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第
十
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纂
　
　
馬
鳴
信
仰
電
養
蝦
麟
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雑

纂

馬
鳴
儒
仰
亡

養
蟹
機
織

橋

川

正

　
　
　
　
　
幽

　
楓
若
葉
が
夢
の
や
う
に
煙
る
四
月
の
盤
日
に
私
は
久
し

ぶ
り
で
太
秦
廣
隆
寺
を
訪
れ
た
。
静
岡
縣
史
編
纂
主
任
足

立
鍬
太
郎
氏
の
依
頼
、
に
よ
っ
て
、
同
寺
難
寳
館
に
陳
列
さ

れ
て
み
る
木
造
鞘
鳴
菩
薩
像
を
撮
影
す
る
た
め
で
あ
る
。

同
像
は
先
年
奈
良
の
飛
鳥
園
で
寓
し
た
廣
隆
寺
大
鏡
に
も

牧
め
ら
れ
す
、
同
番
で
も
未
だ
嘗
て
一
度
も
寓
奨
に
ご
つ

た
こ
ご
が
な
い
こ
い
ふ
程
、
こ
れ
ま
で
注
意
に
上
ら
す
に

る
た
も
の
で
あ
る
。
私
も
数
年
前
太
秦
贋
隆
全
史
を
編
纂

し
た
際
、
全
く
濾
過
し
て
み
た
が
、
此
度
足
立
氏
の
注
意

に
よ
っ
て
仔
細
に
　
観
察
す
る
機
會
を
得
た
こ
ご
を
よ
ろ
こ

ぶ
ご
共
に
、
寺
史
編
纂
の
責
任
上
、
脅
し
て
止
ま
れ
組
か

ら
こ
の
小
篇
を
超
黙
す
る
こ
ご
〉
し
た
。

　
先
づ
初
め
に
馬
霊
像
の
歯
來
、
丈
量
に
つ
い
て
述
べ
ね

ば
な
ら
濾
。
同
像
は
現
在
璽
賓
館
西
側
の
硝
子
棚
の
中
に

安
澄
さ
れ
て
み
る
が
、
も
こ
は
同
寺
の
太
秦
殿
の
中
に
あ

っ
た
ご
い
ふ
。
太
秦
殿
は
悪
露
殿
の
前
に
西
向
に
あ
る
一
、

棟
の
小
さ
い
建
造
物
で
い
は
や
秦
氏
の
難
屋
こ
も
い
ふ
べ

き
も
の
で
あ
る
Q
そ
こ
に
は
呉
織
漢
織
の
像
ご
共
に
秦
川

勝
や
無
月
王
の
像
が
認
ら
れ
て
み
た
。
そ
れ
ら
は
亦
璽
寳



館
の
東
側
に
陳
べ
ら
れ
て
み
る
。
馬
三
章
が
も
こ
こ
れ
ら

の
諸
嫁
ご
共
に
祀
ら
れ
て
み
た
こ
ご
を
先
づ
前
提
と
し
て

含
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

全
高
二
尺
四
寸
、
而
し
て
馬
背
の
高
さ
は
前
部
で
一
尺
二

分
、
後
部
で
｝
尺
幾
分
あ
っ
て
、
馬
は
全
禮
の
約
二
分
の

一
の
大
き
さ
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
馬
の
彫
刻
は
軍
に
菩

　
専
掌
像
は
馬
上
合
掌
孚
鋤
像
で
、
馬
の
乗
っ
て
み
る
壷

座
は
紛
れ
も
な
く
雲
を
現
は
し
て
み
る
。
こ
の
憂
座
こ
も

　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
信
仰
定
養
窟
機
織

（側右）眞爲像鳴馬

薩
像
に
附
随
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
相
當
に
離
れ
た
作
で
、
こ
れ
だ
け
離

し
て
見
て
も
藝
術
的
作
品
と
し
て
取
扱
ふ

こ
ご
が
出
騰
る
。
前
脚
は
左
右
共
に
揃
へ

て
る
る
が
後
脚
は
右
を
少
し
踏
み
出
し
て

鍵
化
を
示
し
、
殊
に
頭
部
の
眼
の
あ
た
り

は
寓
實
的
に
出
來
て
る
て
、
決
し
て
凡
作

で
は
な
い
。

　
馬
背
の
上
に
は
織
物
襟
の
も
の
を
懸
け

た
相
を
浬
彫
り
ε
し
、
そ
の
上
に
敷
茄
子

が
あ
っ
て
、
五
遍
羅
魚
鱗
式
の
違
華
座
を

載
せ
、
菩
薩
像
は
寳
冠
を
頂
き
、
合
掌
を

な
し
右
足
を
下
に
垂
れ
た
下
陰
像
で
あ
る
。
而
し
て
光
背

は
雲
専
掌
漂
彫
の
圓
輪
で
、
こ
れ
を
支
柱
に
よ
っ
て
支
へ

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
一
　
　
（
四
「
九
）



　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
信
仰
定
養
鍛
鶴
畿

て
る
る
Q
像
は
頭
部
の
頂
か
ら
雫
臨
の
爪
先
に
至
る
ま
で

約
一
尺
、
頭
部
は
寳
冠
共
二
寸
入
舞
あ
る
。
以
上
の
如
き

比
較
的
小
像
で
あ
る
か
ら
。
も
こ
よ
り
身
首
の
モ
デ
リ
ン

グ
や
衣
文
に
つ
い
て
微
細
な
技
巧
を
現
は
し
て
は
み
な
い

が
、
碁
聖
な
形
相
を
備
へ
崇
高
な
印
象
を
與
へ
る
黙
に
於

て
菩
薩
像
こ
し
て
の
債
値
を
有
し
．
そ
の
製
作
年
代
を
徴

す
べ
き
銘
記
或
は
附
随
し
た
記
銀
は
な
い
け
れ
ざ
も
、
作

風
の
上
か
ら
は
鎌
倉
時
代
を
降
ら
ぬ
も
の
ε
思
は
れ
る
。

然
し
こ
れ
が
寺
傳
に
い
ふ
が
如
く
果
し
て
馬
鳴
の
像
で
あ

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
密
激
の
儀
軌
を
顧
み
る
必
要
が
あ

る
◎

　
　
　
　
，
二

　
鋼
管
縛
抄
第
百
十
四
を
見
る
ご
、
馬
鳴
に
啓
す
る
圖
像

及
び
記
事
を
載
せ
、
維
軌
ご
し
て
金
剛
智
繹
の
馬
鳴
菩
薩

儀
軌
一
塁
と
不
仁
謬
の
馬
簾
菩
薩
念
論
一
疋
ご
を
引
い
て

み
る
。
前
者
は
詳
し
く
は
耳
鳴
菩
薩
大
脳
力
無
比
験
法
念

諦
儀
軌
ご
い
ひ
、
そ
の
中
に
「
書
作
菩
薩
像
色
相
自
肉
色

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
二
　
　
（
四
二
〇
）

而
合
掌
、
坐
白
蓮
花
、
乗
白
馬
着
白
色
衣
、
以
理
路
荘
嚴

身
心
、
夢
野
冠
．
垂
右
足
し
こ
い
ひ
、
後
者
は
詳
し
く
は

馬
鳴
菩
薩
成
就
園
地
念
議
と
卑
し
、
「
吉
備
大
臣
將
來
」
ご

題
名
の
下
に
記
す
所
か
ら
い
ふ
ご
、
古
平
吉
備
眞
備
に
よ

つ
て
わ
が
國
に
將
來
さ
れ
た
こ
解
さ
れ
た
こ
ご
が
剣
る
。

果
し
て
そ
れ
が
事
象
で
あ
る
か
否
か
は
明
か
に
し
難
い
が

そ
の
中
に
「
書
作
菩
薩
像
、
其
形
六
膏
又
二
膏
、
色
紅
蓮

花
、
・
臼
M
馬
，
爲
座
、
團
緯
ム
ハ
大
柿
W
者
」
ご
“
の
る
。
か
く
の
・
知
く

雨
催
多
少
相
異
す
る
が
、
金
剛
智
講
の
軌
と
本
像
ご
は
極

め
て
よ
く
一
致
す
る
9
だ
㎏
理
酪
を
以
て
身
首
を
荘
嚴
す

る
こ
い
ふ
黙
だ
け
、
像
に
は
敏
け
て
る
る
が
、
こ
れ
は
小

像
で
あ
る
か
ら
省
略
し
た
の
で
あ
ら
う
、
而
し
て
自
肉
色

臼
蓮
花
、
白
馬
、
自
色
衣
ご
い
ふ
色
彩
は
現
在
割
明
し
難

く
な
っ
て
み
る
が
、
も
こ
着
色
の
あ
っ
た
痕
は
明
か
に
残

っ
て
み
る
。
但
し
瀧
華
の
辮
に
は
緑
青
を
塗
り
こ
れ
に
金

泥
で
賑
線
を
施
し
た
痕
が
あ
っ
て
、
軌
ご
蓮
ふ
が
、
不
塞

繹
の
軌
に
は
紅
瀧
花
ビ
も
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
蓮
華
は



必
ず
し
も
自
色
に
限
ら
れ
す
、
青
蓮
華
の
こ
ご
も
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ら
う
か
Q
何
れ
に
し
て
も
こ
の
像
が
馬
鳴
で

あ
る
こ
ご
は
儀
軌
に
照
し
て
疑
ひ
が
な
い
。
阿
娑
縛
抄
に

は
永
巌
抄
（
郎
ち
永
嚴
圓
像
抄
）
こ
れ
を
圖
す
ご
て
、
雲
上

に
六
器
の
使
者
を
從
へ
た
六
膏
の
馬
上
孚
脚
像
を
載
せ
て

み
る
Q
六
軒
の
像
は
不
室
の
軌
に
見
え
て
み
る
か
ら
そ
れ

に
基
く
の
で
あ
る
Q
永
蜜
豆
像
抄
の
馬
鳴
像
は
大
日
本
史

料
第
六
謡
言
十
七
に
破
璃
版
に
し
て
牧
め
ら
れ
て
る
る
が

阿
娑
縛
抄
の
原
慷
は
墜
ち
こ
れ
で
、
馬
弓
を
中
心
に
し
て

獄
室
、
獄
母
、
獄
命
、
鷲
…
印
等
の
六
入
の
春
厨
を
描
い
て

み
る
。
樺
田
雷
斧
氏
編
の
佛
像
新
集
第
二
五
四
圖
の
馬
鳴

像
も
圖
像
抄
の
複
寓
で
あ
る
。

　
永
嚴
抄
、
阿
娑
縛
抄
の
圖
で
は
弓
鳴
は
左
足
を
垂
れ
、

光
背
は
厨
輪
で
は
あ
る
が
、
雲
文
様
で
は
な
く
、
圓
輪
の

上
部
ご
左
右
こ
の
三
曲
に
火
霞
を
附
け
本
心
ご
は
少
し
異

る
が
、
特
に
左
足
を
垂
れ
て
み
る
職
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
、
金
剛
智
の
軌
に
は
明
か
に
右
足
を
垂
る
ビ
し
て
み
る

　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
信
仰
定
獲
類
櫻
織

の
に
、
何
故
圖
で
は
こ
れ
を
謎
っ
て
左
足
こ
し
た
の
で
み

ら
う
か
。
そ
の
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、
思
惟
孚
鋤
像
の

遺
風
を
留
診
た
の
で
は
な
い
か
ご
思
ふ
。
濱
田
耕
作
博
士

の
中
宮
寺
の
如
意
輪
槻
音
像
の
素
式
（
百
濟
槻
暑
所
牧
）
に

説
か
れ
て
み
る
や
う
に
、
宇
鋤
思
惟
的
の
形
相
は
、
「
右
利

き
の
入
類
の
遍
性
こ
し
て
右
手
を
以
て
頗
を
持
し
た
右
肱

を
支
へ
る
必
要
上
右
足
を
屈
す
る
機
式
が
普
蓮
の
も
の
こ

な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
師
ち
左
足
を
垂
れ
る
形
相
が
通
例

こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
馬
鳴
像
は
合
掌
を
し
て
み
る
か
ら

も
こ
よ
り
手
ご
の
釣
合
を
顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
に
も
拘

ら
す
無
意
識
的
に
孚
鋤
思
惟
像
の
形
相
を
襲
用
し
て
か
く

の
如
く
圖
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
三

　
こ
の
小
篇
に
於
い
て
私
は
歴
史
的
人
物
こ
し
て
の
馬
鳴

に
つ
い
て
述
べ
る
考
へ
は
も
た
ぬ
。
暫
く
歴
史
上
の
馬
鳴

ビ
は
切
り
離
し
て
、
如
何
な
る
動
機
か
ら
又
如
何
な
る
理

由
で
馬
鳴
が
信
仰
さ
れ
、
本
締
の
如
き
が
作
ら
れ
る
に
至

　
　
　
　
　
　
　
錐
三
號
　
　
　
七
三
　
　
（
四
二
一
）



　
　
第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
僑
仰
虐
養
灘
櫻
畿

つ
た
か
ご
い
ふ
勲
、
即
ち
信
仰
の
野
業
ご
し
て
の
馬
鳴
を

槍
高
し
て
見
た
い
の
で
あ
る
Q
阿
裟
縛
抄
に
は
寳
林
傳
な

る
も
の
を
引
い
て
、
昔
天
竺
の
境
に
一
馬
國
あ
っ
て
人
皆

毛
を
生
じ
、
聲
は
悉
く
馬
の
如
、
く
で
あ
っ
た
◎
馬
鳴
が
曾

て
獄
虫
を
作
っ
た
が
、
－
か
の
國
か
ら
出
た
口
よ
り
緯
を
出

だ
し
入
を
し
て
衣
を
作
ら
し
め
淀
ε
い
ふ
説
話
を
載
せ
、

第
一
に
こ
の
法
を
修
す
べ
き
事
ビ
標
し
て
「
諸
國
鼻
髭
料

尤
大
要
也
云
々
」
こ
い
ふ
。
の
み
な
ら
す
六
人
春
鵬
の
名

に
は
前
記
の
如
く
獄
に
關
係
深
い
も
の
が
あ
り
、
馬
鳴
菩

薩
供
養
法
ご
滑
面
ご
の
間
に
射
る
べ
か
ら
ざ
る
連
絡
が
あ

る
。
更
に
詳
察
の
軌
に
は
國
土
語
物
識
乱
し
、
五
穀
豊
か

な
ら
す
、
又
慧
子
生
せ
す
、
錦
繍
財
綿
乏
少
の
時
．
年
中

三
箇
月
こ
の
法
を
修
行
せ
よ
ご
い
ふ
。
そ
の
年
中
三
箇
月

ご
は
三
旦
ご
日
、
五
月
五
臼
、
九
月
九
口
か
ら
起
面
す
る

こ
ご
に
な
っ
て
み
る
。
な
ほ
そ
の
修
法
の
道
場
に
於
て
「
雷

鳴
菩
薩
、
分
形
大
千
、
化
爲
鎧
室
、
ロ
吐
繰
綿
．
巡
滝
上

舞
、
普
昔
在
光
、
供
養
戚
鷹
…
、
編
粗
死
邊
」
こ
い
ふ
薄
濁

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
四
　
　
（
四
二
二
）

を
用
ひ
た
所
か
ら
見
る
ご
（
無
才
抄
、
軽
質
総
抄
）
、
馬
鳴

の
信
仰
ご
養
鷲
…
ご
が
緊
密
に
結
び
つ
い
た
こ
ご
が
愈
認
め

ら
れ
る
。

静
岡
縣
安
倍
郡
服
織
村
大
字
建
穗
字
山
内
に
鎭
座
す
る

　
　
た
け
ほ

郷
毛
書
穗
帥
冠
は
、
現
在
天
照
皇
大
御
紳
を
祭
紳
こ
す
る

が
、
も
ざ
馬
底
冷
紳
ε
還
し
、
創
立
年
代
は
未
詳
で
あ
る

が
、
延
喜
式
紳
名
帳
に
載
せ
ら
れ
、
建
穗
寺
の
鎭
守
こ
し

て
崇
め
ら
れ
て
み
た
◎
こ
の
紳
肚
の
寒
帯
に
見
え
る
の
は

承
元
四
年
十
一
月
二
十
四
日
、
將
軍
備
朝
が
劒
を
駿
河
國

建
穂
寺
の
鎭
守
馬
鳴
大
明
帥
に
納
め
て
治
李
を
所
つ
た
ご

い
ふ
吾
妻
鏡
の
記
事
を
先
づ
暴
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
二
十
四
日
、
駿
河
國
建
福
寺
鎭
守
馬
鳴
大
明
瀞
、
去
二
十
一
日

　
卯
三
三
少
兇
、
酉
歳
可
合
戦
之
由
云
々
、
別
當
憩
主
等
注
進
之

　
今
日
到
來
．
相
州
披
露
之
、
級
可
有
段
占
断
之
由
、
廣
元
朝
臣

　
難
巴
町
之
，
、
紅
軍
家
桜
一
一
十
一
日
嶢
夢
合
職
事
，
得
其
告
非
虚

　
夢
鰍
、
此
士
不
可
及
占
云
々
、
贈
進
御
剣
於
狂
乱
云
々
。

　
こ
、
に
建
編
寺
ご
あ
る
の
は
建
夏
鳶
の
昔
を
タ
ケ
フ
デ



う
に
誰
つ
π
か
ら
で
は
な
か
ら
つ
か
ご
い
ふ
の
が
大
日
本

地
名
僻
書
の
説
で
あ
る
が
、
大
擶
水
史
料
第
四
編
之
十
に

は
吾
妻
鏡
を
引
い
て
幅
の
字
の
傍
に
穗
の
字
を
添
へ
、
建

編
寺
が
建
穂
寺
ご
同
一
な
る
こ
ご
を
示
し
て
み
る
。
何
れ

に
し
て
も
同
寺
な
る
こ
ご
に
つ
い
て
疑
を
容
れ
る
除
地
は

な
い
で
あ
む
う
。
從
っ
て
そ
の
鎭
守
馬
鳴
神
冠
な
惹
こ
ご

も
知
ら
れ
る
。
何
時
頃
か
ら
馬
鳴
大
明
紳
の
幕
が
あ
る
の

か
そ
の
起
源
は
明
か
で
な
い
が
《
鎌
倉
時
代
に
は
受
の
名

で
通
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。
叉
盤
景
集
に
は
嘉
吉
元
年
五

月
、
駿
河
の
府
（
静
岡
市
）
に
至
っ
て
「
惣
趾
や
し
ろ
雷
宮

女
穗
の
馬
鳴
の
や
し
ろ
な
ご
に
こ
、
ろ
ざ
し
の
澱
さ
手
向

侍
り
て
よ
み
侍
り
け
る
」
ご
前
書
し
た
和
歌
を
載
せ
て
み

る
。
こ
の
慕
景
集
が
太
田
遣
灌
の
家
集
で
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
異
論
が
あ
る
に
し
て
も
、
室
町
時
代
の
史
料
ご

し
て
用
ふ
る
に
は
無
難
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
「
建
穗
の
馬

鳴
の
や
し
ろ
」
ご
い
ふ
の
が
、
建
替
聯
励
を
指
す
こ
ご
は

明
か
で
あ
る
。
但
し
鮮
書
類
宮
本
も
績
國
歌
大
槻
本
も
馬

第
十
二
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
信
卿
定
養
鷲
…
機
織

鳴
を
高
嶋
ご
誹
っ
て
み
る
。
、
こ
れ
は
弓
鳴
の
草
書
が
高
嶋

ご
讃
み
誤
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
馬
嶋
な
る
名
は
普
逼

に
謙
り
用
ひ
ら
れ
鎗
語
で
あ
る
か
ら
、
高
嶋
ご
讃
ま
れ
た

の
も
無
慮
は
な
い
。
但
し
明
治
帥
就
誌
料
に
引
く
慕
景
集

に
は
正
し
く
こ
れ
を
馬
鳴
ご
し
て
み
る
。

、
こ
の
灘
に
つ
い
て
、
俘
信
友
の
考
謹
に
は
「
安
倍
川
ノ

・
上
躍
彙
科
川
の
丘
山
枯
森
ノ
邊
ニ
ア
リ
、
ム
ー
鶏
鳴
明
帥
…
ト
欝

シ
テ
建
穗
寺
ノ
鎭
守
ト
ナ
ル
」
と
註
し
、
駿
河
記
の
「
馬

鳴
明
棘
就
、
叢
誌
庄
建
穗
、
在
弱
齢
寺
内
」
を
引
く
。
特

選
帥
名
牒
に
は
蔓
穂
念
書
に
「
欝
馬
鳴
大
明
帥
に
ご
註
し

「，

｡
按
古
身
地
は
隣
村
朋
鳥
村
の
西
南
田
疇
に
明
紳
森
ご

云
あ
り
。
叉
鳥
居
跡
の
愈
愈
も
あ
b
、
大
鳥
居
ご
云
字
も

存
れ
り
ご
湿
り
。
さ
れ
ば
古
へ
は
朋
鳥
村
の
邊
を
か
け
て
．

建
穗
村
ご
云
り
し
翫
や
あ
ら
ん
。
姑
附
て
考
に
備
ふ
」
ご

い
ふ
こ
の
朋
鳥
村
は
現
在
服
織
村
の
大
字
こ
な
っ
て
み

る
が
、
朋
鳥
が
機
織
の
宛
字
な
る
こ
ご
は
疑
ひ
な
く
、
地

名
か
ら
考
へ
る
ε
、
皇
継
が
機
織
ご
虚
血
を
有
し
、
上
代

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
毛
五
　
　
（
四
二
三
）



　
　
魏
十
二
磐
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
信
伽
芝
獲
鍛
鶴
織

に
於
け
る
機
織
部
の
分
布
を
物
語
っ
て
み
る
や
う
で
あ
る
。

こ
の
紳
魁
に
於
て
騨
佛
習
合
の
行
は
れ
た
場
合
に
養
獄
機

織
と
關
係
深
い
馬
鳴
ビ
結
び
つ
い
た
こ
判
せ
ら
れ
る
。
か

く
し
て
馬
急
電
書
誌
ご
零
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら

う
が
、
畢
寛
黒
質
信
仰
の
難
癖
に
備
へ
る
こ
ご
が
串
悟

る
。
足
立
氏
の
書
信
に
よ
る
ご
同
就
に
は
「
馬
鳴
の
像
は

な
く
、
高
さ
｝
弾
入
分
の
膨
満
量
子
だ
け
を
汚
し
」
て
る

る
ご
い
ふ
。
た
こ
ひ
馬
鳴
の
像
は
傳
へ
ら
れ
な
く
て
も
、

そ
の
根
祇
こ
な
っ
た
思
想
信
仰
の
跡
は
明
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
な
ほ
岐
阜
縣
可
児
郡
帷
子
村
営
宇
帷
子
の
藥
王
寺
（
天

台
宗
山
門
羅
綾
「
に
古
黙
秘
佛
の
木
造
馬
鳴
像
を
傳
へ
る

ご
聞
く
が
、
㌃
こ
の
像
も
養
獄
機
織
の
業
に
從
ふ
人
々
の
信

仰
を
集
め
て
み
る
こ
い
ふ
。
ま
だ
親
し
く
調
査
研
究
し
て

み
な
い
か
ら
、
事
實
の
保
讃
は
出
來
か
ね
る
が
、
い
ふ
が

如
く
で
あ
れ
ば
、
是
再
発
鳴
信
仰
の
｝
例
こ
せ
ね
ば
な
ら

諏
。
加
藤
咄
堂
氏
の
民
間
信
仰
史
に
は
都
響
紳
ご
鷲
…
ご
の

關
係
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
る
が
、
馬
嶋
ご
獄
こ
の
關
係

　
　
　
　
　
　
、
　
俄
〃
｝
二
號
　
　
　
　
七
山
ハ
　
　
（
騰
二
四
）

は
全
く
看
過
さ
れ
て
み
る
○
然
し
建
穗
無
機
に
つ
い
て
見

て
も
、
既
に
鎌
倉
時
代
に
馬
出
信
仰
の
あ
っ
た
こ
ご
を
示

す
が
、
三
野
寺
の
馬
鳴
像
が
秦
氏
の
耐
像
さ
て
は
臭
織
漢

織
の
像
等
ご
共
に
兼
秦
殿
に
安
概
さ
れ
て
る
た
こ
ご
は
、

馬
面
信
仰
ご
養
獄
機
織
ビ
が
結
黒
し
て
る
た
こ
ご
を
誰
す

る
。
廣
隆
寺
は
鎌
倉
時
代
に
復
興
の
機
運
に
赴
い
た
が
、

こ
の
馬
塑
像
も
そ
の
當
時
に
製
作
安
畳
さ
れ
た
の
で
あ
ら

う
〇　

　
　
　
　
四

　
翠
蓋
信
仰
の
内
容
が
右
の
如
く
で
あ
る
こ
し
て
、
次
に

然
ら
ば
馬
鳴
信
仰
が
何
赦
に
養
獄
機
織
ご
結
合
し
た
の
で

あ
ら
う
か
を
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
歴
史
上
の
馬
鳴
の

傳
記
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
れ
ご
思
し
き
理
由
原
因
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
　
タ
　
　
ワ
　
ラ

出
．
す
こ
ご
は
串
來
ぬ
。
頼
庇
和
羅
の
妙
曲
を
作
っ
て
胤
會

身
心
に
戚
動
を
輿
へ
た
事
蹟
よ
り
い
へ
ば
、
む
し
ろ
戯
曲

暑
樂
に
結
び
つ
き
さ
う
で
あ
る
の
に
、
殆
ん
ざ
縁
も
ゆ
か

り
も
な
い
養
獄
機
織
に
結
び
つ
い
て
み
る
。
私
は
手
近
な



も
の
で
は
あ
る
が
、
海
獺
拷
亭
の
藝
苑
日
渉
を
開
い
て
み

る
裡
に
、
そ
の
窓
六
に
正
月
の
春
駒
が
県
単
脚
を
濤
る
た
め

で
あ
る
ご
い
ふ
記
事
に
注
意
し
た
Q
拷
亭
は
馬
ご
獄
こ
の

墨
差
を
説
濾
す
べ
く
後
漢
志
．
遮
雅
、
捜
榊
記
、
鼠
嘆
、

遼
東
新
語
等
の
漢
籍
を
引
き
、
支
那
の
民
俗
に
そ
の
超
源

を
求
め
て
材
料
を
提
供
し
て
み
る
。
こ
れ
を
手
引
ざ
し
て

捜
棘
詑
憲
十
四
の
女
一
三
こ
い
ふ
條
を
見
る
ご
、
次
の
や

う
な
記
事
が
あ
る
。

　
蔭
設
太
古
之
時
、
有
大
人
蓬
征
、
家
無
二
人
、
冠
注
一
女
，
牡
馬

　
　
一
匹
女
親
養
之
、
叢
誌
幽
塵
、
思
念
其
父
、
乃
戯
昔
日
、
爾
能

　
駕
我
迎
得
父
、
還
吾
將
嫁
汝
、
馬
既
承
此
言
、
乃
絶
橿
而
去
径
、

　
至
父
所
二
見
馬
驚
喜
，
因
取
而
乗
之
、
民
望
所
自
來
悲
鳴
三
白
、

　
三
日
此
馬
無
事
如
此
，
我
家
三
無
有
故
旧
、
三
乗
以
蹄
、
爲
畜

　
生
有
心
常
之
情
、
故
厚
加
綴
養
、
馬
不
肯
食
、
三
見
女
出
入
、

　
顛
而
怒
奮
撃
図
画
、
非
一
父
怪
之
，
密
以
問
女
、
雌
牛
以
回
忌
、

　
必
爲
是
放
、
旗
日
勿
言
書
辱
家
門
、
且
莫
出
入
於
是
伏
弩
射
殺

　
之
、
暴
庚
畑
島
，
父
行
雲
與
遷
宮
、
於
皮
所
戯
以
足
蜷
之
日
、

　
・
汝
是
畜
生
、
而
欲
取
人
爲
婦
耶
、
招
此
屠
剥
如
何
、
自
苦
言
未
及

　
　
第
十
二
巻
　
　
難
　
纂
　
　
馬
鳴
信
仰
定
養
鐡
槻
織

　
覚
、
煉
皮
歴
然
而
超
、
巻
女
以
北
，
隣
煩
忙
伯
、
不
敢
救
之
．

　
走
告
其
父
，
野
選
求
索
、
己
繊
失
之
、
後
経
数
日
、
得
於
大
樹

　
別
間
、
女
及
馬
皮
膨
化
爲
獄
，
酊
績
於
樹
上
、
其
璽
給
理
、
大

　
異
於
回
忌
…
、
郷
婦
取
而
養
之
、
其
牧
撒
倍
、
因
蓋
開
樹
日
桑
、

　
卜
者
喪
也
、
由
斯
百
姓
競
種
之
，
今
世
班
養
是
也
、
言
桑
叢

　
者
、
是
古
鷲
…
之
三
三
也
、
案
巨
富
辰
爲
馬
多
猛
、
書
日
月
當
大

　
火
回
浴
、
其
種
三
舞
、
與
馬
同
氣
也
（
以
下
略
）

　
師
ち
養
獄
の
起
源
を
説
明
す
る
説
話
で
、
民
俗
學
的
の

研
究
を
要
す
る
が
、
馬
盤
の
結
合
し
て
み
る
こ
ご
は
否
定

爵
來
濾
。
右
の
捜
紳
記
の
交
は
呉
の
張
倣
の
書
い
た
太
古

騰
馬
記
に
よ
っ
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。
袖
蝕
馬
記
は
短
篇
で

あ
る
が
、
此
説
話
に
關
す
る
捜
聯
記
の
本
文
は
全
く
慧
馬

記
に
一
致
す
る
。
然
る
に
南
宋
の
戴
埴
の
鼠
嘆
憲
下
の
鷲
…

馬
丁
∵
本
こ
い
ふ
條
仁
同
一
の
説
話
…
を
引
い
て
、
そ
の
中
に

「
梅
島
獄
帥
、
欝
聖
明
菩
薩
以
此
」
ε
い
ふ
句
が
あ
る
。

直
明
の
明
は
鳴
ご
同
音
で
あ
る
か
ら
誤
っ
た
の
で
、
こ
れ

が
馬
鳴
を
意
昧
す
る
こ
ご
は
疑
．
ひ
な
い
。
さ
う
す
れ
ば
既

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
七
　
　
（
四
二
五
）



　
　
第
十
二
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
馬
鳴
儒
佃
ミ
養
鑛
櫻
織

に
支
那
に
於
て
馬
鳴
が
慧
紳
こ
し
て
信
仰
さ
れ
た
こ
ご
は

明
か
で
あ
る
。
帥
ち
こ
の
信
仰
の
湿
源
の
年
代
は
明
か
で

な
い
け
れ
こ
も
．
金
剛
智
や
不
塞
の
軌
が
唐
傘
の
も
の
こ

す
れ
ば
、
少
く
こ
も
中
唐
の
頃
に
こ
の
信
仰
は
成
立
し
て

ゐ
π
に
蓮
ひ
な
く
、
そ
れ
が
鼠
漢
に
も
記
載
さ
れ
て
る
る

繹
で
あ
る
が
、
こ
の
経
過
を
顧
み
る
ご
、
元
來
支
那
の
民

俗
に
於
て
馬
ご
獄
ご
が
取
る
べ
か
ら
ざ
る
關
係
の
あ
っ
た

所
へ
、
佛
敷
の
戚
化
が
及
ん
で
、
そ
の
馬
が
馬
鳴
ε
結
び

つ
き
、
絡
に
獄
紳
ご
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
　
一

膿
民
聞
信
仰
は
決
し
て
合
理
的
に
は
獲
展
し
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
種
々
の
要
素
が
偶
然
的
に
結
合
し
て
、
意
想
外

の
方
向
へ
縛
じ
て
行
く
が
例
で
あ
る
。
馬
鳴
信
仰
の
登
展

も
亦
そ
の
例
に
洩
れ
す
、
歴
史
上
の
馬
鳴
ご
は
全
く
關
麗

な
く
、
輩
に
そ
の
名
が
馬
に
因
め
る
が
放
に
醐
係
を
有
す

る
に
至
っ
た
こ
思
は
れ
る
。
こ
の
信
仰
が
櫛
脚
く
こ
も
鎌
倉

時
代
に
わ
が
國
に
も
流
れ
て
み
た
こ
ご
は
、
前
記
の
如
く

吾
妻
鏡
や
永
嚴
圖
像
抄
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
私
は

　
　
　
　
　
　
　
然
瓢
二
號
　
　
　
　
・
七
入
　
　
　
（
一
四
二
山
ハ
）

偶
、
5
興
隆
寺
に
あ
る
鎌
倉
時
代
の
製
作
ご
椎
定
さ
れ
る
木

造
馬
鳴
像
の
存
在
が
知
ら
れ
て
わ
が
民
衆
の
精
榊
生
活
を

支
配
し
た
跡
を
見
る
資
料
を
加
へ
た
こ
ご
を
よ
ろ
こ
ぶ
ご

同
時
に
、
馬
鳴
信
仰
の
起
源
を
探
っ
て
、
そ
の
養
鷲
…
機
織

ご
關
係
の
深
い
こ
ご
を
確
か
め
、
佛
激
ご
養
慧
機
織
大
き

く
い
へ
ば
佛
教
ご
産
業
ビ
の
醐
係
の
一
面
を
こ
、
に
見
出

し
た
こ
ご
を
よ
ろ
こ
び
ご
す
る
。

　
絡
に
こ
の
小
篇
を
草
す
る
に
當
っ
て
足
立
鍬
太
郎
に
負

ふ
所
の
少
な
か
ら
ぬ
こ
ご
に
謝
し
て
戚
謝
の
意
を
表
す
る


