な
は

い
の
ら
す
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん＊
14

勧
発
品
の
記
述
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
⽛
仏
⽜
が
守
護
す
る
こ
と

（⽝
法
華
経
⽞で
い
う⽛
諸
仏
護
念
⽜）の
歌
に
よ
る
証
明
と
し
て⽛
心

だ
に
⽜
の
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。⽛
神
⽜
で
は
な
く
⽛
仏
⽜
の
護

念
の
話
で
あ
る
が
、
本
地
垂
迹
説
を
背
景
と
し
た
議
論
で
あ
り
、

神
仏
と
も
に
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
意
識

は
中
世
～
近
世
の
法
華
経
注
釈
で
共
有
さ
れ
、
日
澄
⽝
法
華
経
啓

運
鈔
⽞（
一
五
世
紀
末
）
や
日
将
⽝
略
法
華
経
附
和
歌
⽞（
一
七
世

紀
）
に
も
⽛
諸
仏
護
念
⽜
の
旨
を
顕
す
も
の
と
し
て
本
歌
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る＊
15
。

近
世
の
⽝
妙
法
天
神
経
⽞
の
注
釈
書
で
あ
る
⽝
妙
法
天
神
経
解

釈
⽞（
宝
鏡
寺
蔵
、
一
七
三
〇
年
元
賢
写
）
に
は
、
ま
ず
勧
発
品
と

⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
注
釈
が
施
さ

れ
る
。

勧
発
品

一
者
為
二
諸
仏
一
護
念
セ
ラ
ル
。
二
者
植
二
皇
諸
徳
本
一
、
三

者
入
二
正
定
聚
一
、四
者
発
二
救
一
切
衆
生
之
心
一
。
釈
曰
、（
中

略
）

心
た
に
誠
の
み
ち
に
か
な
ひ
な
は

い
の
ら
す
と
て
も
神
や
守
ら
む

釈
云
、
そ
れ
誠
の
道
は
、
惣
し
て
神
の
本
体
な
れ
は
、
賎
き

口
を
以
て
、
判
す
る
も
猶
恐
多
し
。
誠
の
道
に
か
な
ふ
と
い

ふ
こ
と
、
も
ろ
人
の
成
り
か
た
き
み
ち
成
る
へ
し
。（
中
略
）

誠
と
云
は
、
私
の
情
な
く
、
天
の
道
に
か
な
ふ
を
い
え
り
。

若
天
の
道
に
叶
時
は
、
神
の
道
、
仏
の
道
、
聖
人
の
道
、
に

も
か
な
え
り
。
即
是
神
仏
の
御
心
と
な
れ
は
、不
祈
と
て
も
、

神
は
守
ら
む
と
の
御
言
の
葉
、
猶
と
う
と
き
、
御
こ
と
な
ら

す
や
。
唯
凡
夫
の
人
は
、
欲
心
私
情
、
誠
を
く
ら
ま
し
、
暫

も
誠
に
成
か
た
し
。
此
故
に
仏
方
便
し
て
、禅
定
に
入
し
め
、

或
は
空
を
観
せ
し
め
、
或
は
念
仏
唱
名
に
我
を
忘
れ
し
め
、

或
は
誦
経
陀
羅
尼
、
機
に
随
て
修
す
れ
は
、
自
然
に
心
空
し

て
、
我
を
忘
れ
、
欲
を
離
れ
、
一
切
の
世
念
、
暫
時
休
す
る

も
、
お
の
つ
か
ら
聖
人
の
域
に
入
り
、
神
の
守
、
仏
に
護
念

せ
ら
れ
ん
こ
と
、
た
ゝ
な
ら
ぬ
徳
に
、
あ
ら
す
や
。
皆
是
宿

世
の
善
根
の
な
す
わ
さ
也
、
と
可
知＊
16
。



― 161 ―― 160 ―

（
九
）

北海学園大学人文論集 第 76 号(2024 年 3 月)古歌⽛心だに⽜の受容（鈴木）

⽛
誠
の
み
ち
⽜
の
⽛
誠
⽜
と
は
、
私
情
な
く
⽛
天
の
道
⽜
に
か
な

う
こ
と
を
意
味
し
、
も
し
こ
の
道
に
⽛
か
な
ふ
⽜
時
は
、
神
・
仏
・

聖
人
の
道
に
も
か
な
う
。
天
の
道
に
か
な
う
こ
と
こ
そ
神
仏
の
御

心
で
あ
る
か
ら
、
祈
ら
な
く
て
も
神
は
守
護
し
て
く
れ
る
。
し
か

し
、
凡
夫
は
欲
心
や
私
情
を
も
つ
た
め
⽛
誠
⽜
に
成
り
が
た
い
。

そ
こ
で
仏
は
方
便
し
て
禅
定
や
空
観
、
念
仏
唱
名
、
あ
る
い
は
誦

経
陀
羅
尼
な
ど
を
修
さ
せ
、
凡
夫
に
⽛
我
⽜
を
忘
れ
さ
せ
、⽛
欲
⽜

を
離
れ
る
よ
う
に
さ
せ
る
（
＝
私
情
を
な
く
す
）
こ
と
で
⽛
聖
人

の
域
⽜
に
入
ら
せ
天
の
道
に
か
な
う
よ
う
に
し
た
と
い
う
。

こ
こ
で
は
⽛
私
の
情
⽜
が
な
い
こ
と
を
、
仏
教
で
い
う
⽛
無
我
⽜

と
同
義
と
す
る
。
仏
道
修
行
に
よ
り
無ㅟ

我ㅟ

の
境
地
に
入
り
、
仏
と

成
る
こ
と
を
、
誠
の
道
（
天
の
道
）
に
か
な
う
こ
と
、
す
な
わ
ち

⽛
聖
人
の
域
⽜
に
入
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。⽝
妙
法

天
神
経
解
釈
⽞
は
、⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
認
め
な
が
ら
も
、
解
脱
し

て
仏
に
な
ら
な
い
と
神
と
通
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
述
の
延

佳
同
様
に
、
祈
り
を
不
要
と
す
る
ハ
ー
ド
ル
は
か
な
り
高
い
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
。

⽝
妙
法
天
神
経
⽞
は
⽛
経
⽜
と
い
う
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、⽛
誠

の
み
ち
⽜
を
⽛
天
の
道
⽜
と
し
て
普
遍
化
し
、
そ
の
も
と
に
仏
道

す
ら
も
包
摂
し
よ
う
と
す
る
注
釈
の
志
向
は
興
味
深
い
。
こ
れ
ら

は
近
世
の
儒
仏
一
致
、
神
儒
一
致
の
流
れ
の
中
で
生
ま
れ
た
言
説

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
、
本
居
宣
長
の
⽛
心
だ
に
⽜
解
釈

国
学
者
・
本
居
宣
長
は
⽝
古
事
記
伝
⽞⽛
直
毘
霊
⽜
に
お
い
て
、

と
、⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
⽛
儒
・
仏
⽜
の
説
と
し
て
否
定
し
て
い
た
。

宣
長
の
⽛
心
だ
に
⽜
論
に
つ
い
て
は
夙
に
前
田
勉
氏
に
よ
る
詳
細

な
研
究
が
あ
る
が
、
小
稿
で
は
少
し
視
点
を
変
え
、
祭
礼
論
の
立

場
か
ら
宣
長
の
⽛
心
だ
に
⽜
の
受
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

宣
長
は
⽝
玉
勝
間
⽞⽛
北
野
の
御
詠
と
い
ふ
歌
⽜
に
お
い
て
、⽝
歌

林
四
季
物
語
⽞
に
収
載
さ
れ
る
⽛
心
だ
に
⽜
の
歌＊
17
に
つ
い
て
⽛
例

の
ほ
う
し
の
口
つ
き
也＊
18
⽜
す
な
わ
ち
僧
侶
の
詠
み
ぶ
り
で
あ
り
、

文
法
的
に
も
問
題
が
あ
る
と
批
判
的
な
論
評
を
加
え
て
い
る
。
ま

た
⽝
玉
勝
間
⽞⽛
神
祇
の
歌
⽜
で
は
、

又
世
に
何
が
し
の
神
の
御
歌
ぞ
、
く
れ
が
し
の
社
の
御
詠
ぞ

な
ど
い
ふ
が
あ
る
は
、
お
ほ
く
は
ほ
う
し
の
と
も
が
ら
の
、
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世
の
人
を
、
お
の
が
道
に
引
入
れ
む
料
に
、
い
つ
は
り
作
れ

る
物
也
。
さ
る
に
よ
り
さ
や
う
の
歌
は
、
神
の
道
の
意
に
は

か
な
は
ず
。
皆
仏
意
な
る
ぞ
か
し＊
19
。

と
、⽛
心
だ
に
⽜
の
よ
う
な
神
の
御
詠
歌
は
、
そ
の
多
く
は
人
々
を

仏
道
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
偽
り
の
歌
で
あ
り
、⽛
神

の
道
の
意
⽜
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
仏
意
な
の
だ
と
断
じ
て
い

る
。
で
は
な
ぜ
⽛
仏
意
⽜
な
の
か
。

宣
長
は
⽝
古
事
記
伝
⽞
一
⽛
直
毘
霊
⽜
に
お
い
て
⽛
心
だ
に
⽜

の
歌
を
引
用
し
、
神
の
道
に
は
背
い
て
お
り
、
祭
祀
は
必
須
と
断

じ
る
（
以
下
、
本
章
に
お
け
る
⽝
古
事
記
伝
⽞
の
引
用
は
一
続
き

の
も
の
で
あ
る
が
、
論
述
の
都
合
上
分
け
て
示
す
）。

天
皇
の
、
大
御
皇
祖
神
の
御
前
を
拝
祭
坐
が
ご
と
く
、
臣
連

八
十
伴
緒
、
天
下
の
百
姓
に
至
る
ま
で
、
各
祖
神
を
祭
る
は

常
に
て
、
又
天
皇
の
、
朝
廷
の
た
め
天
下
の
た
め
に
、
天
神

国
神
諸
を
も
祭
坐
が
如
く
、
下
な
る
人
ど
も
ゝ
、
事
に
ふ
れ

て
は
、
福
を
求
む
と
、
善
神
に
こ
ひ
ね
ぎ
、
禍
を
の
が
れ
む

と
、
悪
神
を
も
和
め
祭
り
、
又
た
ま
〳
〵
身
に
罪
穢
も
あ
れ

ば
、
祓
清
む
る
な
ど
、
み
な
人
の
情コ

コ
ロに
し
て
、
か
な
ら
ず
有

べ
き
わ
ざ
な
り
。
然
る
を
、
心
だ
に
ま
こ
と
の
道
に
か
な
ひ

な
ば
、
な
ど
云
め
る
す
ぢ
は
、
仏
の
教
へ
儒
の
見コ

コ
ロに

こ
そ
さ

る
こ
と
も
あ
ら
め
、
神
の
道
に
は
、
甚
く
そ
む
け
り＊

20
。

天
皇
か
ら
百
姓
に
至
る
ま
で
祖
神
を
祭
る
こ
と
は
常
の
こ
と
で

あ
る
し
、
天
皇
が
、
朝
廷
・
天
下
の
た
め
に
諸
神
を
お
祭
り
す
る

よ
う
に
、
下
々
の
人
た
ち
も
、
福
を
得
よ
う
と
善
神
に
祈
っ
た
り
、

禍
を
逃
れ
よ
う
と
悪
神
を
鎮
め
祭
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
は
み
な

人
の
心
情
か
ら
し
て
必
ず
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
⽛
心

だ
に
…
⽜
な
ど
と
言
っ
て
祭
礼
を
行
わ
な
い
よ
う
な
こ
と
は
、
仏

教
や
儒
の
考
え
で
は
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、⽛
神
の

道
⽜
に
は
、
ひ
ど
く
背
い
て
い
る
と
い
う
。

本
箇
所
で
の
⽛
祭
⽜
と
⽛
祈
⽜
の
区
別
は
曖
昧
な
よ
う
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
祭
祀
は
必
須
だ
と
い
う
。
宣
長
に
よ
る
と
、
異
国

で
は
、
神
を
祭
る
に
も
道
理
を
優
先
し
た
様
々
な
議
論
が
あ
り
、

中
に
は
淫
祠
と
し
て
誡
め
る
こ
と
も
あ
る
が
、
み
な
人
間
の
さ
か

し
ら
だ
と
い
う
。
宣
長
は
い
う
。
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凡
て
神
は
、
仏
な
ど
い
ふ
な
る
物
の
趣
と
は
異
に
し
て
、
善

神
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
悪
き
も
有
て
、
心
も
所
行
も
、
然
あ

る
物
な
れ
ば
、
悪
き
わ
ざ
す
る
人
も
福サ

カ

え
、
善
事
す
る
人
も
、

禍マ
ガ

る
事
あ
る
、
よ
の
つ
ね
な
り
。
さ
れ
ば
神
は
、
理
の
当

ア
タ
リ

不ア
タ
ラ
ヌを
も
て
、
思
ひ
は
か
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
、
た
ゞ
そ

の
御
怒
を
畏
み
て
、ひ
た
ぶ
る
に
い
つ
き
ま
つ
る
べ
き
な
り
。

神
と
は
、
仏
と
は
異
な
り
、
善
神
も
悪
神
も
い
る
の
で
、
人
間

の
行
い
の
善
い
悪
い
に
関
わ
ら
ず
、
幸
運
な
こ
と
、
不
幸
な
こ
と

が
あ
る
の
が
世
の
常
で
あ
る
。
だ
か
ら
（
異
国
の
仏
教
や
儒
教
の

よ
う
に
）
道
理
に
合
致
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
神
を
思
い
測
る

こ
と
な
ど
で
き
ず
、
我
々
人
間
は
た
だ
神
の
怒
り
を
畏
れ
て
、
ひ

た
す
ら
に
斎
き
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

宣
長
に
と
っ
て
、
神
は
人
間
の
推
し
量
り
（
人
間
の
考
え
る
道

理
）
を
超
え
た
存
在
で
あ
り
、⽛
心
だ
に
⽜
の
よ
う
に
心
が
通
じ
て

い
る
か
ら
祭
礼
を
行
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
わ

か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
祭
礼
は
必
須
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
祭
祀
を
行
う
べ
き
か
。

さ
れ
ば
祭
る
に
も
、
其
の
こ
ゝ
ろ
ば
へ
有
て
、
い
か
に
も
其

神
の
歓
喜
び
坐
べ
き
わ
ざ
を
な
も
為
べ
き
。
そ
は
ま
づ
万
を

斉
忌
清
ま
は
り
て
、
穢
悪
あ
ら
せ
ず
、
堪
た
る
限
美
好
物
多

に
献
り
、
或
は
琴
ひ
き
笛
ふ
き
歌
舞
ひ
な
ど
、
お
も
し
ろ
き

わ
ざ
を
し
て
祭
る
、
此
れ
み
な
神
代
の
例ア

ト

に
し
て
、
古
の
道

な
り
。

宣
長
に
よ
れ
ば
、
神
を
祭
る
時
は
、
ひ
た
す
ら
斎
き
祭
る
と
い

う
気
持
ち
を
も
っ
て
、
何
と
か
し
て
神
が
喜
び
そ
う
な
こ
と
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
万
事
を
斎
み
浄
め

て
穢
悪
を
な
く
し
、
最
も
美
味
な
物
を
多
く
献
上
し
、
琴
を
弾
き

笛
を
吹
き
歌
い
舞
う
な
ど
の
面
白
い
こ
と
を
す
る
こ
と
で
。
こ
れ

ら
は
み
な
神
代
の
例
で
あ
っ
て
⽛
古
の
道
⽜
な
の
だ
と
い
う
。

そ
し
て
宣
長
は
結
論
づ
け
る
。

然
る
を
た
ゞ
心
の
至
り
至
ら
ぬ
を
の
み
い
ひ
て
、
献
る
物
に

も
な
す
わ
ざ
に
も
か
ゝ
は
ら
ぬ
は
、漢
意
の
ひ
が
こ
と
な
り
。

⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
の
よ
う
に
、
た
だ
心
が
至
る
至
ら
な
い
と
い
う
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こ
と
だ
け
を
気
に
し
て
、
神
へ
の
献
上
も
祭
祀
も
行
な
わ
な
い
こ

と
は
、
漢
意
に
よ
る
間
違
い
な
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
先
に
延
佳

が
祈
り
の
結
果
が
伴
わ
な
い
の
は
自
身
の
誠
が
不
足
し
て
い
る
か

ら
だ
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
祈
る
人
間
側
に
置
い
て
い
た
の
と
は

大
き
な
相
違
と
言
え
よ
う
。
あ
く
ま
で
神
に
判
断
の
基
準
が
あ

り
、
し
か
も
人
間
に
は
そ
の
基
準
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同

様
の
議
論
は
⽝
玉
く
し
げ
⽞
に
も
見
ら
れ
る
。

惣
じ
て
世
中
の
事
は
、
神
の
御
霊
に
あ
ら
で
は
か
な
は
ぬ
物

な
れ
ば
、
明
く
れ
其
御
徳
を
わ
す
れ
ず
、
天
下
国
家
の
た
め

に
も
、
面
々
の
身
の
た
め
に
も
、
も
ろ
〳
〵
の
神
を
祭
る
は
、

肝
要
の
わ
ざ
な
り
。
善
神
を
祭
り
て
福
を
祈
る
は
、
も
と
よ

り
の
こ
と
、
又
禍
を
ま
ぬ
か
れ
ん
た
め
に
、
荒
ぶ
る
神
を
ま

つ
り
和
す
も
、
古
の
道
な
り＊
21
。

と
、
世
の
中
の
出
来
事
は
神
の
御
霊
（
産
巣
日
神
）
に
よ
っ
て
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
常
に
神
の
御
徳
を
忘
れ
ず
、
天
下
国

家
の
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
た
め
に
も
、
諸
神
を
祭
る

こ
と
が
肝
要
と
さ
れ
る＊
22
。
善
神
を
祭
っ
て
福
を
祈
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
ま
た
禍
を
免
れ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
荒
ぶ
る
神
を
祭
り
鎮

め
る
の
も
⽛
古
の
道
⽜
だ
と
い
う
。

然
る
を
、
人
の
吉
凶
禍
福
は
、
面
々
の
心
の
邪
正
、
行
ひ
の

善
悪
に
よ
る
こ
と
な
る
を
、
神
に
祈
る
は
愚
な
り
。
神
何
ぞ

こ
れ
を
き
か
ん
と
や
う
に
い
ふ
は
、
儒
者
の
常
の
論
な
れ
ど

も
、
か
や
う
に
己
が
理
窟
を
の
み
た
て
て
、
神
事
を
お
ろ
そ

か
に
す
る
は
、
例
の
な
ま
さ
か
し
き
唐
戎
の
見
識
に
し
て
、

こ
れ
神
に
は
邪
神
も
有
て
、
よ
こ
さ
ま
な
る
禍
の
あ
る
道
理

を
知
ら
ざ
る
故
の
ひ
が
こ
と
な
り＊
23
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、⽛
人
の
吉
凶
・
禍
福
は
個
々
人
の
心
の
邪

正
や
行
い
の
善
悪
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
神
に
祈
る
の
は
愚
か
で

あ
る
、
神
が
願
い
を
聞
く
こ
と
は
な
い
⽜
な
ど
と
、
自
ら
の
理
屈

ば
か
り
を
主
張
し
て
神
事
を
疎
か
に
す
る
こ
と
は
儒
者
の
い
つ
も

の
見
解
で
あ
る
。
神
の
中
に
は
邪
神
も
い
て
、
理
不
尽
な
禍
が
あ

る
道
理
を
知
ら
な
い
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
だ
と
批
判

を
加
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
宣
長
は
、
神
は
人
智
を
超
え
た
存
在
で
あ
り
、
吉
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凶
禍
福
を
祈
っ
て
も
意
味
は
な
い
。
そ
れ
が
適
う
か
否
か
は
人
間

の
道
理
で
は
計
り
知
れ
な
い
、
た
だ
神
を
畏
れ
ひ
た
す
ら
に
祭
る

し
か
な
い＊
24
と
の
態
度
を
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
は
、

神
仏
と
心
が
通
じ
る
と
言
う
仏
教
や
儒
教
の
さ
か
し
ら
か
ら
詠
ま

れ
た
も
の
だ
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

如
上
、
雑
駁
な
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
古
歌
⽛
心
だ
に
⽜

の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
、
中
世
か
ら
近
世
ま
で
、
神
道
・
仏
教
・
国

学
（
宣
長
）
の
諸
書
を
概
観
し
て
き
た
。

近
世
の
伊
勢
神
宮
の
祀
官
で
あ
る
度
会
延
佳
は
⽛
心
だ
に
⽜
の

歌
の
内
容
を
認
め
な
が
ら
も
、⽛
ま
こ
と
の
道
⽜
は
聖
人
だ
け
が
到

達
で
き
る
も
の
と
限
定
す
る
こ
と
で
、凡
人
の
祈
り
を
必
須
と
し
、

ま
た
祭
祀
も
必
要
と
の
立
場
を
示
し
た
。
中
世
の
心
神
一
致
の
思

想
に
端
を
発
す
る
も
の
だ
が
、
中
世
の
議
論
そ
の
ま
ま
で
は
祭
祀

も
祈
祷
も
不
要
に
な
っ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
延
佳
は
⽛
心
だ

に
⽜
の
歌
の
解
釈
を
通
じ
て
、
祈
祷
と
祭
祀
が
必
要
と
の
態
度
を

示
し
た
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。

仏
教
書
に
お
い
て
は
、⽛
ま
こ
と
の
道
⽜
と
は
仏
道
の
こ
と
で
あ

り
、
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
念
仏
で
あ
っ
た
り
、⽝
法
華
経
⽞
の

読
誦
で
あ
っ
た
り
様
々
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
心
が
仏
道
に
通
じ

る
な
ら
ば
祈
り
は
必
要
で
は
な
く
、
神
仏
か
ら
現
世
の
加
護
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
仏
は
基
本
的
に

鎮
め
祭
る
存
在
で
は
な
く
、
祈
る
対
象
で
あ
る
た
め
、
祭
祀
に
関

す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
ず
、
主
に
現
世
利
益
の
た
め
の
祈
り
に
関

心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
中
世
の
浄
土
僧
・
了
誉
聖
冏
の
⽝
破
邪

顕
正
義
⽞
で
は
、
専
修
念
仏
の
立
場
を
追
求
す
る
う
え
で
、
神
明

の
加
護
（
現
世
の
福
楽
）
が
自
ず
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
、
と

り
た
て
て
神
に
祈
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
だ
が
近
世
の
天
神
経

の
注
釈
書
で
あ
る
⽝
妙
法
天
神
経
解
釈
⽞
に
お
い
て
、
心
が
⽛
ま

こ
と
の
道
⽜
に
か
な
う
こ
と
は
仏
に
成
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、

普
通
の
人
間
に
は
難
し
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
祈
り
は
必
要
、
と
の
結

論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
延
佳
が
祭
礼
を
必
須
と
し
て
い

た
こ
と
と
と
も
に
、
近
世
に
お
け
る
⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
解
釈
の
新

た
な
展
開
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

本
居
宣
長
は
、⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
否
定
し
、
神
は
人
間
の
道
理

で
理
解
で
き
る
存
在
で
は
な
い
た
め
、
祈
り
が
通
じ
る
通
じ
な
い
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に
関
わ
ら
ず
、
た
だ
神
を
鎮
め
祭
る
し
か
な
い
と
い
う
立
場
を
と

る
。
宣
長
に
と
っ
て
祭
祀
は
必
須
で
あ
り
、
人
間
の
道
理
に
よ
っ

て
判
断
し
、
歌
に
あ
る
よ
う
に
心
の
至
る
至
ら
な
い
を
問
題
と
し

て
祭
祀
の
不
要
論
を
説
く
儒
者
や
仏
者
の
立
場
は
否
定
す
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
。

上
記
は
同
じ
古
歌
を
引
用
し
な
が
ら
も
、⽛
心
⽜⽛
神
⽜⽛
祈
り
⽜

と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の

解
釈
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
神
と
人
間
と
の
距
離
を
測
る
営
み

で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
中
世
で
は
心
と
神
と
の
距
離
を

ゼ
ロ
に
し
て
、
神
の
存
在
を
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
実
態
は
ど

う
で
あ
れ
、
究
極
的
に
は
祈
り
は
不
要
と
し
て
い
た
。
ま
た
親
鸞

や
聖
冏
の
よ
う
に
念
仏
に
専
念
さ
せ
る
た
め
に
、
現
世
利
益
の
た

め
の
神
仏
へ
の
祈
願
を
不
要
と
す
る
立
場
も
あ
っ
た
。
し
か
し
近

世
で
は
、
度
会
延
佳
は
⽛
ま
こ
と
の
道
⽜
に
か
な
う
の
は
聖
人
だ

け
と
し
て
祈
り
と
祭
祀
を
事
実
上
必
須
と
し
て
い
た
し
、⽝
妙
法

天
神
経
解
釈
⽞
で
は
我
を
無
く
し
た
存
在
、
す
な
わ
ち
無
我
の
境

地
へ
到
達
し
た
存
在
＝
仏
で
あ
る
こ
と
が
⽛
ま
こ
と
の
道
⽜
に
心

が
通
じ
る
条
件
と
し
て
示
さ
れ
る
な
ど
、
古
歌
の
内
容
自
体
は
認

め
な
が
ら
も
、
祈
ら
ず
に
神
と
通
じ
る
こ
と
は
困
難
で
、
現
実
的

に
は
あ
り
え
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
一
方
、
宣
長
は
古
歌
自
体

を
否
定
し
、
人
間
で
は
神
の
意
志
は
測
り
知
れ
な
い
と
し
、
た
だ

ひ
た
す
ら
の
祭
祀
を
求
め
た
。

こ
れ
ら
近
世
の
用
例
か
ら
は
、
中
世
の
観
念
的
で
素
朴
な
心
神

一
致
の
思
想
と
は
異
な
り
、
現
実
的
に
祭
る
こ
と
や
、
祈
る
こ
と

を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
人
が
神
仏
と
通
じ
合
う
こ
と
の
難
し
さ

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
と
神
仏
と
の
距
離
は
、
時
代

の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
神
仏
と
い
か
に
通
じ

合
う
か
を
テ
ー
マ
と
す
る
⽛
心
だ
に
⽜
の
古
歌
か
ら
は
、
各
々
の

時
代
と
立
場
に
よ
る
神
仏
と
人
間
と
の
距
離
感
の
違
い
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る＊
25
。

（
注
）

＊
⚑

前
田
勉
⽛
宣
長
に
お
け
る
⽛
心
だ
に
⽜
の
論
理
の
否
定
―
垂

加
神
道
と
宣
長
の
関
係
―
⽜（
同
⽝
近
世
神
道
と
国
学
⽞、
ぺ
り
か
ん

社
、
二
〇
〇
二
。
初
出
は
⽝
日
本
思
想
史
学
⽞
三
〇
、
一
九
九
八
・

九
）
参
照
。

＊
⚒

度
会
延
佳
⽝
陽
復
記
⽞、
日
本
思
想
大
系
⽝
近
世
神
道
論

前
期



― 155 ―― 154 ―

（
一
五
）

北海学園大学人文論集 第 76 号(2024 年 3 月)古歌⽛心だに⽜の受容（鈴木）

国
学
⽞、
一
〇
三
頁
。

＊
⚓

度
会
延
佳
⽝
陽
復
記
⽞、
日
本
思
想
大
系
⽝
近
世
神
道
論

前
期

国
学
⽞、
一
〇
二
～
三
頁
。

＊
⚔

夢
窓
疎
石
⽝
夢
中
問
答
集
⽞
上
⽛
七
、
神
仏
の
効
験
⽜、
講
談
社

学
術
文
庫
、
四
八
頁
。

＊
⚕

坂
士
仏
⽝
伊
勢
大
神
宮
参
詣
記
⽞、⽝
群
書
類
従
⽞
二
、
三
八
七

頁
。

＊
⚖
⽝
御
鎮
座
伝
記
⽞（
神
道
大
系
⽝
伊
勢
神
道
（
上
）⽞、
二
三
頁
）。

⽝
神
祇
秘
鈔
⽞
巻
中
⽛
神
仏
本
迹
事
⽜（
中
世
神
祇
信
仰
研
究
会
⽛⽝
神

祇
秘
鈔
⽞
註
解
（
二
）
─
巻
中
・
第
一
一
条
～
第
一
六
条
─
⽜、⽝
論
集

ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
⽞
一
二
、
一
三
九
頁
）。
中
世
に
お
け
る
心
神

の
一
致
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
聡
⽝
中
世
天
照
太
神
信
仰
の
研
究
⽞（
法

藏
館
、
二
〇
一
一
）、
同
⽝
神
道
の
形
成
と
中
世
神
話
⽞（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

＊
⚗

注
⚑
前
掲
⽛
宣
長
に
お
け
る
⽛
心
だ
に
⽜
の
論
理
の
否
定
⽜
参

照
。

＊
⚘

度
会
延
佳
⽝
陽
復
記
⽞、
日
本
思
想
大
系
⽝
近
世
神
道
論

前
期

国
学
⽞、
一
〇
六
頁
。

＊
⚙

平
重
道
⽛
近
世
の
神
道
思
想
⽜
参
照
（⽝
近
世
神
道
論

前
期
国

学
⽞、
五
三
九
～
五
四
〇
頁
）。

＊
10

了
誉
聖
冏
⽝
破
邪
顕
正
義
⽞、
浄
土
宗
全
書
一
二
、
八
一
三
頁
下

～
四
頁
上
。

＊
11

建
長
六
年（
一
二
五
四
）九
月
二
日
付⽛
念
仏
の
人
々
御
中
へ
⽜、

真
宗
史
料
集
成
一
、
四
五
二
頁
。

＊
12
⽝
神
本
地
之
事
⽞に
つ
い
て
は
、北
西
弘⽛
諸
神
本
懐
集
の
成
立
⽜

（
同
⽝
真
宗
史
の
研
究
⽞
永
田
文
昌
堂
、
一
九
九
六
）
参
照
。

＊
13

存
覚
⽝
諸
神
本
懐
集
⽞
本
、
日
本
思
想
大
系
⽝
中
世
神
道
論
⽞、

一
九
二
頁
。

＊
14
⽝
妙
法
天
神
経
⽞（
道
明
寺
本
）。
原
本
未
見
。
国
文
研
マ
イ
ク

ロ
を
参
照
し
た
。

＊
15

小
峯
和
明
編
⽝
宝
鏡
寺
蔵
⽝
妙
法
天
神
経
解
釈
⽞
全
注
釈
と
研

究
⽞、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
）
に
、
山
本
五
月
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

日
澄
⽝
法
華
経
啓
運
鈔
⽞（
貞
応
三
年
刊
本
、
国
文
研
マ
イ
ク
ロ
を
参

照
）、
日
将
⽝
略
法
華
経
附
和
歌
⽞（
山
下
哲
郎
⽛
翻
刻
⽝
略
法
華
経
附

和
歌
⽞（
二
）⽜（⽝
駒
澤
國
文
⽞
三
一
、
一
九
九
四
、
二
九
九
頁
）
参
照
。

な
お
⽝
法
華
経
直
談
抄
⽞
七
末
・
一
七
で
は
、⽝
法
華
経
⽞
安
楽
行
品

の
⽛
第
三
法
如
是
、
智
者
応
守
護
⽜
を
意
味
す
る
歌
と
さ
れ
、
対
応
箇

所
が
異
な
っ
て
い
る
。
安
楽
行
品
で
は
、
他
人
を
嫉
妬
せ
ず
、
軽
ん

じ
た
り
せ
ず
に
真
実
の
行
に
励
め
ば
、
智
者
は
守
護
す
る
し
、
無
量

衆
に
敬
わ
れ
る
と
い
う
。

＊
16

注
15
前
掲⽝
宝
鏡
寺
蔵⽝
妙
法
天
神
経
解
釈
⽞全
注
釈
と
研
究
⽞、

三
六
一
～
二
頁
。
ま
た
山
本
五
月
氏
の
解
説
参
照
。
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＊
17
⽝
歌
林
四
季
物
語
⽞
三
、
続
群
書
類
従
第
三
二
上
、
四
六
七
頁
。

⽝
四
季
物
語
⽞
は
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、

鴨
長
明
の
作
と
さ
れ
る
が
諸
説
あ
る
。

＊
18
⽝
玉
勝
間
⽞⽛
北
野
の
御
詠
と
い
ふ
歌
⽜、
本
居
宣
長
全
集
一
、
二

六
八
頁
。⽛
神
や
⽜
は
⽛
神
は
⽜
が
正
し
い
と
、
助
詞
の
用
法
に
つ
い

て
批
判
す
る
。
小
稿
に
お
け
る
宣
長
の
著
作
は
筑
摩
書
房
版
⽝
本
居

宣
長
全
集
⽞
を
用
い
た
。
以
下
同
じ
。

＊
19
⽝
玉
勝
間
⽞⽛
神
ᷫ
の
歌
⽜、
本
居
宣
長
全
集
一
、
七
五
頁
。

＊
20

本
居
宣
長
⽝
古
事
記
伝
⽞
巻
一
、
本
居
宣
長
全
集
九
、
六
一
頁
。

＊
21

本
居
宣
長
⽝
玉
く
し
げ
⽞、
本
居
宣
長
全
集
八
、
三
二
一
頁
。

＊
22

宣
長
は
、
産
霊
神
（
高
御
産
巣
日
神
・
神
産
巣
日
神
）
に
よ
っ
て

万
物
が
生
成
さ
れ
、
ま
た
凶
事
は
禍
津
日
神
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
近
世
に
お
け
る
神
話
創
造
の
営
み
に
つ
い

て
は
、
山
下
久
夫
⽛
本
居
宣
長
と
平
田
篤
胤
は
神
道
を
い
か
に
再
構

築
し
た
か
⽜（⽝
現
代
思
想
⽞
四
五
─
二
、
青
土
社
、
二
〇
一
七
）、
斎

藤
英
喜
⽛
近
世
神
話
と
し
て
の
⽝
古
事
記
伝
⽞
―
⽛
産
巣
日
神
⽜
を

め
ぐ
っ
て
⽜（⽝
文
学
部
論
集
⽞
九
四
、
二
〇
一
〇
・
三
）
な
ど
参
照
。

＊
23

本
居
宣
長
⽝
玉
く
し
げ
⽞、
本
居
宣
長
全
集
八
、
三
二
一
頁
。

＊
24

た
だ
し
宣
長
は
、
人
間
の
理
で
判
断
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て

そ
の
ま
ま
打
ち
捨
て
て
お
く
こ
と
を
⽛
ひ
が
ご
と
⽜
と
し
て
否
定
す

る
。
わ
か
ら
な
く
と
も
最
大
限
に
神
々
の
探
求
を
行
う
こ
と
が
、
神

代
に
定
ま
っ
た
⽛
人
の
道
⽜
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
理
解
で
き

な
い
な
ら
ば
、
仏
教
や
儒
教
の
よ
う
に
強
引
に
説
明
す
る
の
で
は
な

く
、
判
断
を
放
棄
し
て
受
け
入
れ
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
は
、人
間
は
常
に
神
に
対
し
て
対
話
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

⽛
人
も
、
人
の
行
ふ
べ
き
か
ぎ
り
を
ば
、
行
ふ
が
人
の
道
に
し
て
、
そ

の
う
へ
に
、
其
事
の
成
と
成
ざ
る
と
は
、
人
の
力
に
及
ば
ざ
る
と
こ

ろ
ぞ
、
と
い
ふ
こ
と
を
心
得
居
て
、
強
た
る
事
を
ば
行
ふ
ま
じ
き
な

り
。
然
る
に
そ
の
行
ふ
べ
き
た
け
を
も
行
は
ず
し
て
、
た
ゞ
な
り
ゆ

く
ま
ゝ
に
打
捨
お
く
は
、
人
の
道
に
そ
む
け
り
。
此
事
は
、
神
代
に

定
ま
り
た
る
旨
あ
り
⽜（⽝
玉
く
し
げ
⽞、
本
居
宣
長
全
集
八
、
三
二
〇

頁
）
参
照
。

＊
25

注
⚑
前
掲
前
田
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
世
に
お
い

て
も
心
神
合
一
を
強
調
す
る
動
き
は
あ
る
し
、宣
長
の
言
う
よ
う
に
、

⽛
心
だ
に
⽜
の
歌
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
ほ
う
が
多
数
派
か
も
し
れ

な
い
。
用
例
を
収
集
し
た
う
え
で
、
今
後
も
慎
重
な
検
討
が
必
要
と

な
る
だ
ろ
う
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
⚒
⚑
Ｋ
⚐
⚐
⚐
⚙
⚓
の
助

成
を
受
け
た
も
の
で
す
。


