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書 

評
　

新
堀
歓
乃
著

『
近
代
仏
教
教
団
と
ご
詠
歌
』

真	

鍋　

昌	

弘

　
【
一
】

日
本
に
お
け
る
近
代
現
代
歌
謡
研
究
分
野
の

一
つ
と
し
て
、
ご
詠
歌
（
順
礼
歌
）
の
伝
承
（
歌

詞
・
旋
律
・
場
と
機
能
・
信
仰
・
環
境
・
生
活
・

比
較
・
出
版
な
ど
）
の
実
体
に
関
わ
る
基
盤
的
研

究
が
あ
る
。
仏
教
信
仰
の
そ
の
心
に
さ
さ
え
ら
れ

て
、
人
々
が
、
本
来
は
宗
教
活
動
・
宗
教
教
義
と

は
一
定
の
間
隔
・
層
を
置
い
て
、
う
た
わ
れ
唱
え

ら
れ
て
き
た
、
民
間
民
衆
仏
教
歌
謡
の
研
究
で
あ

る
。
ご
詠
歌
研
究
は
、
ま
ず
歴
史
的
な
幅
を
も
っ

て
、
日
本
民
衆
文
化
の
特
質
や
普
遍
性
を
理
解
す

る
た
め
に
も
、
つ
ま
り
日
本
文
化
史
上
、
興
味

あ
る
課
題
を
そ
こ
に
発
展
的
に
捉
え
る
意
味
で

も
、
常
に
意
識
し
て
お
く
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ

で
あ
る
。
し
か
し
最
近
、
新
し
い
発
想
で
、
し
か

も
調
査
に
忍
耐
強
く
徹
し
た
、
興
味
あ
る
研
究
成

果
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
書
評
筆
者

に
は
思
わ
れ
る
。
歌
謡
研
究
に
お
い
て
は
、
も
っ

と
も
基
本
と
な
る
べ
き
歌
詞
の
蒐
集
分
類
・
解
釈

に
お
い
て
も
、
そ
の
数
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
日
本
列
島
を
視
野
に
入
れ
た
成
果

は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
こ
の
た
び
、
新
堀

歓
乃
著
『
近
代
仏
教
教
団
と
ご
詠
歌
』
が
出
版

さ
れ
た
。
論
述
中
な
ん
ど
か
、
こ
の
著
書
は
、

著
者
の
専
攻
す
る
音
楽
学
の
立
場
で
の
、
宗
教

音
楽
と
し
て
の
ご
詠
歌
研
究
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、

そ
の
調
査
考
察
さ
れ
て
い
る
視
野
・
課
題
は
、

か
な
り
広
く
設
定
さ
れ
て
い
て
、
教
団
に
よ
る

ご
詠
歌
伝
承
の
「
近
代
化
」
に
沿
っ
て
、
近
代

で
の
「
芸
能
伝
承
の
あ
り
方
を
知
る
上
に
お
い

て
も
、
興
味
あ
る
音
楽
の
一
つ
」
と
し
て
、「
正

調
ご
詠
歌
」
な
る
も
の
を
創
出
さ
せ
る
ま
で
に

到
る
段
々
の
経
緯
が
、
統
計
・
図
表
・
楽
譜
な

ど
を
丁
寧
に
用
意
し
て
、
順
を
追
っ
て
論
述
が

な
さ
れ
て
い
る
研
究
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
ご
詠
歌
の
音
楽
研
究
で
は
あ
る
が
、
そ

の
特
色
あ
る
伝
承
を
さ
さ
え
て
い
る
、
教
団
以

外
の
人
々
に
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
は
い
な

い
で
あ
ろ
う
、
教
団
組
織
や
内
部
構
造
・
意
識

を
も
と
り
あ
げ
た
音
楽
文
化
研
究
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
あ
る
。
各
流
派
の
階
級
一
覧
表
の
作

成
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ご
詠
歌
伝
承
の
今
の
時

点
に
お
け
る
実
体
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

デ
ー
タ
ー
と
し
て
、
著
者
の
、
全
力
で
取
り
組

ん
だ
、
広
さ
の
あ
る
研
究
成
果
で
あ
る
、
と
し

て
よ
い
と
思
う
。

こ
の
書
評
筆
者
に
と
っ
て
は
、
宗
教
上
ま
た

は
音
楽
上
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
上
で
難
し
い

と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
が
、
一
応
、
章
を
追
っ
て
、

本
文
を
引
き
な
が
ら
内
容
を
紹
介
解
説
し
て
お

き
た
い
。
な
お
本
書
は
章
の
終
り
と
、
全
体
の
終

り
に
、
論
理
明
解
な
る
「
ま
と
め
」
を
置
い
て
論
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旨
を
伝
え
て
い
る
。

序
章
︿
宗
教
音
楽
と
し
て
見
る
ご
詠
歌
﹀
で

は
、「
本
書
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
民
間
で
伝
え

ら
れ
て
い
た
大
和
流
か
ら
、
仏
教
教
団
の
伝
え
る

ご
詠
歌
の
諸
流
儀
が
分
派
成
立
し
た
経
緯
に
着

目
し
、
ご
詠
歌
と
い
う
宗
教
音
楽
が
教
団
に
よ

る
布
教
活
動
の
一
環
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た

過
程
と
、
そ
の
過
程
に
お
け
る
伝
承
形
態
の
変

容
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
述
べ
、

「
近
代
に
成
立
し
た
ご
詠
歌
諸
流
儀
の
う
ち
、
大

和
流
・
金
剛
流
・
密
厳
流
の
三
流
を
取
り
上
げ

る
。
そ
の
理
由
は
、
大
和
流
が
そ
の
後
成
立
す
る

諸
流
の
基
礎
を
形
成
し
た
流
儀
と
し
て
重
要
で

あ
り
、
こ
の
大
和
流
か
ら
分
派
し
た
金
剛
流
と
密

厳
流
は
教
団
に
よ
る
伝
承
の
始
ま
り
を
担
っ
た

諸
流
の
中
で
も
特
に
教
団
の
統
制
が
堅
固
で
あ

り
、
布
教
用
音
楽
と
し
て
の
性
格
が
明
確
に
把

握
で
き
る
」
と
、
本
書
の
目
的
を
示
し
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
以
前
は
、
ご
詠
歌
は
教
団
に
お
け

る
布
教
の
役
割
を
、
組
織
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
【
二
】

第
一
章
︿
ご
詠
歌
諸
流
儀
の
成
立
過
程
﹀
で

は
、「
第
一
節
、
大
和
流
の
成
立
」「
第
二
節
、

金
剛
流
の
成
立
」「
第
三
節
、
密
厳
流
の
成
立
」

の
三
節
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
レ
パ
ー
ト
リ
ー

の
整
理
お
よ
び
歌
集
の
作
成
」「
階
級
制
度
の

設
置
」「
奉
詠
大
会
の
開
催
」
な
ど
い
く
つ
か
の

項
目
に
つ
い
て
、
流
派
の
共
通
面
・
相
違
面
を

指
摘
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
論
じ
て
い
る
。

階
級
制
度
で
は
、「
ご
詠
歌
の
伝
承
者
を
格
付
け

す
る
階
級
制
度
を
置
い
て
、
名
取
制
度
を
導
入

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
承
者
を
急
増
さ
せ
た
と

い
う
流
れ
は
、
大
和
流
と
同
様
の
階
級
制
度
を

備
え
た
金
剛
流
・
密
厳
流
に
も
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
、
ご
詠
歌
の
諸
流
儀
に
共
通
す

る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
し
て
い
る
。
ご

詠
歌
の
伝
承
と
し
て
は
、
階
級
・
名
取
り
な
ど

と
い
う
格
付
け
を
現
実
に
行
な
う
こ
と
は
、
む

し
ろ
意
外
な
近
代
化
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
が
流
派
の
中
の
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
報
告

し
て
い
る
。
つ
ま
り
書
評
筆
者
か
ら
言
う
と
、

「
型
」
を
も
つ
、
一
つ
の
芸
能
分
野
に
な
っ
た
、

と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
伝
承
文
化
の
「
型
」
に

つ
い
て
は
、
ご
詠
歌
の
表
現
類
型
と
と
も
に
、

今
後
ま
だ
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
興
味
あ

る
課
題
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
は
「
金
剛
流
・
密
厳
流
の
ご
詠
歌
が
、

講
の
組
織
を
地
盤
に
、
布
教
音
楽
と
し
て
そ
の
重

要
性
を
高
め
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
、
続
い
て
、
浄

土
真
宗
が
西
洋
音
楽
の
影
響
を
受
け
て
布
教
活

動
を
開
始
し
て
い
た
の
に
対
抗
し
て
、
真
言
宗
で

は
、
近
代
以
前
か
ら
の
既
存
ご
詠
歌
を
再
編
し
て

近
代
化
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
そ
の
詳

細
は
第
三
章
に
移
し
て
い
る
。

第
三
章
︿
仏
教
教
団
に
よ
る
ご
詠
歌
の
再
編

│
「
俗
謡
」
か
ら
「
仏
教
音
楽
」
へ
│
﹀、
第
四

章
︿「
正
調
」
を
伝
え
る
楽
譜
と
口
頭
伝
承
﹀
に

お
い
て
は
、
教
団
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
ご
詠

歌
が
、
布
教
と
い
う
最
重
要
目
的
に
向
か
っ
て
、

ど
の
よ
う
に
練
ら
れ
位
置
づ
け
ら
れ
、
活
用
さ

れ
て
ゆ
く
か
を
緻
密
に
辿
っ
て
い
る
。
次
に
そ

の
ま
と
め
の
一
部
分
を
引
く
。
も
ち
ろ
ん
本
書

に
と
っ
て
、
こ
の
第
三
章
、
第
四
章
が
中
核
で

あ
る
。「
仏
教
教
団
は
、
そ
れ
ま
で
「
乞
食
歌
・
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俗
謡
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ご
詠
歌
を
、
正
統

的
な
「
仏
教
音
楽
」
へ
と
位
置
づ
け
る
べ
く
、

そ
の
伝
承
組
織
（
階
級
制
度
）
と
音
楽
的
特
徴

（
楽
譜
・
音
楽
理
論
）
を
再
編
し
た
。
そ
の
結
果
、

正
統
的
な
流
儀
を
意
味
す
る
「
正
調
」
と
い
う

概
念
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
ご
詠
歌
の
伝
承
者
は

階
級
制
度
や
楽
譜
・
音
楽
理
論
と
い
っ
た
ご
詠

歌
の
流
儀
を
特
徴
付
け
る
諸
要
素
の
な
か
に
伝

統
を
見
出
し
、
そ
れ
ら
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
正
統
的
な
流
儀
す
な
わ
ち
「
正
調
」
を
確

立
し
た
の
で
あ
る
。
正
調
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
主
に
民
謡
研
究
が
そ
の
概
念
成
立
を
論
じ

て
き
た
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
「
正
調
」
と
は
、

民
謡
が
伝
統
文
化
と
な
っ
て
い
く
過
程
で
創
出

さ
れ
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
卑
俗
な
歌
詞
を
改

め
る
な
ど
し
て
、
西
洋
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
合

わ
せ
た
民
謡
が
「
正
調
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ご
詠
歌
の
場
合
も
、
伝
承
者
は
歌
詞

や
節
の
改
変
を
通
し
て
、
新
し
い
ご
詠
歌
を
創

り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
続
い

て
第
四
章
で
は
、「
ご
詠
歌
は
、
一
九
二
〇
～

三
〇
年
代
に
、
現
在
に
伝
わ
る
諸
流
儀
が
成
立

し
、
そ
の
な
か
で
も
楽
譜
の
成
立
は
、
ご
詠
歌

の
伝
承
に
と
っ
て
と
り
わ
け
大
き
な
変
革
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
一
見
す
る
と
ご
詠
歌

は
、「
文
字
の
文
化
」
に
組
み
込
ま
れ
た
。
し
か

し
そ
の
伝
承
の
変
遷
を
丹
念
に
追
っ
て
い
く
と
、

ご
詠
歌
の
伝
承
者
は
楽
譜
を
用
い
な
が
ら
も
、

と
き
に
楽
譜
を
否
定
し
て
、伝
承
者
自
身
の
「
声
」

に
信
頼
を
寄
せ
る
様
子
が
浮
か
び
上
っ
て
き
た
」

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
著
者
が
言
う
「
声
」
に

信
頼
を
寄
せ
る
伝
承
の
実
体
は
、
や
は
り
、「
正

調
」
と
い
う
「
型
」
の
理
想
で
の
み
括
っ
て
し

ま
え
な
い
、
ご
詠
歌
が
も
っ
て
い
る
口
承
文
芸
・

伝
承
音
楽
と
し
て
の
素
性
・
性
格
が
そ
こ
に
認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
学

術
上
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。

　
【
三
】

近
代
現
代
に
お
け
る
「
ご
詠
歌
」
は
、
宗
教
4

4

的
実
践

4

4

4

に
よ
っ
て
生
成
展
開
し
て
き
た
実
体
で

あ
り
、
音
楽
的
実
践

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
生
成
展
開
し
て

き
た
実
体
で
あ
り
、
そ
し
て
文
芸
的
実
践

4

4

4

4

4

に
よ
っ

て
生
成
展
開
し
て
き
た
実
体
で
も
あ
る
。
ご
詠

歌
の
歴
史
の
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
宗

教
・
文
芸
・
音
楽
の
要
素
は
融
合
し
て
い
て
、

い
ず
れ
か
が
欠
け
て
い
る
状
態
は
ま
っ
た
く
な

い
の
で
あ
り
、
特
に
近
代
現
代
に
お
い
て
は
、

こ
の
伝
承
が
実
際
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
認

識
で
き
る
場
合
も
多
い
。
書
評
筆
者
か
ら
言
う

と
、
こ
れ
が
ご
詠
歌
の
立
体
的
把
握
で
あ
り
、

そ
の
把
握
が
常
に
必
要
で
あ
る
。『
近
代
仏
教
教

団
と
ご
詠
歌
』
に
お
い
て
は
、
第
四
章
・
第
二

節
「
楽
譜
と
口
頭
伝
承
が
変
容
す
る
し
く
み
│

「
追
弔
和
讃
」
を
対
照
に
│
」
に
お
け
る
考
察
叙

述
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
部
分
は

本
書
に
お
け
る
大
切
な
成
果
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

音
楽
（
楽
譜
）
の
変
遷
・
伝
承
の
詳
細
な
考
証

を
す
す
め
な
が
ら
、
追
弔
和
讃
の
文
芸
が
、「
人

の
こ
の
世
は
永
く
し
て
」
か
ら
「
五
色
の
雲
に

い
る
ぞ
と
う
と
き
」
ま
で
、
つ
ま
り
一
つ
の
テ
ー

マ
の
も
と
、
き
ち
ん
と
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
優
れ
た
論
考
で
あ
る
。

た
だ
し
本
書
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
残
念
な

が
ら
音
楽
と
と
も
に
あ
っ
た
文
芸
（
歌
詞
）
の

提
示
が
少
な
い
。「
ご
詠
歌
が
信
仰
表
現
の
た
め

に
う
た
わ
れ
る
宗
教
声
楽
ま
た
は
仏
教
音
楽
で

あ
る
」
と
い
っ
て
も
、
歌
詞
・
こ
と
ば
な
ど
の
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文
芸
性
の
無
い
状
態
は
ほ
ぼ
無
い
の
で
あ
ろ
う

か
ら
、
や
は
り
あ
る
程
度
の
区
切
り
を
も
っ
て
、

音
楽
と
と
も
に
歌
詞
も
そ
の
提
示
が
あ
る
方
が

よ
い
。

こ
の
こ
と
に
も
か
か
わ
る
が
、
曽
我
部
俊
雄

や
岩
村
義
運
な
ど
の
、
ご
詠
歌
に
対
す
る
、「
頽

廃
的
」「
乞
食
歌
」「
俗
謡
」
な
ど
の
表
現
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
近
い
雰
囲
気
の
評
語
に
お
い
て

も
、
そ
の
歌
詞
が
ま
っ
た
く
関
わ
っ
て
い
な
い

状
態
の
、
旋
律
だ
け
を
取
り
上
げ
た
評
語
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
曽
我
部
も
岩
村
も
、
具
体
的
な
ご
詠

歌
を
一
つ
二
つ
引
用
し
、
明
示
し
て
言
っ
て
い

る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
、
難
し
い
と
こ
ろ
で

は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
は
、
音

楽
面
の
み
で
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ

う
と
推
量
す
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
。
全
体
と
し

て
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
第
三
章
、『
密
厳
流
詠
讃
要
決
』
の
解
説

を
引
用
し
て
い
る
部
分
で
、「
観
音
霊
場
和
讃
節
」

を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
解
説

で
「
ど
う
も
歌
詞
が
卑
俗
で
、
そ
の
上
前
後
矛

盾
し
た
所
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
歌

詞
が
、
注
60
に
「
変
更
前
」
と
「
変
更
後
」
と

し
て
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
て
参
考
に
な
る
が
、

こ
れ
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
変
更
後

が
変
更
前
よ
り
、
良
く
な
っ
て
い
る
と
一
概
に

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
【
四
】

本
書
を
も
と
に
著
者
が
さ
ら
に
探
究
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。
教
団
に
よ
る
布
教
の
た
め

の
ご
詠
歌
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
場
で
う
た
わ
れ

て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
は
江
戸
期
か
ら
の
ご
詠
歌
（
順
礼

歌
）
の
伝
承
の
場
と
く
ら
べ
る
と
、
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
ま
た
第
四
章
の
「
ま

と
め
」
に
あ
る
、
文
芸
・
宗
教
か
ら
し
て
課
題

と
な
る
「
あ
り
が
た
さ
」（
あ
る
い
は
書
評
筆
者

か
ら
す
る
と
「
た
の
も
し
さ
」
他
も
加
え
て
）
な

ど
、
ご
詠
歌
を
軸
と
す
る
、
詳
細
日
本
列
島
文
化

論
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
感

想
と
し
て
は
、
本
書
の
中
で
提
示
さ
れ
て
い
る
音

楽
・
楽
譜
部
分
が
、
実
際
の
音
で
も
っ
て
（
た
と

え
ば
Ｃ
Ｄ
が
添
え
ら
れ
て
い
て
）
聴
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
や
ゝ
心
残
り
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
本
書
は
、
仏
教
教
団
に
お
け
る
ご

詠
歌
の
音
楽
文
化
研
究
と
し
て
、
徹
底
し
た
真
剣

な
研
究
成
果
を
示
し
た
と
言
え
る
。
布
教
音
楽
と

し
て
の
ご
詠
歌
の
実
体
が
、
本
書
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
明
確
に
示
さ
れ
た
と
言
え
る
。
口
承
文
芸

研
究
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
こ
の
著
書
の
出
版
の

意
義
は
大
き
い
。
続
い
て
、
ご
詠
歌
の
音
楽
性
・

文
芸
性
・
宗
教
性
の
多
様
な
融
合
一
体
の
課
題
に

お
い
て
、
広
い
視
野
に
立
っ
た
著
者
独
自
な
成
果

に
期
待
し
た
い
。

二
〇
一
三
年
五
月　

勉
誠
社
刊

六
、〇
〇
〇
円
＋
税

（	

ま
な
べ
・
ま
さ
ひ
ろ
／
奈
良
教
育
大
学
・
関
西
外

国
語
大
学
、
各
名
誉
教
授
）


