
4NICHIGIN 2009 NO.17

仏
教
は
神
道
と
と
も
に
、
日
本
の
文
化
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
特
に
芸
能
の
世
界
に
お
い

て
は
仏
教
信
仰
と
庶
民
の
〝
情
念
〞
が
溶
け
合
っ
て
流
れ
て
お
り
、能
狂
言
や
歌
舞
伎
、文
楽
、落
語
、

浪
曲
、
講
談
な
ど
を
深
く
楽
し
む
た
め
に
は
、
仏
教
へ
の
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。
関
山
和
夫
氏
は
浄

土
宗
の
寺
に
生
ま
れ
、
日
本
芸
能
史
の
研
究
を
通
じ
て
、
埋
も
れ
た
芸
能
の
復
活
に
も
貢
献
し
て
き

た
。
特
に
布
教
師
が
節
を
つ
け
て
行
う
説
教
「
節ふ

し

談だ
ん

説
教
」
は
「
話
芸
」
の
源
流
で
あ
り
、
庶
民
の

欠
か
せ
な
い
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
笑
わ
せ
、
泣
か
せ
な
が
ら
仏
法
を
伝
え
て
き
た
伝
統
の

「
話
芸
」
の
魅
力
は
、
ま
さ
に
「
温
故
知
新
」。「
情
念
を
込
め
て
論
理
的
な
話
が
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
」
と
、現
代
社
会
に
お
け
る
〝
情
念
〞
の
復
活
を
訴
え
る
関
山
氏
の
話
に
、耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
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―
―
今
も
境
内
で
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
お

寺
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
説
教
は
わ

り
と
ま
じ
め
と
申
し
ま
す
か
、
芸
能
と

は
縁
遠
く
な
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
都
会

で
は
仏
教
講
座
や
勉
強
会
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
理
を
き

っ
ち
り
学
ぶ
よ
う
な
内
容
が
多
い
と
聞

い
て
い
ま
す
。

関
山　

そ
う
い
う
講
座
は
も
ち
ろ
ん
大

切
で
す
。
た
だ
、
庶
民
が
本
当
に
仏
教

を
身
近
に
感
じ
た
の
は
、
よ
り
わ
か
り

や
す
く
、
芸
能
と
一
体
化
し
た
「
節
談

説
教
」
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
ま
た
そ
れ
が
、
芸
能
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
す
。

　

曼
陀
羅
寺
の
隣
に
、
浄
土
真
宗
の
上

宮
寺
と
い
う
大
き
な
お
寺
が
あ
り
ま
し

た
。
実
は
私
は
自
分
の
と
こ
ろ
の
お
寺

よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
方
に
興
味
を
持
っ

た
ん
で
す
。
母
が
門
徒
（
浄
土
真
宗
の

信
者
）
の
家
か
ら
嫁
い
で
き
ま
し
た
か

ら
、
浄
土
宗
の
坊
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ

た
と
は
い
え
、
御
縁
が
あ
っ
た
ん
で
す

ね
。
そ
の
お
寺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
説
教

者
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
節
を
つ

け
て
非
常
に
上
手
に
説
教
を
さ
れ
る
ん

で
す
。
笑
い
、
泣
き
な
が
ら
も
、
あ
り

が
た
い
話
に
さ
し
か
か
る
と
、
聞
い
て

い
る
人
た
ち
が
一
斉
に
数
珠
を
ま
さ
ぐ

り
な
が
ら
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
「
受

け
念
仏
」
を
唱
え
る
声
が
、
堂
内
に
響と

よ

も
す
よ
う
で
し
た
。

―
―
掛
け
合
い
と
い
い
ま
す
か
、
そ
こ

に
ち
ゃ
ん
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

取材・文  千葉 望　写真  栗原克己

「
情
念
で
人
は
解
放
さ
れ
る
」

芸
能
（
娯
楽
・
遊
び
）
が
一
体
と
な
っ

た
暮
ら
し
が
い
き
い
き
と
受
け
継
が
れ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

―
―
関
山
先
生
は
も
と
も
と
愛
知
県

の
お
寺
の
ご
出
身
だ
そ
う
で
す
ね
。

関
山　

江
南
市
に
あ
る
日
輪
山
曼ま
ん

陀だ

羅ら

寺
・
世
尊
院
（
浄
土
宗
西
山
派
）
の
寺

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
私
は
昭
和
四
年
生

ま
れ
で
、
一
一
歳
の
時
に
得
度
し
、
僧

籍
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
思
う
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
生
家
の
寺
を
継
ぐ
こ
と
は
や

め
、
学
問
の
道
に
入
り
ま
し
た
が
、
仏

教
か
ら
離
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
芸
能
史
を
研
究
す
る
た
め

に
は
、
仏
教
と
の
関
連
性
を
考
え
る
こ

と
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
す
。

―
―
ご
幼
少
の
こ
ろ
は
、
曼
陀
羅
寺

で
の
縁
日
が
楽
し
み
だ
っ
た
と
か
。

関
山　

そ
れ
は
も
う
。
嫁
見
祭
、
虫む

し

干ぼ
し

会え

、
曼
陀
羅
開
帳
、
彼
岸
会
な
ど
縁
日

が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
お
彼
岸
は
春
秋

そ
れ
ぞ
れ
七
日
間
も
縁
日
と
な
る
ん
で

す
。
そ
れ
だ
け
参
詣
人
が
多
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

縁
日
に
は
必
ず
境
内
で
見
世
物
・
の

ぞ
き
か
ら
く
り
・
芝
居
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
し
、
露
天
商
が
ず
ら
り
と
並
ん

で
香や

　
し具師

の
口
上
も
に
ぎ
や
か
な
も
の

で
し
た
よ
。
境
内
で
一
週
間
、
サ
ー
カ

ス
が
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

　

堂
内
で
は
説
教
が
あ
り
、
廊
下
や
縁

側
で
「
阿あ

呆ほ

陀だ

羅ら

経き
ょ
う」

を
口
演
す
る
者

も
お
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
私
は
子
供

で
し
た
か
ら
、
お
説
教
よ
り
も
見
世
物

や
サ
ー
カ
ス
の
方
に
興
味
が
あ
っ
て
、

囲
っ
て
あ
る
幕
の
下
を
く
ぐ
っ
て
あ
れ

こ
れ
と
見
物
し
た
も
の
で
す
。
子
供
に

と
っ
て
は
本
当
に
わ
く
わ
く
す
る
よ
う

な
場
所
で
し
た
。

―
―
今
は
、
そ
の
よ
う
な
に
ぎ
わ
い
は

失
わ
れ
た
の
で
す
か
？

関
山　
「
藤
ま
つ
り
」
の
際
に
は
参
詣

人
が
増
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
が
子
供

の
こ
ろ
と
は
比
べ
よ
う
が
あ
り
ま
せ

ん
。
当
時
は
そ
れ
だ
け
、
仏
教
・
生
活
・

仏
教
・
芸
能
・
生
活
が
一
体
だ
っ
た
時
代

「
話
芸
」
の
源
流
は
「
説
教
」
に
あ
る
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日
本
の
芸
能
の
底
流
を
流
れ
て
い
る
仏
教

―
―
三
〇
年
以
上
前
で
す
か
、先
生
は
、

俳
優
の
小
沢
昭
一
さ
ん
と
ご
一
緒
に
、

「
節
談
説
教
」
を
上
演
し
て
回
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

関
山　

そ
れ
は
小
沢
さ
ん
の
慧け

い

眼が
ん

な
ん

で
す
。「
節
談
説
教
」
に
目
を
付
け
る

と
こ
ろ
が
あ
の
人
の
す
ご
さ
で
、
ほ
か

の
役
者
さ
ん
と
の
違
い
で
し
ょ
う
ね
。

彼
は
放
浪
の
芸
能
者
に
非
常
に
興
味
を

持
っ
て
、廃
れ
て
い
く
芸
能
を
取
材
し
、

録
音
す
る
仕
事
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
ど
ん
ど
ん
社
会
が
近
代
化
す
る
に

つ
れ
て
衰
退
し
て
い
く
庶
民
の
芸
能
が

本
当
に
大
切
な
も
の
を
は
ら
ん
で
い
た

こ
と
に
、
ち
ゃ
ん
と
気
付
い
て
い
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

　

小
沢
さ
ん
は
私
が
発
表
し
た
節
談
説

教
に
関
す
る
研
究
に
興
味
を
持
っ
て
く

だ
さ
っ
て
、
の
ち
に
小
沢
さ
ん
や
東
京

の
真
宗
寺
院
生
ま
れ
の
永
六
輔
さ
ん
ら

と
、東
京
の
岩
波
ホ
ー
ル
で
最
初
の「
節

談
説
教
の
会
」
を
開
き
ま
し
た
。
ま
ず

私
が
講
演
し
た
の
ち
、
私
が
光
栄
に
し

て
台
本
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
親
鸞

聖
人
一
代
記
「
説
教
板い

た

敷じ
き

山や
ま
」
を
小
沢

さ
ん
が
ち
ゃ
ん
と
袈け

裟さ

を
つ
け
て
実

演
、
次
に
真
宗
大
谷
派
の
布
教
師
だ
っ

た
故・祖そ

父ぶ

江え

省
し
ょ
う

念ね
ん

さ
ん
が「
忠
臣
蔵・

寺
岡
平
右
衛
門
」
を
実
演
、
永
さ
ん
司

会
の
座
談
会
で
終
わ
る
と
い
う
プ
ロ
グ

ラ
ム
。
岩
波
ホ
ー
ル
は
そ
れ
ほ
ど
収
容

人
数
が
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
客

さ
ん
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
く
れ
る
か

ど
う
か
と
て
も
心
配
し
た
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
ふ
た
を
開
け
て
み
た
ら
超
満

員
（
笑
）。

　

続
い
て
名
古
屋
、
大
阪
、
京
都
、
福

岡
、
岐
阜
、
沼
津
な
ど
で
も
開
催
し
、

ど
こ
も
大
変
な
好
評
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ず
い
ぶ
ん
有
名
な
作
家
や
俳
優
さ

ん
も
来
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
よ
。

き
、
高
岡
に
は
浪
花
節
の
桃と

う

中
ち
ゅ
う

軒け
ん

雲く
も

右え

衛
門も

ん
も
来
て
い
た
ん
で
す
。
関
東
浪

曲
の
雄
と
言
わ
れ
た
人
で
し
た
が
、
お

客
が
ほ
と
ん
ど
来
な
か
っ
た
そ
う
で
す

（
笑
）。
み
ん
な
服
部
さ
ん
の
方
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
か
ら
。
も
っ
と
も
そ
の
と

き
は
、
同
じ
日
に
寺
の
行
事
も
あ
っ
た

と
は
思
い
ま
す
が
。

―
―
な
ぜ
そ
ん
な
日
に
あ
え
て
興
行

を
ぶ
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

関
山　

そ
の
時
の
興
行
師
は
当
然
知
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
あ
え
て
同
じ

日
に
組
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
自
信
が
あ
っ

た
ん
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
し
か
し
、
あ

え
な
く
玉
砕
し
た
わ

け
で
す
。

　

私
は
の
ち
に
「
話

芸
」
と
い
う
言
葉
を

仲
間
と
造
り
ま
し
た
。

『
広
辞
苑
』
の
第
三
版

ぐ
ら
い
か
ら
載
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ
以
前
は
掲
載
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
服
部

さ
ん
の
節
談
説
教
は
、

ま
さ
に
仏
教
の
「
話

芸
」
で
し
た
。
そ
れ

ま
で
の
「
話
術
」
で

い
い
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
人
も
い
た
け
れ
ど
も
。

―
―
「
話
術
」
と
「
話
芸
」
で
は
だ
い

ぶ
感
じ
が
違
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

関
山　

そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
「
話

芸
」
と
言
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
ど
こ
か

ら
出
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な

ん
で
す
。
そ
れ
が
「
説
教
」
か
ら
き
て

い
る
と
い
う
の
が
僕
の
主
張
で
す
。「
昔

話
」
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
学
説
も
あ

り
ま
す
け
れ
ど
ね
。

あ
っ
た
の
で
す
ね
。
ご
幼
少
の
こ
ろ
に

聞
い
て
も
、
結
構
引
き
込
ま
れ
る
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
か
。

関
山　

結
構
ど
こ
ろ
か
、
す
ご
く
感
動

し
ま
し
た
（
笑
）。
何
し
ろ
、
プ
ロ
の

芸
能
者
顔
負
け
の
お
も
し
ろ
さ
な
の
で

す
。
特
に
服は

っ

部と
り

三み

智ち

磨ま
ろ

さ
ん
と
い
う
説

教
者
が
有
名
で
、
こ
の
方
は
愛
知
県
の

寺
の
住
職
で
す
。
し
か
し
、
寺
に
い
る

の
は
大
晦
日
と
正
月
三
が
日
ぐ
ら
い
。

あ
と
は
全
国
を
行
脚
し
、
お
説
教
し
て

回
る
ほ
ど
の
大
人
気
で
し
た
。

　

明
治
の
末
ご
ろ
、
服
部
さ
ん
が
富
山

県
の
高
岡
の
寺
に
説
教
に
行
っ
た
と

平成19年、築地本願寺の「節談説教布
教大会」でご講演される関山先生。
本堂は開場とほぼ同時に満席となった
（写真提供：株式会社方丈堂出版）。
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小
沢
さ
ん
が
こ
っ
そ
り
客
席
の
方
を

の
ぞ
い
て
、「
い
や
あ
偉
い
人
が
来
て

い
る
。
震
え
ち
ゃ
う
よ
」
な
ん
て
言
っ

て
ま
し
た
が
、
舞
台
に
上
が
っ
ち
ゃ
っ

た
ら
や
る
し
か
し
よ
う
が
な
い
。
終
わ

っ
た
後
で
は
袈
裟
を
脱
い
で
、柄え

笊ざ
る（

長

い
柄
の
先
に
笊
が
つ
い
て
い
る
も
の
）

を
持
っ
て
客
席
を
歩
き
ま
し
て
、
お
布

施
を
集
め
て
ま
わ
り
ま
し
た
（
笑
）。

―
―
節
談
説
教
は
た
だ
の
芸
能
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
布
教
」
だ
か
ら

で
す
ね
（
笑
）。
芸
能
と
い
う
こ
と
で

は
噺

は
な
し

家か

さ
ん
な
ど
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

関
山　

た
く
さ
ん
来
て
く
れ
ま
し
た
。

亡
く
な
っ
た
先
代
の
林
家
正
蔵
師
匠
が

「
昔
は
こ
う
い
う
話
芸
か
ら
も
学
ん
だ

も
の
だ
っ
た
が
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
ね
。

INTERVIEW

〝
情
念
〞の
解
放
を
求
め
る
現
代
人

―
―
仏
教
は
日
本
の
文
化
、
と
り
わ

け
芸
能
の
底
流
を
流
れ
続
け
て
い
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
代
人

は
そ
う
い
う
感
覚
を
失
っ
て
い
ま
す
の

で
、
芸
能
の
楽
し
み
方
も
表
層
だ
け
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ

か
で
〝
情
念
〞
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

関
山　

そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り

で
す
ね
…
…
。
あ
る
程
度
時
代
に
合
わ

せ
て
変
え
て
い
く
の
は
し
か
た
な
い
と

思
い
ま
す
が
、明
治
以
降
、急
速
に
〝
情

念
〞
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
例
え
ば
説
教
に
し
て
も
、
今
ま

で
の
よ
う
に
節
を
つ
け
て
や
っ
て
い
る

よ
う
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
太
刀
打
ち
で

き
な
い
、
と
排
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
根
拠
の
な
い
非
科
学
的
な
も
の
だ

と
い
う
わ
け
で
す
。

―
―
以
前
は
保
護
さ
れ
て
い
た
仏
教
も

自
由
競
争
の
時
代
に
な
り
、
強
力
な
競

争
相
手
が
入
っ
て
き
て
、
な
ん
と
か
し

な
け
れ
ば
と
考
え
た
の
も
不
思
議
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。「
向
こ
う
の
方
が
文
明

は
進
ん
で
い
る
ら
し
い
」
と
い
う
恐
れ

も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

関
山　

真
宗
教
団
の
中
に
も
批
判
勢

力
が
現
れ
ま
し
た
。
外
国
へ
行
っ
て
勉

強
し
て
き
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や

パ
ー
リ
語
が
読
め
ず
仏
典
の
原
典
研
究

が
で
き
な
い
者
は
、
仏
教
を
語
る
資
格

が
な
い
と
主
張
す
る
人
間
も
出
た
ほ
ど

で
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
は
ず
で
す
け
れ
ど
ね
。

　

本
当
の
意
味
で
宗
教
を

信
じ
る
た
め
に
は
、
多
少

な
り
と
も
情
念
が
入
り
こ

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
頭
で
理
解
し
て
、

こ
う
い
う
法
理
だ
か
ら
こ

う
な
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、

確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

庶
民
は
つ
い
て
い
け
な
い
。
現
代
法
話

は
情
念
に
訴
え
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
た

め
に
、
閉
塞
感
が
起
き
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。

―
―
以
前
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
リ
ウ
マ

チ
治
療
に
笑
い
を
取
り
入
れ
て
い
る
お

医
者
さ
ん
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
気
楽
に
笑
え
る
落
語
を

聞
か
せ
る
と
、
免
疫
力
が
向
上
し
て
症

状
が
軽
く
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。

関
山　

そ
れ
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
笑
い

や
涙
な
ど
の
情
念
が
あ
っ
て
、
人
間
は

解
放
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
。
理
論
系
で

も
情
念
と
い
う
か
、
感
覚
に
訴
え
る
部

分
が
必
要
で
す
よ
。
今
、
必
要
な
の
は

そ
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
情
念
を
込
め
て

論
理
的
な
話
を
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き

な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

―
―
最
近
は
お
寺
で
「
節
談
説
教
の
会
」

を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
か
。

関
山　

平
成
十
九
年
七
月
に
東
京
の

築
地
本
願
寺
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

で
、
現
代
の
説
教
者
七
名
に
よ
る
「
節

談
説
教
布
教
大
会
」
が
開
か
れ
、
一
般

の
老
若
男
女
が
詰
め
掛
け
て
大
盛
況
で

し
た
。
私
は
こ
こ
で
も
講
演
を
し
ま
し

た
が
、
本
堂
と
聞も

ん

法ぼ
う

ホ
ー
ル
の
二
カ
所

に
分
か
れ
た
会
場
の
ど
ち
ら
も
、
開
講

の
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
満
員
と
な
り
ま
し

た
。

―
―
現
代
人
は
情
念
を
解
放
す
る
場
を

求
め
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

関
山　

そ
う
で
す
ね
。
今
後
も
こ
う
い

う
会
が
開
か
れ
る
時
に
は
、
ぜ
ひ
生
の

節
談
説
教
に
ふ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ず
い
ぶ
ん
「
説
教
」
や
「
法
話
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
変
わ
る
し
、
仏
教
と
「
話
芸
」

の
豊
か
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
と

思
い
ま
す
。
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代
の
色
合
い
の
中
で
教
わ
り
、
演
じ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
ま
ず
間
違
い
な
く
圓

朝
の
心
は
伝
わ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

録
音
が
残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
聞
い

て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

生
で
聞
く
な
ら
、
林
家
正

し
ょ
う

雀じ
ゃ
くさ

ん

は
師
匠
の
正
蔵
さ
ん
の
教
え
を
忠
実
に

守
っ
て
い
ま
す
の
で
、
明
治
の
息
吹
を

今
日
に
伝
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
好
み
で
い
ろ

い
ろ
な
方
を
聞
か
れ
る
と
い
い
で
す

よ
。
浪
曲
や
講
談
も
若
手
が
成
長
し
て

き
て
、
楽
し
み
で
す
。

―
―
最
近
は
「
お
笑
い
ブ
ー
ム
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ
も
一
種
の
話
芸

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
伝
統
的
な
大
き

な
流
れ
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
離
れ
た
と
こ

ろ
に
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

た
だ
若
い
人
に
は
受
け
て
い
て
、
こ
れ

だ
け
話
芸
が
世
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
時
代
は
久
し
ぶ
り
だ
と
思
い
ま

す
。
先
生
は
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
り

ま
す
か
。

関
山　

率
直
に
い
え
ば
、
あ
ま
り
好
ま

し
く
な
い
。
若
い
人
が
や
る
も
の
は
そ

れ
ほ
ど
面
白
く
思
え
な
い
ん
で
す
。
そ

う
い
う
時
代
な
の
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま

す
が
。

―
―
以
前
の
「
笑
い
」
は
、
昔
の
節
談

説
教
に
し
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
な

り
、
知
識
な
り
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
か

な
り
深
い
と
こ
ろ
で
の
も
の
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
の「
お
笑
い
」

は
非
常
に
表
面
的
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

関
山　
「
漫
才
」
と
い
う
言
葉
を
作
っ

た
の
は
吉
本
興
業
で
す
が
、
こ
れ
は
本

来
「
万
歳
」
で
し
た
。「
三
河
万
歳
」

と
か
「
尾
張
万
歳
」
な
ど
と
、
い
ろ
い

ろ
な
流
れ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
い
ず
れ

に
し
て
も
こ
れ
ら
は
「
予
祝
芸
能
」
で

し
た
。
農
作
物
の
豊
穣
や
新
し
い
年
の

幸
い
を
願
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
祝
う
芸

能
な
の
で
す
。
そ
の
中
に
道
化
万
歳
と

い
う
部
分
が
あ
っ
て
、
太
夫
と
才
蔵
が

掛
け
合
い
で
面
白
い
事
を
言
う
。
そ
れ

が
今
の
「
漫
才
」
の
基
礎
と
な
っ
た
わ

け
で
す
。
で
す
か
ら
、「
漫
才
」
と
「
万

歳
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
深
さ

は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
ま
す
。

―
―
な
る
ほ
ど
。
仏
教
や
神
道
な
ど
背

景
を
知
れ
ば
、
日
本
の
芸
能
の
深
さ
が

わ
か
り
、
も
っ
と
よ
く
味
わ
え
る
は
ず

で
す
ね
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

聞
き
手
／
日
本
銀
行
情
報
サ
ー
ビ
ス
局
長

恵
谷
英
雄

―
―
と
こ
ろ
で
、
先
生
は
噺
家
の
方
々

と
も
ご
親
交
が
深
い
よ
う
で
す
。
同
じ

く
仏
教
に
通
じ
る
「
話
芸
」
の
中
で
、

読
者
が
ふ
れ
や
す
い
も
の
を
い
く
つ

か
、
推
薦
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ

う
か
。

関
山　

落
語
、
講
談
、
浪
曲
な
ど
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
落
語
で
し
た
ら
古

典
落
語
。
そ
し
て
笑
い
よ
り
も
人
情
話

で
し
ょ
う
ね
。
私
が
特
に
お
薦
め
し
た

い
の
は
、
本
に
な
り
ま
す
が
、
三
遊
亭

圓
朝
の
「
真し

ん

景け
い

累
か
さ
ね

ヶが

淵ふ
ち

」
と
か
「
怪

談
牡ぼ

丹た
ん

灯ど
う

籠ろ
う

」
で
す
。
あ
あ
い
う
噺
は

完
全
に
仏
教
で
す
ね
。
圓
朝
の
場
合
は

兄
が
禅
僧
で
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
そ
の

人
に
教
え
ら
れ
て
仏
教
を
た
た
き
込
ま

れ
ま
し
た
。
自
分
で
も
ず
い
ぶ
ん
勉
強

し
て
い
ま
す
。
参
禅
し
、
四
二
歳
で
無む

舌ぜ
つ

居こ

士じ

と
い
う
居
士
号
（
在
家
で
禅
の

修
行
を
す
る
人
の
尊
称
）
も
も
ら
っ
て

い
ま
す
。
仏
教
、
特
に
禅
を
勉
強
す
る

と
、
さ
ら
に
圓
朝
の
噺
は
深
く
楽
し
め

ま
す
よ
。

―
―
圓
朝
ほ
ど
の
噺
家
で
、「
無
舌
」

が
居
士
号
と
は
洒
落
て
い
ま
す
ね
。

関
山　

そ
う
で
し
ょ
う
（
笑
）。
六
二

歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、
二
〇
年
間
居
士

号
を
維
持
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
噺
家
さ
ん
を

聞
い
て
も
い
い
で
す
し
、
亡
く
な
っ
た

六
代
目
三
遊
亭
圓
生
師
匠
や
、
先
代
の

林
家
正
蔵
師
匠
た
ち
ま
で
は
、
圓
朝
時

三
遊
亭
圓え

ん

朝ち
ょ
うの

神
髄
は「
禅
」に
あ
っ
た


