
地
神
盲
憎
琵
琶
ノ

　
　
成
就
院
玄
清
法
流
に
つ
い
て

　
私
が
お
祀
り
し
て
い
ま
す
護
生
院
は
父
の
代
ま
で
は
、
信
者
の

方
に
呼
ば
れ
て
土
用
経
・
荒
神
祓
な
ど
を
し
て
竃
荒
神
の
お
祀

り
や
ご
祈
祷
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
信
仰
は

消
え
そ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
信
者
の
家
を
訪
れ
た
天
台
盲
僧
は
、
亀
茲
琵
琶
を
弾
き
な
が
ら

　
ぢ
じ
ん
だ
ら
に
き
ょ
う
　
　
ど
く
じ
ゅ

「
地
神
陀
羅
尼
経
」
を
読
誦
し
て
お
祓
い
を
致
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
「
地
神
陀
羅
尼
経
」
と
天
台
地
神
盲
僧
に
つ
い
て
少
し
お
話

を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

盲
僧
の
起
源

　
盲
僧
句
起
源
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
成
就
院
縁
起
』
と
言
う
本

に
次
の
よ
う
な
物
語
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
昔
、
印
度
の
阿
育
大
王
の
皇
子
に
倶
奈
羅
太
子
と
い
う
方
が
お

ら
れ
ま
し
た
。
太
子
は
非
情
な
継
母
の
も
と
に
育
ち
ま
し
た
が
、

や
が
て
は
徳
刃
羅
国
の
王
が
崩
御
し
た
の
で
、
請
わ
れ
て
徳
刃
羅

佐
　
藤
　
正
　
映

国
の
王
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
父
の
阿
育
王
が
重
病
を
患
い
、

継
母
に
倶
奈
羅
の
両
眼
を
薬
に
す
れ
ず
全
快
す
る
と
聞
い
て
、
太

子
は
自
分
の
両
眼
を
捧
げ
ま
し
た
。
盲
目
に
な
っ
た
倶
奈
羅
王
は

王
位
を
退
き
、
五
歳
の
金
剛
太
子
に
手
を
引
か
れ
琵
琶
を
弾
き
な

が
ら
諸
国
を
遊
行
し
ま
し
た
。
倶
奈
羅
の
妙
な
る
琵
琶
の
音
色
に

感
じ
、
妙
音
菩
薩
が
降
臨
し
て
秘
曲
を
授
け
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
太
子
は
治
国
憐
民
の
心
が
篤
く
、
仏
法
に
よ
っ
て
国
家
を
護
ろ

う
と
考
え
て
、
金
光
明
最
勝
王
経
の
中
の
堅
牢
地
神
品
を
誦
し
な

が
ら
琵
琶
を
弾
じ
て
天
下
泰
平
の
た
め
に
力
を
つ
く
さ
れ
ま
し
た
。

つ
い
に
天
竺
鳩
戸
奈
国
の
眼
堤
河
の
あ
た
り
で
崩
御
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
阿
喉
太
子
・
七
騎
太
子
は
皆
眼
を
病
み
盲
僧
に
な
り
、

拘
奈
羅
太
子
が
こ
の
流
れ
を
世
に
伝
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
や
が
て
、
天
竺
に
入
っ
た
唐
の
三
蔵
法
師
玄
奘
よ
っ
て
、
地
神

盲
僧
と
「
地
神
陀
羅
尼
経
」
が
唐
に
伝
え
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
で
す
。
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我
が
国
盲
憎
の
起
源

　
我
が
国
の
盲
憎
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
『
盲
憎
由
来
記
』
に
よ

る
と
、
　
　
　
　
　
　
。

　
欽
明
天
皇
の
時
代
に
来
朝
し
た
百
済
の
盲
憎
が
、
日
向
国
の
鵜

戸
の
窟
で
道
教
霊
師
に
「
地
神
陀
羅
尼
経
」
の
秘
法
と
盲
憎
行
を

伝
授
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
韓
国
で
も
地
神
盲
憎
が

読
誦
す
る
「
仏
説
地
神
陀
羅
尼
経
」
と
同
じ
教
典
が
、
か
つ
て
の

百
済
の
地
で
発
見
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
（
成
就
院
で
は
「
祐
教
久

子
」
）

　
道
教
霊
師
は
日
向
佐
土
原
郷
、
薩
摩
イ
サ
ゴ
ノ
郷
、
肥
後
国

ミ
ナ
マ
タ
、
筑
後
鯵
坂
、
筑
前
冷
泉
津
、
豊
前
国
仲
津
の
盲
憎
に

こ
の
法
を
伝
え
て
、
盲
憎
達
が
土
公
地
神
駿
を
勤
め
地
神
経
を
読

誦
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
九
州
・
中
国
地
方
に
広
ま
っ
た
そ

う
で
す
。
以
上
の
こ
と
は
何
れ
も
伝
承
に
よ
る
も
の
で
、
史
実
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

盲
僧
と
天
台
宗
の
結
び
つ
き

　
『
成
就
院
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
元
明
天
皇
が
和
銅
元
年
（
七
〇

八
）
平
城
京
（
奈
良
）
に
遷
都
し
て
、
平
城
宮
を
造
成
す
る
と
き

に
、
「
障
碍
魔
気
」
が
災
し
て
、
宮
殿
が
な
か
な
か
建
ち
ま
せ
ん

で
し
た
。
天
皇
は
陰
陽
博
士
に
問
う
と
「
堅
牢
地
神
」
が
荒
れ
て

い
る
か
ら
で
、
鎮
西
の
盲
憎
を
呼
ん
で
「
地
神
敏
」
を
行
い
「
土

公
」
の
法
を
行
え
ば
無
事
に
静
ま
る
で
あ
ろ
う
と
答
え
た
そ
う
で

す
。
「
土
公
」
は
地
の
精
霊
で
す
。
朝
廷
は
九
州
の
盲
憎
を
招
い

て
地
神
陀
羅
尼
経
を
読
誦
さ
せ
る
と
、
王
宮
の
西
北
か
ら
身
の
丈

七
丈
ば
か
り
の
大
蛇
が
紫
宸
殿
の
白
砂
の
上
に
落
ち
ま
し
た
。
こ

れ
を
盲
憎
が
退
治
し
た
の
で
、
宮
中
は
「
静
謐
」
、
国
土
は
「
安

全
」
に
な
っ
た
と
言
う
こ
と
で
す
。
こ
の
功
に
よ
っ
て
盲
憎
は
天

皇
か
ら
「
地
神
盲
憎
」
の
称
号
を
頂
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
ま
た
、
『
盲
憎
由
来
記
』
で
は
、
桓
武
天
皇
の
時
代
、
伝
教
大

師
（
最
澄
）
が
比
叡
山
の
根
本
中
堂
を
建
立
す
る
と
き
に
、
毒

蛇
が
多
く
て
普
請
を
妨
げ
た
の
で
、
九
州
か
ら
ハ
人
の
盲
憎
を
招

い
て
、
土
公
神
の
法
を
行
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。
こ
ん
な
と

こ
ろ
に
も
地
神
盲
憎
と
天
台
宗
と
の
結
び
つ
き
が
伺
え
ま
す
。

　
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
、
人
民
が
疫
病
に
か
か
っ
て
苦
し
ん
だ

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
伝
教
大
師
最
澄
は
朝
廷
に
盲
憎
の

読
誦
を
勧
め
、
地
神
陀
羅
尼
経
の
霊
力
で
疫
病
が
こ
と
ご
と
く
除

か
れ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
最
澄
が
唐
か
ら
帰
朝
し
た
と

き
、
盲
憎
は
挙
げ
て
山
門
に
登
っ
て
祝
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
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座
頭
集
団
と
の
争
い

　
鎌
倉
時
代
以
後
に
な
り
ま
す
と
武
家
の
社
会
に
な
り
、
そ
れ
ま

で
盲
僧
を
保
護
し
て
き
た
地
方
の
大
社
・
大
寺
の
勢
力
が
衰
え
て

き
ま
し
た
。
盲
僧
の
中
に
は
琵
琶
の
演
奏
や
物
語
り
を
主
と
す
る

遊
芸
を
行
う
座
頭
と
、
古
来
の
地
神
盲
僧
の
二
派
に
分
か
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
京
畿
に
居
た
座
頭
は
為
政
者
と
結
ぶ
よ
う
な
っ

表青蓮院鑑札裏
〃゛

て
勢
力
を
増
し
、
地
神
盲
僧
を
圧
迫
し
て
座
頭
の
組
織
に
吸
収
し

よ
う
と
す
る
運
動
を
起
こ
し
ま
し
た
。

　
あ
く
ま
で
法
灯
を
護
ろ
う
と
す
る
地
神
盲
僧
は
、
比
叡
山
に
救

い
を
求
め
、
江
戸
時
代
初
め
の
寛
永
十
年
頃
比
叡
山
の
「
正
覚
院
」

の
支
配
下
に
な
り
「
天
台
仏
説
盲
僧
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
府
と
結
ん
だ
座
頭
集
団
は
、
地
神
盲
僧
の

制
度
や
法
衣
な
ど
に
つ
い
て
「
正
覚
院
」
の
扱
い
を
非
難
し
て
訴

訟
を
起
こ
し
、
盲
僧
は
こ
れ
に
破
れ
て
「
正
覚
院
」
を
去
り
ま
し

た
。
そ
の
後
も
、
西
国
民
衆
の
地
神
盲
僧
へ
の
篤
い
信
仰
と
、
我
　
　
一

が
国
盲
僧
の
源
流
と
し
て
の
誇
り
、
遊
芸
本
意
の
座
頭
の
お
ご
り
　
　
1
2
0

に
対
す
る
反
発
精
神
に
支
え
ら
れ
て
熱
心
に
運
動
を
続
け
ま
し
た
　
　
一

結
果
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
粟
田
口
青
蓮
院
の
庇
護
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
、
筑
前
盲
僧
の
本
山
「
成
就
院
」
は
門
跡
の
末

寺
と
な
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

玄
清
法
印
と
成
就
院

　
九
州
の
盲
僧
集
団
を
率
い
て
い
た
僧
を
玄
清
と
言
い
ま
す
。

『
成
就
院
縁
起
』
に
よ
る
と
、
玄
清
は
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
筑

前
三
笠
郡
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
初
め
は
倶
舎
宗
を
修
め
て
い
ま

し
た
が
、
延
暦
七
年
、
十
七
歳
の
時
に
失
明
し
て
盲
僧
に
な
り
、



一
宗
派
を
立
て
よ
う
と
四
王
寺
蜂
に
籍
も
り
、
琵
琶
を
弾
じ
な
が

ら
地
神
陀
羅
尼
経
を
誦
し
ま
し
た
。
満
願
の
日
に
比
叡
山
に
登
り
、

最
澄
に
御
相
ま
し
た
。
い
玄
清
は
最
澄
か
ら
魔
気
の
様
子
を
聞
き

地
神
経
を
読
誦
し
て
毒
蛇
を
退
治
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
弘
仁
七
年
（
ハ
ー
六
）
、
疫
病
が
流
行
し
た
と
き
、
最
澄
に
召

さ
れ
た
玄
清
を
初
め
諸
盲
憎
が
中
堂
で
琵
琶
を
弾
奏
し
て
地
神
陀

羅
尼
経
を
唱
え
た
の
で
、
人
民
の
病
悩
は
平
復
し
た
と
言
う
こ
と

で
す
。
こ
の
と
き
最
澄
は
玄
清
に
法
印
の
僧
位
を
賜
り
、
五
龍
王

五
印
ノ
法
・
廻
向
な
ど
天
台
密
教
の
秘
法
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
ー

’

　
や
が
て
玄
清
は
最
澄
か
ら
「
成
就
院
」
の
号
を
与
え
ら
れ
、
帰

国
後
に
四
王
寺
北
谷
に
成
就
院
を
建
立
し
て
、
一
流
を
立
て
山
門

末
天
台
盲
僧
と
称
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、

比
叡
山
の
正
覚
院
が
盲
憎
の
管
理
を
放
棄
し
た
後
は
、
青
蓮
院
の

保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
豊
前
豊
後
の

盲
憎
は
中
世
以
降
は
宇
佐
大
宮
司
が
任
命
す
る
「
宇
佐
別
当
」
の

配
下
に
あ
り
ま
し
た
。

石
垣
護
生
院

　
北
石
垣
の
護
生
院
に
は
膨
大
の
古
文
書
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
中
の
「
護
生
院
系
譜
」
に
よ
る
と
、
護
生
院
の
開
山

義
元
は
玄
清
法
印
百
代
の
孫
で
、
元
和
九
年
に
志
願
し
て
宇
佐
八

幡
宮
に
参
詣
し
、
寛
永
七
年
秋
ま
で
八
ケ
年
間
宇
佐
に
滞
在
し
て

勤
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
豊
後
国
速
見
郡
鶴
見
村
に
移

り
実
相
寺
山
の
麓
に
護
生
院
を
結
ん
で
い
ま
し
た
が
、
四
百
年
以

前
旧
石
垣
村
に
護
生
院
を
建
て
て
移
し
ま
し
た
。

　
現
在
実
相
寺
山
の
東
麓
の
竹
林
の
中
に
残
る
五
輪
塔
や
宝
籤
印

塔
群
は
曹
洞
宗
実
相
寺
と
天
台
宗
護
生
院
の
寺
跡
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
以
来
法
脈
は
延
々
と
継
承
さ
れ
て
、
私
正
映
は
護
生
院
開

山
の
義
元
よ
り
十
六
代
目
に
当
た
り
ま
す
。
身
内
が
内
成
、
北
鉄

輪
、
内
竃
門
、
野
田
、
南
鉄
輪
村
に
法
脈
を
広
げ
「
地
神
陀
羅
尼

経
」
を
読
誦
し
て
法
灯
を
護
っ
て
き
ま
し
た
。

地
神
盲
僧
の
お
勤
め

　
地
神
盲
僧
は
、
京
都
の
粟
田
口
青
蓮
院
の
管
轄
に
属
し
て
い
ま

し
た
が
、
現
在
、
天
台
宗
の
法
流
に
は
、
大
分
・
福
岡
・
佐
賀
・

長
崎
・
熊
本
・
島
根
・
山
口
に
、
福
岡
の
「
成
就
院
」
を
宗
務
所

と
す
る
玄
清
法
流
と
、
鹿
児
島
・
宮
崎
に
日
南
の
「
常
楽
院
」

を
宗
務
所
と
す
る
常
楽
院
法
流
の
二
派
が
あ
り
ま
す
。
盲
僧
に
は

晴
眼
の
僧
も
い
ま
す
が
、
地
神
陀
羅
尼
経
を
唱
え
る
僧
は
す
べ
て

地
神
盲
僧
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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父
の
代
ま
で
は
毎
年
四
季
の
土
用
の
期
間
に
信
者
の
家
を
訪
れ

て
、
「
土
用
経
」
と
し
て
琵
琶
を
弾
奏
し
て
地
神
陀
羅
尼
経
を
唱

え
、
土
地
神
（
邸
荒
神
）
の
「
土
公
神
」
の
お
祓
い
や
竃
神
（
内

荒
神
）
の
三
宝
荒
神
の
荒
神
祓
い
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
「
土
公
」

と
は
土
地
の
精
霊
の
こ
と
で
す
。

　
近
世
に
な
る
と
、
天
台
盲
僧
は
天
台
密
教
を
ひ
ろ
め
、
地
神
祈

祷
・
荒
神
祓
な
ど
の
加
持
祈
祷
を
本
来
の
目
的
と
し
て
き
ま
し
た
。

盲
僧
の
勤
行
は
本
山
直
属
の
天
台
僧
と
異
な
っ
て
、
土
俗
信
仰
と

｜

接
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
内
に
民
間
信
仰
と
の
融

合
が
は
か
ら
れ
て
、
正
月
の
松
配
り
や
御
福
‥
入
れ
、
卜
占
、
犬
神
・

ト
ウ
ベ
ウ
・
狐
つ
き
・
カ
ワ
タ
ロ
ウ
な
ど
の
憑
物
落
と
し
な
ど
も

行
う
よ
う
に
な
り
、
山
伏
や
巫
女
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
民
衆
の
生

活
に
と
け
込
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
国
東
半
島
に
伝
わ
っ
て
い
た
盲
僧
の
荒
神
祓
の
作
法
が
和
歌
森

太
郎
編
の
「
く
に
さ
き
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
転
記
し
て
お

き
ま
す
。
国
東
の
盲
僧
と
私
達
は
同
流
で
す
か
ら
参
考
ま
で
に
あ

げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
「
ま
ず
、
床
の
間
で
ロ
ー
ソ
ク
を
と
も
し
、
線
香
を
た
き
、
琵
琶

に
あ
わ
せ
て
お
経
を
誦
み
上
げ
る
。
そ
れ
か
ら
お
釜
様
の
方
を
向

い
て
礼
拝
す
る
。
（
杵
築
市
年
田
）
」

　
「
ま
ず
床
の
間
に
、
お
米
、
お
神
酒
、
お
供
を
供
え
、
ご
幣
を
切
っ

て
立
て
か
け
る
。
線
香
を
立
て
燈
明
を
あ
げ
る
。
祭
壇
の
準
備
が

整
う
と
、
持
参
の
琵
琶
を
か
き
鳴
ら
し
て
「
神
降
臨
」
を
す
る
。

こ
れ
に
は
、
大
和
お
ろ
し
、
伊
勢
お
ろ
し
な
ど
の
方
式
が
あ
る
と

い
う
。
日
本
中
の
神
仏
の
名
を
誦
み
上
げ
て
勧
請
す
る
わ
け
で
あ

る
。
つ
ぎ
に
家
祈
祷
の
経
文
を
唱
え
る
。
全
文
を
揚
げ
る
こ
と
は

煩
雑
に
な
る
の
で
略
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
神
仏
混

－↓22－



淆
の
は
な
は
だ
し
い
物
で
あ
る
。
こ
う
し
て
約
一
時
間
も
か
か
る

経
文
の
読
誦
が
済
む
と
、
最
後
に
「
神
上
げ
を
し
て
終
わ
り
と
な

る
。
（
富
来
中
須
賀
）
」

　
護
生
院
に
は
父
晃
映
が
遺
し
た
沢
山
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
文
書
の
中
に
、
星
供
・
地
神
供
・
祈
祷
針
秘
法
・
三
明
拳
秘

法
・
荒
神
供
な
ど
様
々
の
作
法
を
書
い
た
筆
写
本
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
盲
僧
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
古
文
書
を
挙
げ
ま

す
と
、

一
、
仏
説
地
神
陀
羅
尼
経
奉
誦
盲
僧
為
天
台
宗
因
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
安
三
辛
丑
歳
三
月
（
一
三
〇
三
）

一
、
系
譜

一
、
乍
恐
口
上
書
以
奉
願
候
　
　
　
　
　
正
徳
二
年
辰
六
月

一
、
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
徳
三
巴
五
月

　
　
仝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
明
三
突
卯
八
月

一
、
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
政
三
亥
年
正
月

一
、
往
来
手
形
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
化
四
丁
未
四
月

一
、
免
許
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
化
四
年
六
月

－
－
Ｌ
Ｉ
″
　
　
Ｉ
ン

お
わ
り
に

　
国
東
最
後
の
盲
僧
と
し
て
高
木
清
玄
師
が
平
成
八
年
に
他
界
し

ま
し
た
。
師
は
後
世
の
た
め
に
読
誦
の
臼
）
を
残
さ
れ
ま
し
た
。

福
岡
県
で
は
盲
僧
琵
琶
を
県
指
定
の
無
形
文
化
財
と
し
て
伝
承
に

勤
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
眼
の
不
自
由
な
方
の
仕
事
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
開
か
れ

て
い
る
の
で
、
盲
僧
志
願
者
は
皆
無
と
い
え
ま
し
よ
う
。
私
は
名

称
さ
え
消
え
て
無
く
な
り
そ
う
な
盲
僧
琵
琶
を
守
る
た
め
に
、
余

命
を
か
け
て
継
承
に
打
ち
込
む
こ
と
が
我
が
使
命
で
あ
ろ
う
か
と

考
え
て
い
る
こ
の
頃
で
す
。

　
幸
い
に
し
て
今
年
の
五
月
、
京
都
行
願
寺
千
年
記
念
碑
の
建

立
に
際
し
ま
し
て
、
盲
僧
琵
琶
に
よ
り
和
讃
を
弾
奏
し
ま
し
た
。

私
は
十
六
代
の
富
主
と
し
て
天
台
宗
に
帰
依
し
て
宗
憲
を
守
り
、

ま
た
、
玄
清
法
流
の
一
員
と
し
て
修
錬
に
励
ん
で
布
教
の
一
端
に

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

参
考
文
献
　
盲
僧
　
国
民
民
俗
学
論
集
２
　
中
野
幡
能
編

　
　
　
　
　
　
豊
後
国
盲
僧
史
料
　
別
府
市
古
文
書
史
料
集

　
　
　
　
　
　
「
く
に
さ
き
」
　
　
和
歌
森
太
郎
編

　
　
　
　
　
　
演
者
と
観
客
　
　
　
日
本
民
俗
文
化
体
系
７
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