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「
霊
験

講
の

方

　
霊
験
課
と
は
、
本
来
日
常
的
に
は
あ
り
得
な
い

常
識
を
超
え
た
不
思
議
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
が
い
か
に
異
常
で
あ
ろ
う
と
も
、

奇
蹟
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な

い
真
実
で
あ
る
と
い
う
独
特
の
世
界
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
単
な
る
珍
談
・
奇
談
の
類
い
と
は
異
な
り
、

信
仰
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
験
謹
は
霊

験
講
と
し
て
の
独
自
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
ま
で
信
仰
し
て
い
な
か
っ
た
者
に
も

信
仰
を
広
め
よ
う
と
す
る
唱
導
の
た
め
の
説
話
と

し
て
霊
験
講
が
語
ら
れ
る
場
合
、
信
不
信
は
聞
き

手
の
自
由
に
任
さ
れ
る
か
ら
、
霊
験
課
が
唱
導
に

法
」

、

』
１

関
　
真

理
　
子

お
い
て
有
効
性
を
持
つ
か
否
か
は
、
い
か
に
聞
き

手
を
信
の
方
へ
導
い
て
ゆ
く
か
と
い
う
影
響
力
の

有
無
に
決
定
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
な
り
の

説
得
性
と
信
燭
性
を
備
え
、
し
か
も
唱
導
者
の
意

図
を
存
分
に
発
揮
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
聞
き
手
の
要
求
す
る
も
の
を
合
ま
な
け
れ
ば
、

聞
き
手
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
仏
教
説
話
の
研
究
に
お
い
て
は
、
伝
承
過
程
・

説
話
集
の
特
徴
・
編
者
等
々
の
諸
問
題
及
び
宗
教

思
想
史
上
の
問
題
が
、
従
来
多
く
の
先
学
に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
霊
験
課
の
類
似
説
話
の

成
立
理
由
に
っ
い
て
は
あ
ま
り
顧
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
類
似
説
話

の
存
在
に
こ
そ
霊
験
課
作
成
の
方
法
の
一
面
が
か

い
ま
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
霊
験
誤
の
基
本

的
な
構
造
と
し
て
、
登
場
人
物
は
救
済
者
と
被
救

済
者
が
あ
り
、
救
済
の
行
為
Ｈ
霊
験
利
益
が
あ
る

わ
け
だ
が
、
唱
導
と
話
の
素
材
が
ど
う
内
容
や
構

想
に
咬
み
合
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の

類
似
説
話
の
あ
り
方
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
の

で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
説
話
集
の
中
に
見
ら
れ
る
類

似
説
話
に
し
て
も
定
型
に
し
て
も
、
そ
れ
は
数
々

の
説
話
作
成
の
営
み
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
結
果

か
ら
作
成
方
法
へ
と
直
接
的
に
照
射
す
る
こ
と
は

平
面
的
な
把
握
で
あ
り
、
し
か
も
説
話
集
中
の
霊

験
課
か
ら
語
り
手
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
、

各
話
の
個
性
や
伝
承
過
程
や
編
者
を
捨
象
し
た
短

絡
的
な
要
素
を
持
つ
と
い
う
欠
点
は
免
れ
な
い
。

そ
う
い
う
欠
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
霊
験

課
と
い
う
独
特
な
説
話
の
構
造
や
表
現
自
体
に
籠

め
ら
れ
た
名
も
知
れ
ぬ
唱
導
者
の
意
図
を
探
る
こ

と
は
、
一
っ
の
方
法
と
し
て
十
分
可
能
だ
と
思
う
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○

の
だ
。
そ
れ
を
「
今
昔
物
語
集
』
の
地
蔵
霊
験
講

を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
（
以
下
『
今
昔
』
）
に
は
数
々

の
霊
験
講
が
あ
る
。
た
と
え
ば
巻
十
三
・
十
四
に

は
法
華
経
、
巻
十
六
に
は
観
音
、
巻
十
七
に
は
主

と
し
て
地
蔵
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
霊
験
を

示
す
も
の
に
合
わ
せ
て
霊
験
講
が
集
録
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
背
後
に
は
『
法
華
験
記
』
や
『
地
蔵
菩

薩
霊
験
記
』
な
ど
の
先
行
霊
験
課
集
も
あ
っ
て
、

当
然
霊
験
を
示
現
す
る
も
の
の
特
質
に
合
わ
せ
て

霊
験
誤
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も

説
話
に
は
、
実
際
は
虚
構
で
あ
ろ
う
と
も
、
事
実

と
し
て
も
し
く
は
一
っ
の
情
報
と
し
て
語
ら
れ
る

と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
霊
験
課
の
場
合
に
し
て
も

い
っ
、
ど
こ
で
、
誰
が
な
ど
と
い
う
具
体
的
な
表

現
を
伴
っ
て
、
霊
験
利
益
の
実
例
と
し
て
多
彩
な

被
救
済
者
の
体
験
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
、
時
に
は

し
た
た
か
な
〈
事
実
性
〉
こ
そ
、
聞
き
手
を
信
用

さ
せ
る
霊
験
講
の
最
大
の
武
器
で
あ
っ
た
と
言
メ
．

る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
多
様
な
は
ず
の
く
事

実
談
Ｖ
が
類
似
し
た
型
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
は

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
『
今
昔
」
巻

十
六
第
五
話
「
丹
波
国
の
郡
司
、
観
音
の
像
を
造

り
た
る
語
」
は
、
郡
司
が
仏
師
に
仏
像
を
作
ら
せ
、

謝
礼
と
し
て
与
え
た
馬
を
惜
し
ん
で
取
り
返
す
た

め
に
仏
師
を
矢
で
射
殺
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

仏
師
は
何
の
傷
も
受
け
て
は
い
ず
、
意
外
な
こ
と

に
郡
師
が
仏
師
に
作
ら
せ
た
観
音
像
の
胸
に
矢
が

突
き
刺
さ
っ
て
血
が
流
れ
て
い
た
と
い
う
観
音
霊

験
謹
で
あ
る
。
同
巻
第
三
話
「
周
防
国
の
判
官
代

観
音
の
助
け
に
よ
り
て
命
を
存
す
る
語
」
、
第
二

十
六
話
「
盗
人
箭
を
負
ひ
、
観
音
の
助
け
に
よ
り

て
当
ら
ず
命
を
存
し
た
る
語
」
も
、
〈
観
音
が
信
仰

深
い
被
害
者
の
代
わ
り
に
傷
を
受
け
る
Ｖ
と
い
う

同
じ
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
。
第
三
話
は
三
井
と
い
う

山
寺
の
観
音
像
が
、
日
頃
か
ら
久
し
く
参
詣
し
て

い
た
判
官
代
の
代
わ
り
に
敵
に
ず
た
ず
た
に
さ
れ
、

第
二
十
六
話
は
観
音
を
信
仰
し
て
い
た
盗
人
が
捕

え
ら
れ
刑
を
受
け
る
時
に
、
執
行
者
が
い
く
ら
矢

を
射
て
も
は
ず
れ
て
し
ま
う
と
い
う
不
思
議
が
起

こ
る
。
第
三
話
、
第
二
十
六
話
と
と
も
に
被
救
済

者
の
夢
に
観
音
の
化
身
と
思
わ
れ
る
僧
が
来
て
、

代
わ
り
に
傷
を
受
け
矢
を
受
け
て
当
人
の
難
を
救

う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　
第
五
話
に
「
観
音
代
り
に
箭
を
負
ひ
た
ま
ふ
こ

と
、
本
の
誓
ひ
に
違
は
ね
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
華
経
普
門
晶
の
観
音
の
本
誓
が
こ
の
モ
チ
ー
フ

を
支
え
る
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

第
三
・
五
・
二
十
六
話
の
話
の
形
に
は
被
救
済
者

の
身
に
ま
ず
災
難
時
の
不
思
議
が
起
こ
り
、
夢
や

観
音
像
で
観
音
霊
験
が
実
証
さ
れ
る
と
い
う
型
が

見
ら
れ
る
。
同
じ
観
音
の
霊
験
講
で
あ
る
か
ら
、

観
音
信
仰
の
唱
導
を
受
け
持
っ
説
経
者
た
ち
ゃ
説

話
そ
の
も
の
の
伝
承
上
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、

あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
源
流
と
な
る
観
音
霊
験
課
の

存
在
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
観

音
救
済
の
基
本
的
な
話
の
モ
チ
ー
フ
と
構
造
の
上

　
、
．
、
、
、
：
－
－
．
　
，
１
九
九
！
１
　
；
１
－
　
１
、
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に
登
場
人
物
や
素
材
と
な
る
事
件
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
登
場
人
物
や
話
材
は
伝
承
の
過
程
や

事
情
に
よ
っ
て
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
救
済
者
で
あ
る
仏
自

身
さ
え
も
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
巻

十
七
第
三
話
「
地
蔵
菩
薩
、
小
僧
の
形
と
変
じ
て

箭
を
受
け
た
る
語
」
。
諸
道
の
父
が
戦
闘
の
最
中

矢
を
射
尽
く
し
て
窮
地
に
陥
り
、
詮
な
く
「
わ
が

氏
寺
の
三
宝
、
地
蔵
菩
薩
わ
れ
を
助
け
た
ま
へ
」

と
念
じ
た
時
、
突
然
現
わ
れ
た
見
知
ら
ぬ
小
僧
が

彼
に
拾
っ
て
与
え
、
小
僧
は
敵
方
の
矢
を
背
に
受

け
て
忽
然
と
消
え
た
。
そ
の
後
、
氏
寺
に
詣
で
た

諸
道
の
父
は
地
蔵
像
の
背
に
矢
が
射
立
て
ら
れ
て

い
る
の
を
発
見
す
る
。
つ
ま
り
、
巻
十
六
第
五
話

の
〈
矢
負
い
観
音
像
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
、
身
代
わ

り
の
点
で
は
後
退
し
つ
つ
、
地
蔵
の
救
済
の
実
証

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
観
音
も
地
蔵
も
菩
薩
の
衆
生
救
済
の
悲
願
を
立

　
　
　
　

て
た
菩
薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
現
象

が
可
能
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
地
蔵
霊
験
講
は

法
華
経
・
観
音
の
場
合
と
は
異
な
り
『
日
本
霊
異

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

記
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
浄
土
思
想
の
流
布
と
と

も
に
平
安
中
期
か
ら
民
衆
の
間
で
地
蔵
信
仰
が
広

　
　
　
　
　
　
＠

ま
っ
た
と
言
わ
れ
、
特
に
地
獄
の
救
済
者
と
し
て

『
今
昔
』
の
頃
に
は
す
で
に
独
特
の
イ
メ
ー
ジ
が

で
き
上
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
先
に
挙
げ
た
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

音
霊
験
講
は
三
話
と
も
『
法
華
験
記
』
に
も
記
さ

　
¢

れ
る
。
と
す
れ
ば
、
地
蔵
霊
験
謂
を
語
る
唱
導
者

が
、
観
音
霊
験
課
の
モ
チ
ー
フ
と
型
を
踏
襲
し
て
、

こ
の
第
三
話
を
作
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
こ
の
モ
チ
ー
フ
と
型
は
か
な
り
唱
導

者
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。
型

で
言
え
ば
、
ま
ず
信
仰
深
い
者
の
受
難
と
何
故
か

危
険
を
免
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
現
象
を
語
っ
て

聞
き
手
を
魅
き
っ
け
、
さ
ら
に
そ
れ
が
実
は
こ
の

仏
の
霊
験
利
益
で
あ
っ
た
と
話
の
中
で
実
証
を
し

て
み
せ
れ
ば
、
聞
き
手
は
感
嘆
し
信
仰
へ
と
心
が

動
く
と
い
う
唱
導
効
果
の
計
算
す
ら
読
み
取
れ
る

の
で
あ
る
。

　
同
様
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
巻
十
六
第
十
二
話

一
〇
〇
－

「
観
音
、
火
難
を
遁
れ
む
が
た
め
に
堂
を
去
り
た

ま
へ
る
語
」
、
第
十
七
第
六
話
「
地
蔵
菩
薩
、
火

難
に
あ
ひ
て
自
ら
堂
を
出
た
る
語
」
は
、
と
も
に

寺
が
火
事
に
な
っ
た
時
、
仏
像
が
誰
に
取
り
出
さ

れ
る
こ
と
も
な
し
に
無
事
に
堂
の
外
に
出
て
い
た

と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
。
ま
た
、
巻
十
四
第
七

話
「
修
行
僧
、
越
中
の
山
に
至
り
少
女
に
会
ひ
た

る
語
」
、
巻
十
七
第
二
十
七
話
「
越
中
の
立
山
地

獄
に
堕
ち
し
女
、
地
蔵
の
助
け
を
蒙
れ
る
話
」
は

立
山
地
獄
に
堕
ち
た
女
性
が
折
節
立
山
を
訪
れ
た

修
行
僧
の
前
に
現
わ
れ
て
、
地
獄
の
責
苦
か
ら
の

救
済
を
願
う
と
い
う
家
族
へ
の
伝
言
を
修
行
僧
に

托
す
。
巻
十
四
で
は
観
音
が
毎
月
十
八
日
（
観
音

の
縁
日
）
に
地
獄
に
来
て
一
日
一
夜
女
の
代
わ
り

に
苦
を
受
け
、
巻
十
七
で
は
地
蔵
が
「
日
夜
三
時
」

に
代
受
苦
を
行
な
う
と
い
う
。
修
行
僧
か
ら
伝
言

を
受
け
た
女
性
の
家
族
は
、
巻
十
四
で
は
法
華
経

書
写
、
巻
十
七
は
地
蔵
像
一
体
の
造
立
と
法
華
経

書
写
の
供
養
を
行
な
い
、
女
性
の
苦
を
救
う
と
い

う
酷
似
し
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
ぐ
構
成
に
よ
っ
て

地
蔵
と
観
音
の
霊
験
課
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、

ま
た
必
ず
し
も
地
蔵
と
観
音
の
霊
験
誤
の
み
が
こ

の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
巻

十
七
第
四
十
六
話
「
王
衆
女
、
吉
祥
天
に
仕
へ
て

富
貴
を
得
た
る
語
」
も
巻
十
六
第
七
話
「
越
前
国

の
敦
賀
の
女
、
観
音
の
利
益
を
蒙
り
た
る
語
」
、

第
八
話
「
殖
槻
寺
の
観
音
、
貧
女
を
助
け
た
ま
へ

る
語
」
と
、
夫
を
得
る
か
ど
う
か
の
差
違
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
孤
独
な
貧
女
が
来
客
の
響
応
に
困
り

仏
に
祈
願
し
た
折
、
身
近
な
人
物
が
経
済
的
な
救

助
者
と
し
て
現
わ
れ
、
謝
礼
に
与
え
た
衣
類
が
仏

像
に
掛
か
っ
て
い
て
、
救
助
者
は
実
は
そ
の
祈
願

さ
れ
た
仏
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
、
同
一
の
モ

チ
ー
フ
を
持
つ
。
あ
る
い
は
巻
十
七
第
二
十
三
話

「
地
蔵
の
功
け
に
よ
り
て
よ
み
が
へ
り
し
人
、
六

地
蔵
を
造
り
た
る
語
」
の
よ
う
に
、
一
話
の
中
に

地
蔵
の
救
済
に
よ
る
地
獄
か
ら
の
蘇
生
と
い
う
モ

チ
ー
フ
と
、
念
仏
圧
生
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ

せ
た
例
も
あ
る
。

　
っ
ま
り
、
同
一
の
モ
チ
ー
フ
や
溝
成
や
話
型
を

利
用
し
て
新
話
を
生
み
出
す
と
い
う
、
霊
験
講
作

成
の
一
つ
の
方
法
が
数
多
い
類
似
説
話
を
産
出
せ

し
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、

話
の
素
材
は
実
に
多
彩
で
あ
り
、
不
思
議
を
示
す

霊
験
と
も
な
る
と
そ
の
事
実
性
・
虚
構
性
は
完
全

に
判
別
す
る
こ
と
は
ゴ
ず
か
し
い
。
と
こ
ろ
が
、

霊
験
課
は
一
瞥
し
て
比
校
的
個
性
味
が
乏
し
い
こ

と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
逆
に
考
え
れ
ば
、

モ
チ
ー
フ
や
構
成
が
一
つ
の
大
き
な
魅
力
と
し
て

語
り
手
に
作
用
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。

今
日
豊
富
な
類
似
説
話
を
指
摘
で
き
る
も
の
ほ
ど
、

説
話
と
し
て
の
面
白
い
語
り
方
や
唱
導
効
果
の
高

い
モ
チ
ー
フ
・
構
成
だ
っ
た
生
言
え
る
の
だ
。

　
で
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
方
法
が
可
能
だ
っ
た

の
か
。
い
や
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
今
述
べ
て
き

た
よ
う
な
霊
験
課
に
限
ら
な
い
。
同
じ
モ
チ
ー
フ

や
構
成
を
用
い
な
が
ら
も
、
異
な
っ
た
テ
ー
マ
を

設
定
し
た
り
新
し
い
解
釈
を
し
て
み
せ
た
り
す
る

な
ど
、
語
り
手
の
意
図
に
話
を
ひ
き
っ
け
て
語
る

と
い
う
方
法
は
説
活
に
お
い
て
十
分
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
つ
の
説
話
の
方
法
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
定
型
に
依
拠
し
つ
つ
、
多
彩
な
変

化
と
流
動
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
外
な
ら

ぬ
説
話
の
方
法
が
成
り
立
つ
の
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
説
話
の
伝
承
と
創
作
の
縄
い
混
ぜ
ら
れ
た

関
係
の
上
に
成
り
立
つ
く
話
Ｖ
の
技
術
で
も
ろ
っ

た
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
ち
な
み
に
『
沙
石
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
話
が

あ
る
。
薙
に
生
ま
れ
替
わ
っ
た
亡
父
が
嫁
の
夢
に

現
わ
れ
、
明
日
地
頭
が
狩
を
す
る
時
家
に
逃
げ
込

む
か
ら
助
け
て
ほ
し
い
と
頼
み
、
翌
日
そ
の
と
お

り
に
な
っ
た
。
息
子
は
助
け
ら
れ
た
薙
が
亡
父
と

同
じ
片
目
で
あ
る
こ
と
か
ら
父
と
認
め
つ
つ
、

「
子
ニ
ク
ハ
レ
バ
ヤ
ト
テ
コ
ソ
、
ヲ
ワ
シ
ツ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

メ
」
と
雑
を
ね
じ
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
と
よ
く

似
た
話
で
亡
父
が
総
の
場
合
と
亡
母
が
鹿
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
『
今
昔
』
に
見
ら
れ
る
。
畜
生
に
転
生
し
た
親

が
夢
で
未
来
時
の
命
乞
い
を
し
て
息
子
に
裏
切
ら

れ
る
悲
劇
と
息
子
の
逆
罪
の
結
果
を
語
る
点
で
三

；
　
…
：
…
、
．
＝
　
一
〇
一
、
；
一
…
」
、
、
、
．
…
、
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話
は
一
致
し
て
い
る
の
だ
が
、
結
末
は
三
者
三
様

で
あ
る
。
「
わ
れ
取
り
て
他
人
交
へ
ず
し
て
、
子

ど
も
の
童
部
と
よ
く
食
ひ
た
ら
む
を
ぞ
、
故
別
当

は
う
れ
し
と
お
ぼ
さ
む
」
と
、
父
（
Ｈ
総
）
を
食

っ
た
別
当
は
骨
が
喉
に
刺
さ
っ
て
死
に
、
そ
の
死

は
逆
罪
の
現
報
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
狩
に
夢
中

に
な
っ
て
思
わ
ず
に
母
（
Ｈ
鹿
）
を
射
殺
し
て
し

ま
っ
た
郎
等
は
そ
の
場
で
出
家
し
て
「
た
ふ
と
き

聖
人
」
と
な
り
、
「
逆
罪
を
犯
す
と
い
へ
ど
も
、

出
家
の
縁
と
な
る
」
と
さ
れ
、
鑑
を
殺
し
た
農
夫

は
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
た
妻
の
訴
え
で
地
頭
か
ら

国
を
追
わ
れ
、
妻
は
情
け
あ
る
者
と
し
て
農
夫
の

屋
敷
を
与
え
ら
れ
公
事
も
免
除
さ
れ
て
、
情
け
に

重
心
が
置
か
れ
て
語
ら
れ
る
。
同
じ
骨
格
を
も
っ

た
話
型
が
語
り
手
の
意
図
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に

も
肉
付
け
を
変
え
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

説
話
の
一
つ
の
方
法
こ
そ
が
、
救
済
者
を
す
ら
入

れ
替
え
る
と
い
う
霊
験
課
の
作
成
を
可
能
に
し
た

基
盤
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
た
と
え
同
一
の
モ
チ
ー
フ
や
構
成
を
持
っ
た
説

話
で
あ
ろ
う
と
も
、
霊
験
講
を
語
る
唱
導
者
の
目

的
は
い
か
に
そ
の
神
仏
が
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
り
、

御
利
益
が
す
ぱ
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
印
象
づ

け
る
た
め
に
語
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て
結
論
と
し
て
は
常
に
そ
の
神
仏
の
讃
美

で
説
話
を
し
め
く
く
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
時

に
よ
っ
て
は
強
引
に
で
も
語
り
手
の
唱
導
的
意
図

に
説
話
を
ひ
き
つ
け
て
語
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
面
白
い
例
が
あ
る
。
『
今
昔
』
の
巻
十

七
第
六
話
は
先
に
も
例
と
し
て
挙
げ
た
が
、
火
事

に
な
っ
て
自
ら
堂
外
に
避
難
し
た
の
は
津
寺
の
毘

沙
門
像
と
地
蔵
像
で
あ
っ
た
。
し
か
も
地
蔵
は
小

僧
の
姿
と
な
っ
て
人
々
に
火
事
を
告
げ
知
ら
せ
、

毘
沙
門
は
火
を
消
し
て
い
た
。
「
そ
れ
よ
り
後
、

そ
の
津
を
通
り
過
ぐ
る
船
の
人
、
心
あ
る
道
俗
男

女
、
こ
の
寺
に
詣
で
て
、
そ
の
地
蔵
菩
薩
、
毘
沙

！
－
　
　
－
ｆ
－
一
〇
二
　
－
；
１
－
…
－
－
ｉ
…

門
天
に
結
縁
し
た
て
ま
っ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な

し
」
で
、
「
こ
の
堂
の
櫓
の
木
尻
の
焦
れ
た
る
本

縁
」
は
語
り
終
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
。
要
す
る

に
こ
の
本
縁
課
は
、
毘
沙
門
と
地
蔵
の
霊
験
課
な

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
今
昔
』
の
末
尾
に
は
、

「
こ
れ
を
思
ふ
に
、
仏
菩
薩
の
利
生
不
思
議
、
そ
の

数
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
正
し
く
こ
れ
は
火
難
に
あ

ひ
て
堂
を
出
で
て
庭
に
立
ち
た
ま
ひ
、
或
は
小
僧

と
現
じ
て
火
を
消
さ
し
む
と
す
。
こ
れ
み
な
あ
り

難
き
こ
と
な
り
。
人
も
は
ら
に
地
蔵
菩
薩
に
仕
ふ

べ
し
と
な
む
、
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
と
綴
ら
れ

て
終
わ
る
。
地
蔵
と
毘
沙
門
双
方
の
霊
験
講
を
一

方
的
に
地
蔵
信
仰
に
集
中
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図

が
あ
り
あ
り
と
見
え
て
い
る
。
方
法
的
に
言
え
ば

毘
沙
門
が
火
を
消
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に

重
点
を
置
け
ば
、
逆
に
毘
沙
門
の
霊
験
を
強
調
し

て
語
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
も
っ
と
そ
の
ト
リ
ッ
ク
が
破
綻
し
て
い
る
の

が
巻
十
六
第
三
十
六
話
「
醍
醐
の
僧
蓮
秀
、
観
音

に
仕
へ
て
よ
み
が
へ
る
を
得
た
る
語
」
。
観
音
と



　
　
賀
茂
明
神
を
信
仰
し
て
い
た
蓮
秀
が
重
病
に
死
ん

　
　
で
冥
土
へ
赴
い
た
。
三
途
の
河
で
奪
衣
婆
に
衣
を

　
　
脱
ぎ
与
え
よ
う
と
し
た
時
、
観
音
の
使
者
た
る
四

　
　
人
の
天
童
が
出
現
し
、
冥
土
は
悪
業
の
人
の
来
る

　
　
所
だ
、
本
国
へ
帰
っ
て
法
華
経
を
謂
し
観
音
を
念

　
　
じ
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
え
、
と
教
え
た
。

　
　
天
童
に
連
れ
ら
れ
て
帰
る
途
中
、
ま
た
二
人
の
天

　
　
童
が
到
来
す
る
。
賀
茂
明
神
が
蓮
秀
の
冥
土
行
き

　
　
を
見
て
本
国
へ
返
す
た
め
に
遣
わ
し
た
の
だ
っ
た
。

　
　
そ
こ
で
蓮
秀
は
生
き
返
り
、
「
そ
の
後
は
い
よ
い

一
　
よ
法
華
経
を
読
謂
し
、
観
音
に
仕
へ
け
り
。
ま
た

　
　
賀
茂
の
御
社
に
ま
ゐ
り
け
り
、
神
に
在
す
と
い
へ

　
　
ど
も
、
賀
茂
は
冥
途
の
こ
と
も
助
け
た
ま
ふ
な
り

　
　
け
り
。
か
く
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
と
あ
る
。

　
　
観
音
霊
験
講
と
し
て
収
録
し
て
あ
る
に
も
か
か
わ

ト
　
ら
ず
、
最
後
に
「
神
に
在
す
と
い
へ
ど
も
、
賀
茂

－
ノ
　
は
冥
途
の
こ
と
も
助
け
た
ま
ふ
な
り
け
り
」
と
は
、

究
研
　
観
音
霊
験
の
主
旨
を
薄
れ
さ
せ
て
し
ま
う
逆
効
果

　
　
で
あ
る
。
説
話
上
の
作
為
に
な
る
が
、
天
童
の
来

　
　
る
順
序
を
逆
に
す
れ
ぱ
賀
茂
の
霊
験
に
重
心
を
置

く
語
り
手
に
な
る
し
、
ど
ち
ら
か
の
天
童
の
到
来

を
捨
象
す
れ
ば
ど
ち
ら
の
霊
験
課
に
で
も
な
る
可

能
性
を
孕
む
説
話
で
、
唱
導
の
効
果
性
か
ら
言
え

ば
あ
ま
り
成
功
し
た
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
二
話
の
末
尾
の
あ
り
方
は
、
こ
れ

ら
の
末
尾
の
部
分
ま
で
を
も
含
む
説
話
が
説
法
や

口
承
の
場
で
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
を
『
今

昔
』
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
、
各
々
観
音
．
地

蔵
の
霊
験
謹
群
に
投
じ
た
の
か
、
あ
る
い
は
『
今

昔
』
編
者
が
二
神
仏
の
霊
験
を
語
る
先
行
話
を
、

観
音
・
地
蔵
霊
験
講
と
し
て
据
え
る
た
め
に
末
尾

に
お
い
て
な
し
た
作
為
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、
蓮
秀
の
話
は
『
法
華
験
記
』
に
も
載
せ
ら

＠
れ
、
そ
こ
で
は
賀
茂
に
っ
い
て
は
殆
ん
ど
触
れ
ず

唐
突
に
賀
茂
の
天
童
が
現
わ
れ
る
だ
け
で
、
法
華

経
、
観
音
信
仰
に
し
ぼ
ろ
う
と
し
て
し
ぼ
り
切
れ

な
か
っ
た
無
理
が
如
実
に
見
え
る
。
『
法
華
験
記
』

と
同
話
の
も
の
を
多
く
記
す
『
今
昔
』
は
、
『
法
華

験
記
』
を
原
典
と
見
た
場
合
、
「
原
話
か
ら
イ
メ
ー

ジ
を
具
体
化
、
拡
大
化
す
る
時
に
頻
用
す
る
会
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
．
－
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

の
設
定
と
詳
細
化
、
状
況
説
明
の
添
加
」
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も

し
『
今
昔
』
が
『
法
華
験
記
』
を
も
と
に
し
た
な

ら
、
『
今
昔
』
は
賀
茂
明
神
の
奇
妙
な
出
現
理
由

を
明
確
に
す
る
た
め
に
賀
茂
の
信
仰
に
大
き
く
触

れ
て
し
ま
い
、
説
話
上
は
無
理
が
な
く
て
も
観
音

霊
験
講
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
無
理
が
出
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
唱
導

的
意
図
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
霊
験
課
の

語
り
方
（
文
字
化
も
合
め
て
）
で
あ
る
こ
と
に
違

い
は
な
い
。
同
時
に
、
二
神
仏
ど
ち
ら
の
霊
験
謹

に
も
な
り
得
る
こ
と
は
二
つ
の
類
似
霊
験
講
の
成

立
を
可
能
に
も
す
る
わ
け
で
、
論
理
上
の
推
測
の

域
は
越
え
な
い
け
れ
ど
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な

類
型
が
で
き
上
が
る
ま
で
の
未
分
離
な
過
渡
期
の

性
質
を
持
っ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。

三

そ
れ
で
は
語
り
手
の
意
図
が
説
話
の
内
容
に
ど

一
〇
三



一
〇
四

ト
｝
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う
作
用
し
て
い
る
か
。
霊
験
を
語
る
こ
と
自
体
が

唱
導
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
聞
き
手
の

呂
一
冒
卯
心
を
あ
お
り
た
て
つ
つ
、
話
の
素
材
を
十
分

に
生
か
し
て
霊
験
利
益
を
確
信
さ
せ
、
且
つ
唱
導

者
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

よ
い
例
が
講
や
造
仏
で
あ
る
。
『
今
昔
』
巻
十
七

の
地
蔵
霊
験
課
を
順
に
見
て
ゆ
け
ば
、
「
月
ご
と
の

廿
四
日
（
地
蔵
の
縁
日
）
」
（
第
１
・
２
・
４
・
８

．
ｕ
．
１
３
．
１
４
・
２
２
・
２
８
・
３
０
話
）
、
「
地
蔵
講
」

（
第
１
０
．
２
７
・
２
８
・
３
０
話
）
、
「
地
蔵
菩
薩
像
造
立
」

（
第
７
．
１
０
．
１
２
・
１
３
・
１
９
・
２
０
・
２
１
・
２
３
・
２
５

・
３
０
・
３
１
・
３
２
話
）
に
触
れ
る
説
話
の
多
い
こ
と

に
気
づ
く
。
し
か
も
地
蔵
に
救
済
さ
れ
た
の
は
殆

ん
ど
が
地
蔵
を
信
仰
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。

地
蔵
を
信
仰
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
地
獄
に
堕
ち

る
こ
と
と
な
っ
て
も
必
ず
地
蔵
が
救
っ
て
く
れ
る

こ
と
を
多
く
の
〈
実
例
〉
で
語
る
の
で
あ
る
。
立

山
地
獄
に
堕
ち
た
女
は
生
前
の
善
根
と
い
え
ば
、

「
祇
陀
林
の
地
蔵
講
に
ま
ゐ
り
た
り
し
こ
と
、
た

だ
一
両
度
」
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
地

蔵
が
「
日
夜
三
時
に
」
代
受
苦
を
引
き
受
け
（
第

２
７
話
）
、
水
銀
鉱
山
の
穴
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ

た
三
人
の
う
ち
、
地
蔵
を
信
仰
し
て
い
た
一
人
だ

け
が
救
わ
れ
た
（
第
１
３
話
）
。
そ
の
信
仰
の
度
合

は
地
蔵
の
救
済
の
前
に
は
問
題
で
な
い
。
殺
生
を

業
と
し
て
善
根
も
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

た
ま
た
ま
通
り
が
か
り
に
地
蔵
像
に
敬
意
を
払
っ

て
笠
を
脱
い
だ
郎
等
も
、
（
第
２
４
話
）
父
親
が
地
蔵

像
を
造
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
公
真
も
（
第
２
０

話
）
、
地
獄
か
ら
救
わ
れ
て
蘇
生
す
る
。
発
心
も

な
く
料
金
を
取
っ
て
地
蔵
像
を
造
っ
た
仏
師
さ
え

利
益
さ
れ
た
（
第
１
２
話
）
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か

の
形
で
地
蔵
に
結
縁
す
る
者
は
地
蔵
の
加
護
を
受

け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
救
済
さ
れ
た
者
は

以
前
に
も
増
し
て
地
蔵
を
ひ
と
え
に
仰
ぎ
、
造
仏

や
法
会
な
ど
に
行
な
っ
た
こ
と
を
付
加
す
る
の
も

忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
、
各
寺
・
各
堂
の
地

蔵
像
の
本
縁
課
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
寺
で
地

蔵
講
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
由
緒
の
説
明

と
し
て
も
語
ら
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、

多
く
の
人
々
が
そ
れ
を
聞
い
て
地
蔵
に
帰
依
し
た

と
必
ず
語
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
た
い
。

　
地
蔵
と
の
結
縁
ゆ
え
に
多
く
が
救
わ
れ
た
な
ら
、

そ
の
裏
返
し
が
第
二
十
一
話
「
但
馬
の
前
司
□
］

国
挙
、
地
蔵
の
功
け
に
よ
り
て
よ
み
が
へ
る
を
得

た
る
語
」
で
あ
っ
た
。
世
俗
の
生
活
に
忙
し
か
っ

た
国
挙
が
俄
か
に
病
死
し
て
閻
魔
庁
に
召
さ
れ
た
。

そ
こ
で
地
蔵
を
見
つ
け
、
助
け
を
求
め
る
の
だ
が
、

地
蔵
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
て
く
れ
な
い
。
本
国

に
帰
れ
ば
三
宝
に
奉
仕
し
地
蔵
に
帰
依
す
る
こ
と

を
約
束
し
て
、
そ
れ
な
ら
試
み
に
返
し
て
み
よ
う

か
と
い
う
こ
と
で
よ
う
よ
う
蘇
生
し
た
。
そ
の
後

彼
は
す
ぐ
に
出
家
し
、
地
蔵
菩
薩
像
を
造
り
法
華

経
一
部
を
書
写
し
て
、
六
波
羅
密
寺
で
大
き
な
法

会
を
行
な
っ
た
と
い
う
。
現
代
に
も
な
お
そ
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
れ
を
持
っ
像
が
六
波
羅
密
寺
に
残
っ
て
い
る
。

　
富
士
正
晴
氏
は
こ
の
話
を
、
「
退
屈
な
話
で
あ

る
。
但
し
、
当
時
の
地
蔵
信
仰
の
人
々
に
は
涙
の

出
る
よ
う
な
有
難
い
お
話
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
＠

う
」
と
評
し
た
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
話
を
「
退
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屈
な
話
」
と
は
思
わ
な
い
。
特
に
国
挙
と
地
蔵
の

や
り
取
り
は
、
代
受
苦
ま
で
も
負
い
、
閻
魔
庁
で

救
済
の
た
め
に
一
人
走
り
回
る
地
蔵
の
慈
悲
の
イ

メ
ー
ジ
を
ぷ
ち
壊
し
た
斯
鮮
さ
が
あ
る
。
国
挙
の

「
わ
れ
慮
は
ざ
る
外
に
こ
の
所
に
召
さ
れ
た
り
」

と
い
う
言
葉
は
、
一
片
の
罪
の
意
識
も
持
た
な
い

く
嬬
慢
さ
Ｖ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
地
蔵
は
返
事

も
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
し
き
り
の
国
挙
の

嘆
願
に
「
弾
指
」
し
て
、
「
な
ん
ぢ
常
に
女
に
耽
り

て
、
多
く
の
罪
根
を
殖
ゑ
た
り
。
今
そ
の
罪
あ
り

て
既
に
召
さ
れ
た
り
。
わ
れ
い
か
で
か
な
ん
ぢ
を

助
け
む
。
ま
た
な
ん
ぢ
生
き
た
り
し
問
、
全
く
わ

れ
を
敬
は
ず
、
何
の
故
あ
り
て
か
わ
れ
な
ん
ぢ
が

こ
と
を
知
ら
む
」
と
言
っ
て
背
を
向
け
て
し
ま
う
。

救
済
し
よ
う
と
す
る
姿
塾
は
微
塵
も
な
い
。
こ
の

「
な
ん
ぢ
生
き
た
り
し
問
、
全
く
我
を
敬
は
ず
。

何
の
故
あ
り
て
か
わ
れ
な
ん
ぢ
が
こ
と
を
知
ら

む
」
と
は
実
に
冷
や
か
な
印
象
を
与
え
、
地
蔵
に

結
縁
し
て
い
な
い
者
は
全
く
救
済
の
対
象
と
な
ら

な
い
こ
と
を
徹
定
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉

に
こ
そ
こ
の
話
の
語
り
手
た
る
唱
導
者
の
積
極
的

な
意
図
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
結
局
、

こ
の
よ
う
な
救
済
に
価
し
な
い
者
に
対
し
て
ま
で

も
地
蔵
の
救
済
が
及
ぶ
と
い
う
こ
の
話
は
結
末
は
、

逆
に
一
層
地
蔵
の
慈
悲
の
大
き
さ
を
効
果
的
に
印

象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
平
安
中
期
以
後
浄
土
教
が
聖
た
ち
に
よ
っ
て
民

衆
に
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
『
霊
異
記
』
で

は
ま
だ
楽
天
的
と
言
わ
れ
る
地
獄
は
、
『
往
生
要

集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
凄
ま
じ
い
地
獄
観
と
な

っ
て
一
層
深
刻
に
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

地
蔵
霊
験
課
で
救
済
さ
れ
た
者
は
『
今
昔
』
で
は

殆
ん
ど
国
司
以
下
の
下
級
の
階
層
の
人
々
で
あ
る
。

造
寺
造
塔
供
養
な
ど
で
貴
族
の
よ
う
に
滅
罪
功
徳

を
積
め
な
い
者
に
と
っ
て
、
罪
業
の
重
み
は
前
世

の
分
ま
で
の
し
か
か
り
、
地
獄
は
必
定
と
さ
れ
た

か
ら
地
獄
で
の
救
済
者
た
る
地
蔵
の
信
仰
が
強
く

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
一
万
部
を
読
謂

さ
せ
て
地
蔵
に
喜
ば
れ
た
上
総
守
藤
原
時
重
（
第

３
２
話
）
を
除
け
ば
、
但
馬
前
司
で
あ
る
国
挙
は

『
今
昔
』
で
地
蔵
に
救
落
さ
れ
た
者
の
中
で
は
も

っ
と
も
世
俗
的
地
位
の
古
同
い
人
物
で
あ
り
、
他
の

名
も
知
れ
ぬ
民
衆
の
救
済
に
比
べ
て
、
そ
の
哀
願

が
な
か
な
か
承
諾
さ
れ
な
い
と
い
う
の
も
、
地
蔵

信
仰
の
特
色
を
物
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
な
ん

ぢ
常
に
女
に
耽
り
て
、
多
く
の
罪
根
を
殖
ゑ
た

り
」
と
い
う
地
蔵
の
言
葉
の
中
に
は
、
貴
族
の
享

楽
的
な
生
活
に
対
す
る
暗
な
る
批
判
さ
え
も
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
地
蔵
講
や
造
仏
は
説
経
僧
や
寺
の
利
害

に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
第
二
十
八
話
「
京
に

住
む
女
人
、
地
蔵
の
助
け
に
よ
り
て
よ
み
が
へ
る

を
得
た
る
語
」
の
蘇
生
し
た
女
は
、
地
蔵
か
ら
二

っ
の
罪
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
一
っ
は
男
淫
の
罪
、

も
う
一
つ
は
「
（
地
蔵
）
講
に
ま
ゐ
り
て
浅
を
聞

き
し
問
、
聞
き
畢
ら
ず
し
て
出
で
去
れ
る
罪
」
な

の
で
あ
る
。
第
十
九
話
も
蘇
生
の
話
だ
が
、
最
後

に
は
「
戯
れ
に
木
を
刻
み
て
地
蔵
と
名
付
け
て
、

如
法
の
供
養
を
至
さ
ね
ど
も
、
地
蔵
の
利
生
は
か

く
ぞ
在
し
け
る
。
い
は
む
や
、
心
を
発
し
て
造
り

　
　
；
１
、
、
．
　
．
　
一
〇
五
　
　
　
　
　
　
　
．
１
　
、
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書
き
て
も
供
養
し
た
て
ま
つ
ら
む
功
徳
を
思
ひ
や

る
べ
し
」
と
語
る
。
つ
ま
り
、
『
今
音
』
巻
十
七

の
地
蔵
霊
験
験
講
は
か
な
り
地
蔵
講
の
出
席
や
造

仏
に
よ
る
功
徳
を
地
蔵
の
救
済
と
絡
め
て
力
説
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
上
、
地
蔵
と
何
ら
か
の
結
縁
を
持
つ
こ
と

が
救
済
の
必
修
条
件
だ
と
す
る
こ
と
は
、
造
仏
供

養
な
ど
の
経
済
的
な
余
裕
の
な
い
人
々
に
は
、
地

蔵
講
や
地
蔵
像
を
安
置
す
る
寺
へ
の
参
詣
を
呼
び

か
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
（
等
身
の
地
蔵
菩
薩
像

を
造
立
安
置
の
）
後
、
こ
の
寺
の
霊
験
掲
焉
に
し

て
勝
利
不
思
議
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
国
の
も

ろ
も
ろ
の
人
、
上
中
下
の
男
女
、
首
を
か
た
ぷ
け

て
ま
ゐ
り
集
る
こ
と
雲
の
ご
と
し
」
（
第
７
話
）
と
、

特
定
の
寺
の
地
蔵
霊
験
を
語
る
こ
と
は
、
本
来
の

経
典
に
語
ら
れ
る
地
蔵
か
ら
信
仰
の
対
象
が
ず
れ

て
ゆ
く
可
能
性
を
孕
む
。
つ
ま
り
、
仏
像
信
仰
に

置
き
換
え
ら
れ
易
い
わ
け
で
、
『
沙
石
集
』
に
「
笠

置
ノ
弥
勒
（
像
）
ハ
、
色
ド
リ
奉
テ
後
、
霊
験
ナ

　
　
　
　
　
　
＠

シ
」
と
い
う
世
評
や
、
「
矢
田
ノ
地
蔵
」
を
信
仰

す
る
南
都
の
尼
が
「
福
智
院
ノ
地
蔵
モ
、
十
輪
院

ノ
地
蔵
モ
、
知
足
院
ノ
地
蔵
モ
、
マ
シ
テ
市
ノ
地

蔵
ハ
思
ヒ
バ
シ
ョ
ラ
セ
給
侯
ナ
。
南
無
ヤ
尼
ガ
矢

田
ノ
地
蔵
大
菩
薩
」
と
常
に
唱
え
た
と
い
う
話
が

　
＠

あ
り
、
こ
う
い
っ
た
信
仰
形
能
を
形
成
さ
せ
た
要

因
の
一
つ
に
唱
導
者
の
布
教
の
仕
方
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
説
経
者
や
寺
は
人
々
の
布
施
で
生
計

を
保
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
唱
導
者
の
現

実
的
な
要
求
も
霊
験
講
の
中
に
今
述
べ
て
き
た
よ

う
な
形
で
寵
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
地
蔵
霊
験
講
の
内
容
を
見
て
ゆ
け

ば
、
説
経
僧
や
寺
の
利
害
に
絡
み
な
が
ら
、
地
蔵

信
仰
を
力
説
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
意
図
が
細

か
い
表
現
に
至
る
ま
で
強
く
作
用
し
て
い
る
こ
と

が
知
れ
よ
う
。

四

　
こ
れ
ま
で
唱
導
者
側
の
作
為
的
な
霊
験
課
の
作

り
方
や
語
り
方
を
見
て
き
た
が
、
霊
験
課
が
流
布

さ
れ
伝
承
さ
れ
る
に
っ
れ
て
、
そ
の
霊
験
課
の
モ

一
〇
六

チ
ー
フ
を
発
想
基
盤
と
し
て
、
人
々
は
さ
ら
に
新

し
い
類
似
霊
験
講
を
生
成
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
も

あ
り
得
よ
う
。
つ
ま
り
、
何
を
霊
験
と
見
る
か
、

と
い
う
こ
と
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
大
き
く
影
響
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

霊
験
講
の
事
実
性
・
虚
構
性
を
完
全
に
指
摘
す
る

こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
各
地
各
人
の
事
件
を
素
材

と
し
た
霊
験
課
の
ど
れ
も
こ
れ
も
が
唱
導
者
の
で

っ
ち
上
げ
で
は
な
い
は
ず
で
、
不
思
議
な
事
件
は

音
か
ら
や
は
り
頻
繁
に
起
こ
っ
て
き
た
に
違
い
な

い
。
た
だ
、
問
題
は
そ
の
不
思
議
な
事
件
を
霊
験

と
結
び
つ
け
て
考
え
る
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。

　
地
蔵
霊
験
課
の
現
代
版
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、

伊
藤
古
鑑
氏
が
自
身
の
体
験
談
と
し
て
述
べ
た
こ

　
　
　
＠

と
が
あ
る
。
氏
は
あ
る
寺
の
住
職
で
あ
り
、
自
転

車
に
乗
っ
て
い
た
時
ト
ラ
ツ
ク
と
ぶ
つ
か
っ
た
。

幸
い
怪
我
は
軽
く
て
す
ん
だ
が
、
そ
の
時
不
思
議

な
こ
と
に
、
帰
っ
て
み
る
と
自
分
の
寺
の
地
蔵
像

の
右
手
が
欠
け
、
錫
杖
が
飛
ん
で
下
に
落
ち
て
い

た
。
縁
あ
っ
て
氏
が
朝
夕
灯
明
や
花
を
供
え
念
仏



■

一
　
し
て
い
た
石
仏
で
あ
っ
た
。
氏
は
「
と
こ
ろ
が
図

一
　
ら
ず
も
交
通
事
故
に
出
遭
っ
た
時
に
、
私
を
抱
え

皿

一
　
て
、
川
の
中
に
入
れ
、
難
を
の
が
れ
さ
し
て
頂
い

一
　
た
と
い
う
こ
と
は
実
に
勿
体
な
い
話
で
あ
り
ま

　
　
す
」
と
言
い
、
信
じ
な
い
人
に
は
”
馬
の
耳
に
念

一
　
仏
”
で
し
ょ
う
が
、
と
つ
け
加
え
る
。

一
　
　
こ
の
話
は
地
蔵
が
諸
道
の
父
の
難
を
救
い
矢
を

　
　
負
っ
た
話
や
、
判
官
代
の
身
代
わ
り
に
三
井
寺
の

一
　
観
音
像
が
ず
た
ず
た
に
な
っ
た
話
に
相
通
ず
る
も

　
　
の
が
あ
る
。
氏
の
体
験
談
は
決
し
て
作
り
話
で
は

　
　
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
私
を
抱
え
て
、
川
の
中
に

一
　
入
れ
、
難
を
の
が
れ
さ
し
て
頂
い
た
」
と
い
う
の

　
　
は
、
地
蔵
像
が
壊
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
上
で

　
　
の
氏
の
判
断
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
想
の
基
盤
は
恐

　
　
ら
く
古
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
地
蔵
霊
験
謂
で
あ
っ

ト
　
た
に
違
い
な
い
。
科
学
的
に
は
説
明
の
つ
か
な
い
、

ノ
　
あ
る
い
は
単
な
る
偶
然
の
一
致
で
し
か
な
か
っ
た

究
研
　
か
も
知
れ
な
い
不
可
思
議
な
事
件
を
、
信
仰
す
る

　
　
神
仏
の
霊
験
と
結
び
っ
け
て
考
え
る
と
い
う
の
は
、

　
　
一
つ
の
宗
教
的
な
思
考
方
法
で
あ
り
、
一
つ
の
思

想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
様
式
を
成
立
さ
せ

る
も
の
と
し
て
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
日

本
の
民
族
が
伝
承
し
て
き
た
数
々
の
霊
験
講
の
モ

チ
ー
フ
が
基
本
的
な
下
地
と
し
て
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
日
本
各
地
の
伝
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

中
に
見
ら
れ
る
移
し
い
類
似
霊
験
講
群
の
存
在
は
、

そ
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
民
俗
的
な
信
仰
と
精
神

生
活
の
歴
史
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
く
る
中
で
生
み

出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
、
唱
導
の
立
場
に
視
点
を
戻
し
て
、
多

く
の
霊
験
講
の
蒐
集
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
か

を
考
え
て
み
た
い
。
『
今
昔
」
が
い
か
な
る
目
的

を
も
っ
て
編
集
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

霊
験
課
集
に
お
い
て
は
、
単
に
霊
験
課
の
収
録
を

目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
流
布

・
伝
承
・
結
縁
を
志
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
集

め
ら
れ
た
霊
験
謂
が
多
彩
で
あ
り
豊
富
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
霊
験
講
集
を
読
む
人
に
対
し
て
そ
の

唱
導
効
果
は
増
大
す
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
意
識
し
て
編
者
が
蒐
集
・
総
集
を
行
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

一
つ
の
霊
験
講
は
あ
く
ま
で
も
基
本
的
に
個
人
の

体
験
で
し
か
な
い
。
い
く
っ
も
い
く
っ
も
重
ね
て

語
れ
ば
語
る
ほ
ど
、
そ
の
神
仏
の
霊
験
は
普
遍
化

し
て
捉
え
ら
れ
る
方
向
へ
と
作
用
す
る
。
多
く
の

く
実
例
Ｖ
が
あ
る
と
い
こ
と
は
、
神
仏
の
霊
験
利

益
を
確
信
さ
せ
納
得
さ
せ
、
信
仰
す
れ
ば
聞
き
手

に
も
霊
験
利
益
は
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

暗
黙
裏
に
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
ま
た

個
個
の
霊
験
課
を
語
る
の
と
は
違
っ
た
意
味
で
、

よ
り
積
極
的
な
唱
導
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
見

逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
類
似
説
話
に
お
い
て
、
蒐
集
者
が
集
め
た
霊
験

課
を
口
上
で
な
り
文
字
で
な
り
表
現
す
る
場
合
に

説
話
の
表
現
や
構
造
が
定
型
化
す
る
こ
と
も
あ
り

得
よ
う
。
説
経
者
た
ち
の
間
で
、
聞
き
手
に
も
た

ら
す
唱
導
効
果
や
魅
了
す
る
語
り
手
の
模
索
の
上

に
必
然
的
に
生
ま
れ
て
き
た
話
型
も
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
う
し
て
伝
承
と
作
成
の
サ
イ
ク
ル
を

繰
り
返
し
つ
つ
移
し
い
盗
験
課
は
で
き
上
が
っ
て

　
　
．
ヨ
．
．
　
　
．
　
一
〇
七
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き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
類
似
説

話
が
い
か
に
多
く
と
も
疑
問
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
。
信
仰
者
に
と
っ
て
霊
験
利
益
の
モ
チ
ー
フ
が

何
度
も
真
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
霊
験
の
意
味

は
全
く
消
失
し
て
し
ま
い
、
霊
験
誤
と
し
て
は
成

立
し
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
。

　
し
た
が
っ
て
霊
験
講
を
文
学
的
に
評
伍
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
そ
の
類
型
性
に
よ
っ
て
個
性
の
乏
し

さ
は
否
め
な
い
。
け
れ
ど
も
、
豊
富
な
霊
験
の
話

材
は
、
人
間
の
無
力
さ
や
限
界
に
突
き
当
た
っ
た

人
々
の
一
途
な
信
仰
に
か
か
わ
る
多
様
な
人
生
の

事
変
相
を
展
開
さ
せ
る
。
国
挙
の
話
の
よ
う
な
地

蔵
形
象
は
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
が
、
慈
悲
に
よ
る

救
済
を
目
的
と
す
る
地
蔵
の
形
象
は
当
然
一
定
の

典
型
的
な
型
を
踏
襲
し
が
ち
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
霊
験
講
を
蒙
っ
た
人
間
の
、
あ
る
い
は

人
生
の
多
彩
な
種
々
相
が
霊
験
課
の
類
型
を
超
え

る
面
白
さ
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
話
材
一
つ

一
つ
に
浮
か
び
出
た
人
々
の
願
い
や
生
活
が
霊
験

と
っ
な
が
り
つ
っ
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
モ

チ
ー
フ
や
話
型
の
類
似
性
を
超
え
て
、
人
間
と
い

う
も
の
を
霊
験
と
い
う
一
つ
の
側
面
か
ら
描
き
出

し
得
た
霊
験
課
の
あ
り
方
は
、
や
は
り
評
伍
に
値

す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
数
多
く
蒐
集
さ
れ
編
集
さ

れ
れ
ば
、
現
世
に
う
ご
め
く
人
々
の
生
き
様
や
心

の
あ
り
よ
う
を
豊
富
に
多
面
的
に
語
る
こ
と
に
な

り
そ
れ
が
様
々
に
綾
な
す
人
間
模
様
を
一
っ
一
っ

織
り
込
め
て
い
く
よ
う
に
、
独
特
な
霊
験
世
界
を

広
げ
て
い
く
。

　
唱
導
者
の
語
る
霊
験
課
が
当
時
の
人
々
に
魅
力

を
与
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
救
済
の
奇
跡
と
あ

り
が
た
さ
、
夢
や
意
外
な
現
象
で
実
証
す
る
彼
ら

な
り
の
方
法
で
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
く
ま
で

も
事
実
と
し
て
語
る
が
ゆ
え
に
神
秘
で
あ
り
、

『
今
音
』
の
地
蔵
の
利
益
で
言
え
ば
、
生
命
的
危

機
か
ら
の
救
助
・
富
・
疫
溝
の
難
を
免
れ
る
こ
と

・
地
獄
か
ら
の
蘇
生
・
地
獄
で
の
代
受
苦
・
往
生

な
ど
、
当
時
の
人
々
の
願
い
に
大
き
く
応
え
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
。
た

一
〇
八

だ
し
、
信
仰
と
い
う
条
件
が
つ
く
こ
と
に
よ
り
、

体
験
者
の
生
き
様
が
聞
き
手
の
生
き
方
を
ふ
り
返

ら
せ
問
わ
し
め
る
。
そ
の
神
仏
と
人
間
の
交
渉
を

語
る
霊
験
課
は
、
い
か
に
似
た
話
が
多
く
と
も
、

む
ず
か
し
い
教
理
に
比
べ
て
現
実
的
で
あ
り
、
信

仰
の
た
め
に
も
話
の
奇
異
性
・
面
白
さ
に
よ
っ
て

も
多
く
の
人
々
の
心
を
捉
え
た
だ
ろ
う
。
そ
の
こ

と
は
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
輩
出
し
た

説
話
集
の
存
在
か
ら
十
分
に
推
定
で
き
る
の
だ
。

　
本
稿
で
私
は
『
今
昔
』
の
地
蔵
霊
験
誤
を
中
心

に
、
霊
験
を
語
る
唱
導
者
と
の
関
係
に
焦
点
を
当

て
て
、
霊
験
講
を
分
析
し
て
み
た
。
し
た
が
っ
て

当
時
の
唱
導
者
の
歴
史
的
な
生
態
や
「
今
昔
』
の

説
話
集
と
し
て
の
特
質
や
伝
播
経
路
な
ど
に
つ
い

て
は
全
く
触
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、

類
似
説
話
の
存
在
理
由
や
、
霊
験
講
の
表
現
の
中

に
唱
導
者
の
意
図
が
強
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
な

ど
、
霊
験
課
の
成
立
の
問
題
を
一
指
を
触
れ
た
意

味
は
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
稿
で
触
れ
な
か
っ
た
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諸
問
題
は
ま
た
改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
『
今
音
』
の
霊
験
課
（
特
に
観
音
と
地

蔵
）
は
法
華
経
信
仰
と
濃
厚
な
関
係
が
全
体
的
に

見
ら
れ
、
唱
導
の
場
や
唱
導
者
相
互
の
交
渉
を
具

体
的
に
解
明
し
て
ゆ
け
ば
、
類
似
説
話
の
成
立
の

背
景
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

　
　
註

　
◎
　
角
川
文
庫
『
今
音
物
語
集
』
、
佐
藤
謙
三

　
　
校
注
に
よ
る
。

　
　
　
「
妙
法
蓮
経
観
世
音
菩
薩
普
門
晶
第
二
十

　
　
五
」
に
、
三
十
三
化
身
に
よ
る
観
音
の
衆
生

　
　
救
済
の
悲
願
が
記
さ
れ
る
。
第
三
・
五
話
は

　
　
「
或
は
怨
賊
の
続
ん
で
、
各
力
を
執
つ
て
害

　
　
を
加
ふ
る
に
値
は
ん
に
、
彼
の
観
音
の
力
を

　
　
念
ぜ
ば
、
威
く
即
ち
慈
心
を
起
さ
ん
」
、
　
第

　
　
二
十
六
話
は
「
或
は
王
難
の
苦
に
遭
う
て
、

　
　
刑
せ
ら
る
る
に
臨
ん
で
寿
終
ら
ん
と
欲
せ
ん

　
　
に
、
彼
の
観
音
の
力
を
念
ぜ
ぱ
、
力
尋
い
で

　
　
段
々
に
壊
れ
な
ん
」
の
本
誓
が
思
い
起
こ
さ

　
れ
る
。

ゆ
　
地
蔵
に
つ
い
て
は
『
日
本
浄
土
教
成
立
吏

　
の
研
究
』
（
井
上
光
貞
著
・
山
川
出
版
社
）
の

　
第
三
章
第
二
節
三
「
聖
・
沙
弥
の
浄
土
教
」

　
を
参
照
。

＠
　
た
だ
し
『
霊
異
記
』
巻
下
第
九
話
「
閣
羅

　
王
、
奇
長
を
示
し
、
人
に
勤
め
て
善
を
修
せ

　
し
む
る
縁
」
は
閻
羅
王
Ｈ
地
蔵
と
す
る
が
、

　
説
話
の
上
で
は
閻
羅
王
を
主
体
に
描
く
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
。

＠
　
日
本
思
想
大
系
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』

　
井
上
光
貞
・
大
曽
根
章
介
注
（
岩
波
書
店
）

　
に
よ
る
。

＠
　
　
『
今
昔
』
巻
十
六
第
三
話
れ
『
法
華
験
記
』

　
巻
下
第
百
十
五
「
周
防
国
の
判
官
某
」
、
　
第

　
五
話
介
巻
下
第
八
十
五
「
仏
師
感
世
法
師
」
、

　
第
二
十
六
話
介
巻
下
第
百
十
四
「
赤
穂
郡
の

　
盗
人
多
々
寸
丸
」

ゆ
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
沙
石
集
』
渡
辺
綱

　
也
校
注
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

　
　
巻
七
・
一
〇
「
先
世
ノ
親
ヲ
殺
事
」

＠
　
巻
二
十
第
三
十
四
話
「
出
雲
寺
の
別
当
浄

　
学
、
父
の
総
と
な
り
し
肉
を
食
ひ
、
現
報
を

　
得
て
忽
ち
に
死
に
た
る
語
」

　
　
巻
十
九
第
七
話
「
丹
後
守
保
昌
朝
臣
の
郎

　
等
、
母
の
鹿
と
な
れ
る
を
射
て
出
家
せ
る

　
語
」

＠
　
巻
中
第
七
十
「
蓮
秀
法
師
」

＠
　
池
上
淘
一
「
今
昔
物
語
集
の
方
法
１
－
原
話

　
と
『
今
昔
』
を
分
け
る
も
の
１
」
（
『
日
本
の

　
説
話
・
２
・
古
代
』
所
収
・
東
京
美
術
杜
）

＠
　
『
空
也
の
寺
、
六
波
羅
蜜
寺
』
　
（
文
／
今

　
東
光
・
小
林
剛
・
五
来
重
・
淡
交
社
一

＠
　
富
十
正
晴
『
日
本
の
地
蔵
』
　
（
毎
日
新
聞

　
社
）

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
。

＠
　
巻
二
・
六
「
地
蔵
菩
薩
種
々
利
益
事
」

◎
　
巻
七
・
一
七
「
仏
ノ
鼻
黒
ク
ナ
シ
タ
ル

　
事
」

＠
　
伊
藤
古
鑑
『
脇
傍
の
お
地
蔵
様
』
　
（
春
秋

　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九



ト｝ノ究研

　
柳
田
国
男
『
日
本
の
伝
説
』
（
角
川
文
庫
）

の
「
伝
説
と
児
童
」
に
、
地
蔵
の
伝
説
に
つ

い
て
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
農

業
の
手
伝
い
、
し
ろ
か
き
な
ど
で
地
蔵
像
の

足
が
泥
で
汚
れ
て
い
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は

『
古
本
説
話
集
』
六
七
「
観
音
の
信
女
に
替

り
て
田
を
殖
え
た
ま
ふ
事
」
と
共
通
す
る
。

（
本
稿
、
は
一
九
七
四
年
度
『
院
生
会
報
五
・

六
合
併
号
』
の
「
霊
験
詞
の
方
法
－
説
話
の

手
晶
１
」
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
）

一
〇
－
－


	「霊験譚の方法」
	一
	二
	三
	四



