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『
説
話
文
学
研
究
』
第
三
十
二
号
（
一
九
九
七
・
六
）
所
載
論
文

「
宀
一
山
土
心
水
師
」
を
め
ぐ
っ
て

門
屋

温

『
江
談
抄
』
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

又
云
ふ
。
「
弘
法
大
師
如
意
宝
珠

納
札
銘
」
に
云
は
く
、
「
宇
一
山
精
進
峯
竹
目
々
底
土
心
水
師
道
場
」
と
。
此
の

・
(1
)

文
、
未
だ
読
め
ず
と
云
々
。

こ
の
判
じ
物
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
、
「
宇
一
山
」
が
正
確
に
は
「
宀
一
山
」
で
「
室
生
」
の
二
字
の
そ
れ
ぞ
れ
上
下
を
採
っ
た

も
の
で
あ
り
（
現
在
は
「
べ
ん
い
つ
さ
ん
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
当
時
は
「
う
い
つ
さ
ん
」
と
訓
ん
で
い
た
ら
し
い
）
、
「
竹
目
々
」

が
同
じ
く
「
竹
木
目
」
で
「
箱
」
の
字
を
分
解
し
た
も
の
（
こ
の
誤
り
か
ら
「
ち
く
も
く
も
く
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ

か
る
）
、
「
土
心
水
師
」
が
や
は
り
「
堅
恵
法
師
」
の
部
首
を
採
っ
た
略
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

が
、
か
の
碩
学
大
江
匡
房
を
し
て
も
読
め
な
い
と
言
わ
し
め
た
よ
う
に
、
こ
の
文
の
判
読
は
東
密
の
学
匠
の
み
に
伝
え
ら
れ
た
秘
伝

で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
文
句
が
本
当
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
判
じ
物
が
読
め
た
だ
け
で
は
解
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
「
宀

一
山
土
心
水
師
」
と
は
、
実
は
弘
法
大
師
と
如
意
宝
珠
を
め
ぐ
る
秘
説
へ
と
導
く
扉
を
開
け
る
呪
文
な
の
で
あ
る
。
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一

さ
て
、
そ
の
秘
説
の
世
界
に
分
け
入
る
前
に
、
ま
ず
は
匡
房
が
こ
の
文
句
に
ど
こ
で
出
会
っ
た
の
か
、
そ
の
出
拠
を
見
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
弘
法
大
師
空
海
の
『
御
遺
告
』
で
あ
る
。
『
御
遺
告
』
と
は
空
海
が
そ
の
死
に
際
し
て
弟
子
達
に
遺
し
た
遺
言
の
こ
と
を
さ

ご
ゆ
い
ご
う

し
、
現
在
ま
で
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』
『
遺
告
諸
弟
子
等
』
『
太
政
官
符
案
并
遺
告
』
『
遺
告
真
然
大
徳
等
』
の
四
種
の
『
御
遺

告
』
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
種
の
『
御
遺
告
』
は
近
代
に
入
る
ま
で
真
撰
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
す
べ
て
偽

(2
)

作
と
見
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
そ
の
成
立
時
期
は
一
度
で
は
な
く
て
、
四
種
が
順
次
成
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
四
種
の
先
後
関
係
に
つ

い
て
は
諸
説
が
あ
る
も
の
の
、
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
十
世
紀
末

頃
に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
『
御
遺
告
』
そ
の
も
の
の
成
立
の
問
題
や
内
容
に
ま
で
深
入
り
す
る
余
裕
は
な

(3
)

い
の
で
、
原
則
と
し
て
『
御
遺
告
』
と
い
う
場
合
こ
の
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』
を
さ
す
こ
と
と
す
る
。

『
御
遺
告
』
で
は
全
二
十
五
条
の
う
ち
、
次
の
四
ヶ
条
に
「
土
心
水
師
」
の
名
が
見
え
る
。

「
輙
く
伝
法
潅
頂
阿
闍
梨
の
職
位
并
に
両
部
の
大
法
を
授
く
べ
か
ら
ざ
る
縁
起
第
二
十
一
」

（
金
剛
薩

が
龍
猛
菩
薩
に
告
げ
た
と
い
う
非
器
の
者
に
授
け
る
こ
と
を
戒
め
た
秘
密
の
文
を
引
用
し
た
後
）
是
の
章
句

・

は
梵
本
に
在
り
。
経
文
并
に
儀
軌
の
外
よ
り
取
り
離
し
出
し
て
密
か
に
納
む
る
と
こ
ろ
な
り
。
吾
が
三
衣
箱
の
底
に
納
め

置
け
り
。
ま
た
精
進
の
峯
の
入
室
の
弟
子
沙
門
土
心
水
師
が
と
こ
ろ
に
在
り
と
云
々

(4
)

「
宀
一
山
土
心
水
師
が
建
立
す
る
道
場
に
朔
毎
に
避
蛇
の
法
三
箇
日
夜
修
す
べ
き
縁
起
第
二
十
三
」

そ
れ
お
も
ん
み
れ
ば
、
避
蛇
の
法
呂
は
こ
れ
凡
の
所
伝
に
あ
ら
ず
。
金
人
の
秘
要
な
り
。
阿
闍
梨
の
心
肝
口
決
な
り
。
東

寺
代
々
の
大
阿
闍
梨
、
彼
を
像
想
て
、
法
を
修
せ
よ
。
す
な
は
ち
後
夜
毎
に
念
誦
し
畢
り
て
護
身
を
な
せ
。
道
肝
を
精

お
も
い
や
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進
の
峯
に
籠
め
、
ま
た
本
尊
界
会
を
か
の
岫
に
安
せ
り
。
秘
密
呂
は
語
は
ざ
れ
ば
知
ら
れ
ず
。
念
ひ
煩
ふ
こ
と
千
迴
な
り
。

専
ら
猥
り
に
聞
か
し
む
べ
か
ら
ず
。
一
を
得
て
万
を
知
れ
云
々

「
東
寺
座
主
大
阿
闍
梨
耶
如
意
宝
珠
を
護
持
す
べ
き
縁
起
第
二
十
四
」

（
如
意
宝
珠
の
製
作
法
と
供
養
法
に
つ
い
て
事
細
か
く
記
し
、
そ
の
際
唱
え
る
今
の
大
日
経
に
は
な
い
極
秘
の
文
句
は
東

寺
座
主
長
者
以
外
に
伝
授
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
）

但
し
大
唐
の
大
阿
闍
梨
耶
の
付
属
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
の
能
作
性
の
如
意
宝
珠
は
戴
頂
し
て
大
日
本
国
に
渡
り
、
名
山
の
勝

地
に
労
は
り
籠
む
る
こ
と
既
に
畢
ん
ぬ
。
彼
の
勝
地
と
は
い
わ
ゆ
る
精
進
の
峯
土
心
水
師
が
修
行
の
岫
の
東
の
嶺
な
り
。

努
力
努
力
後
人
に
彼
の
処
を
知
ら
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。
こ
こ
を
も
っ
て
密
教
は
劫
に
栄
え
、
末
徒
博
延
せ
む
。

「
若
し
末
世
凶
婆
非
禰
等
有
り
て
密
華
薗
を
破
せ
ん
と
擬
せ
ば
応
に
修
法
す
べ
き
縁
起
第
二
十
五
」

そ
れ
お
も
ん
み
れ
ば
昔
南
天
竺
国
に
一
り
の
凶
婆
、
一
り
の
非
禰
等
有
り
て
、
こ
の
密
華
薗
を
破
り
き
。
時
に
華
薗
の
門

徒
の
中
に
一
り
の
強
信
の
者
有
り
、
奥
砂
子
平
法
呂
を
修
す
る
こ
と
、
七
箇
日
夜
。
い
よ
い
よ
ま
た
次
々
に
員
度
を
修
せ

し
か
ば
、
彼
の
凶
婆
等
自
ら
退
き
て
、
た
め
に
密
華
薗
安
寂
な
り
と
。
こ
こ
を
も
っ
て
末
世
の
阿
闍
梨
耶
宜
し
く
こ
の
由

を
知
り
て
必
ず
応
に
彼
の
法
呂
を
勤
め
守
る
べ
し
。
彼
の
法
呂
は
入
室
の
弟
子
宀
一
山
精
進
の
嶺
の
土
心
水
師
が
竹
木
目

底
に
在
り
。
（
以
下
略
）

『
本
朝
神
仙
伝
』
に
も
「
大
師
の
心
行
は
、
多
く
遺
告
二
十
二
章
に
見
ゆ
、
重
ね
て
は
論
ず
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
匡
房
が
ど
こ
か
で
こ
の
『
御
遺
告
』
の
本
文
に
目
を
通
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
「
遺
告
二
十
二
章
」
と
い
う
の
が
誤

記
で
な
い
と
す
れ
ば
、
第
二
十
三
章
以
下
は
極
秘
と
し
て
見
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
も
か
く
院
政
期
に
は
こ
の
よ- 4 -

う
に
秘
書
扱
い
さ
れ
て
い
た
『
御
遺
告
』
の
内
容
も
、
鎌
倉
期
に
は
い
る
と
次
第
に
流
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て

『
御
遺
告
勘
註
抄
』
『
御
遺
告
釈
疑
鈔
』
『
御
遺
告
口
決
』
『
御
遺
告
伝
授
頭
書
鈔
』
等
の
注
釈
書
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
ら
注
釈
書
で
は
、
当
然
こ
の
「
土
心
水
師
」
を
め
ぐ
る
謎
に
も
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
説
が
な
さ

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
弘
長
二
年
（

）
成
立
の
頼
瑜
『
御
遺
告
釈
擬
鈔
』
を
見
て
み
よ
う
。
『
釈
擬
鈔
』
で
は

一二六二

「
宀
一
山
と
は
何
の
山
ぞ
や
」
「
建
立
道
場
、
何
の
処
ぞ
や
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
「
大
和
国
宇
田
郡
室
生
山
仏
龍
（
隆
）

寺
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
土
心
水
師
は
か
の
山
の
南
面
に
住
す
」
と
解
き
明
か
す
。
ま
た
、
『
御
遺
告
』
第
二
十
四
条
の
「
但
し
大

唐
の
大
阿
闍
梨
耶
の
付
属
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
の
能
作
性
の
如
意
宝
珠
は
戴
頂
し
て
大
日
本
国
に
渡
り
、
名
山
の
勝
地
に
労
は
り
籠
む

る
こ
と
既
に
畢
ん
ぬ
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
は
、
「
御
遺
跡
に
云
は
く
、
室
生
山
堅
恵
法
師
竹
木
目
の
底
に
置
在
す
る
如
意
宝
珠
は

善
女
龍
王
の
手
よ
り
得
た
り
、
と
。
相
違
は
如
何
」
と
、
室
生
山
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
如
意
宝
珠
が
、
青
龍
寺
の
恵
果
か
ら
伝
来
の

も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
神
泉
苑
の
善
女
龍
王
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
義
を
提
出
し
て
い
る
。
室
生
山

の
如
意
宝
珠
の
出
処
に
関
し
て
、
二
説
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
空
海
が
善
女
龍
王
か
ら
如
意
宝
珠
を
授
か
っ
た
話
は
『
御
遺

告
』
に
は
見
え
な
い
が
、
第
一
条
に
神
仙
苑
に
お
い
て
祈
雨
の
法
を
修
し
た
際
、
九
尺
の
蛇
の
頭
に
乗
っ
た
八
寸
の
金
色
の
蛇
の
形
を

し
た
善
如
龍
王
が
現
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
十
四
条
に
は
、
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
宝
珠
と
海
底
の
龍
王
の
頚
の

下
の
宝
珠
と
が
通
じ
て
い
る
と
い
う
説
を
載
せ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
話
が
結
び
つ
い
て
善
如
龍
王
伝
授
説
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
高
野
山
真
別
処
蔵
『
御
遺
告
七
箇
秘
法
』
は
如
意
宝
珠
法
・
避
蛇
法
・
奥
砂
子
平
法
等
七
種
の
作
法
に
つ
い
て
の
秘
説

を
集
め
た
も
の
で
、
勧
修
寺
流
の
秘
伝
を
も
多
く
載
せ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
如
意
宝
珠
・
宀
一
山
宝
珠
・
竜
宮
宝
珠
は
一
体
無
二
な

(5
)

(6
)

り
」
と
述
べ
て
い
る
。

二
説
の
相
違
に
対
す
る
頼
瑜
の
見
解
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

答
ふ
。
神
仙
記
に
云
は
く
。
唐
朝
よ
り
如
意
宝
珠
を
齎
い
て
以
て
我
が
朝
に
来
た
れ
り
。
こ
の
珠
の
在
所
并
び
に
恵
果
の

後
身
、
か
の
宗
の
秘
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
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ま
た
善
女
龍
王
如
意
宝
珠
口
伝
口
授
に
云
は
く
。
空
海
和
尚
神
泉
池
に
お
い
て
請
雨
経
の
法
を
修
す
る
時
、
無
熱
池
の

善
女
龍
王
来
た
り
て
所
持
の
如
意
宝
珠
を
空
海
和
尚
に
奉
り
給
ふ
。
そ
の
宝
珠
は
大
和
国
仏
龍
の
寺
に
こ
れ
有
り
。
そ
の

寺
よ
り
四
町
ば
か
り
往
き
て
大
な
る
石
五
つ
在
り
。
そ
の
五
の
石
の
中
に
研
い
た
る
石
一
つ
在
り
。
そ
の
石
は
中
破
た
り
。

石
の
内
に
か
の
如
意
宝
珠
を
納
め
た
り
云
々
。
こ
の
宝
珠
、
空
海
大
師
末
法
の
中
に
来
た
り
て
、
仏
法
澆
薄
の
時
、
定
よ

り
出
で
給
ひ
て
ま
た
重
ね
て
仏
法
を
弘
め
た
ま
ふ
時
取
り
出
だ
し
給
ふ
べ
し
と
云
々
。

最
初
の
「
神
仙
記
」
は
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
引
用
で
あ
る
。
結
局
両
論
併
記
、
ど
ち
ら
も
認
め
る
と
言
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
、

如
意
宝
珠
は
い
つ
の
ま
に
か
二
顆
に
増
殖
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
話
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
す
ぐ
後
に
、
第
三
の
宝
珠

が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

尋
ね
て
云
は
く
。
大
師
所
造
の
如
意
珠
は
何
の
処
に
安
置
す
る
や
。

答
ふ
。
実
賢
僧
正
の
記
に
云
は
く
。
日
本
国
に
宝
珠
を
造
る
人
は
、
た
だ
大
師
・
範
俊
・
勝
憲
三
人
な
り
。
御
作
の
宝

マ
マ

珠
と
五
指
量
の
愛
染
王
と
は
白
川
院
の
御
時
、
白
川
円
堂
壇
の
中
心
に
こ
れ
を
埋
め
ら
る
云
々
。

す
な
わ
ち
こ
の
他
に
空
海
制
作
の
如
意
宝
珠
が
あ
っ
て
、
白
河
院
の
時
に
法
勝
寺
の
円
堂
の
下
に
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
範

俊
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
例
の
範
俊
が
白
河
院
に
贈
っ
て
、
鳥
羽
の
宝
蔵
に
納
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
宝
珠

と
関
係
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
間
の
事
情
は
、
同
じ
く
頼
瑜
の
著
し
た
『
秘
鈔
問
答
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
数
の
関
係

も
あ
っ
て
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

た
だ
頼
瑜
は
『
秘
鈔
問
答
』
の
そ
の
部
分
で
、
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

(7
)

先
師
僧
正

云
は
く
。
勧
修
寺
の
習
は
一
顆
、
い
わ
ゆ
る
門
葉
相
承
の
玉
こ
れ
な
り
。
精
進
の
峯
に
は
埋
め
ざ
る
な

報
恩
院

り
。
か
の
峯
に
は
た
だ
法
の
み
安
置
す
る
習
な
り
。
醍
醐
寺
の
習
は
二
顆
。
一
は
恵
果
相
伝
の
玉
、
か
の
峯
に
在
り
。
二

は
門
葉
相
伝
の
玉
、
こ
の
玉
は
鳥
羽
勝
光
院
宝
蔵
に
あ
り
。
す
な
は
ち
大
師
の
御
作
な
り
と
云
々
。

つ
ま
り
、
醍
醐
三
宝
院
流
で
は
、
室
生
山
に
埋
め
ら
れ
て
い
る
恵
果
相
伝
の
も
の
と
、
鳥
羽
の
宝
蔵
に
あ
る
空
海
制
作
の
も
の
と
、

二
顆
あ
る
と
伝
え
る
の
に
対
し
、
勧
修
寺
流
で
は
室
生
山
に
宝
珠
は
埋
ま
っ
て
い
な
い
と
伝
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
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っ
て
み
れ
ば
『
御
遺
告
』
の
内
容
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
、
勧
修
寺
流
で
は
こ
の
こ
と
が
秘
説
と
し
て

伝
授
さ
れ
て
い
た
。

金
沢
文
庫
蔵
の
文
永
十
二
（

）
年
記
『
最
極
秘
潅
頂
印
』
は
、
表
題
に
「
勧
修
寺
」
と
あ
っ
て
勧
修
寺
流
の
印
信
で
あ
る

一二七五

こ
と
が
わ
か
る
が
、

そ
の
奥
に
は

(8
)

師
の
口
伝
に
云
ふ
。
宀
一
山
は
印
形
な
り
。
そ
の
空
上
は
土
心
入
定
所
な
り
。
二
空
は
則
定
恵
、
左
右
の
肩
な
り
。
故

僧
正
言
ふ
と
云
々
。

遺
告
土
心
水
竹
木
目
底
は
、
則
ち
こ
れ
印
な
り
。

と
あ
っ
て
、
「
土
心
水
師
の
竹
木
目
」
が
印
で
あ
っ
て
、
実
体
の
な
い
抽
象
的
な
も
の
と
見
な
す
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

勧
修
寺
流
が
こ
の
よ
う
な
秘
説
を
伝
授
し
て
い
た
理
由
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
如
法
尊
勝
法
や
如
法
愛
染
法

の
成
立
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
如
法
尊
勝
法
は
如
意
宝
珠
を
本
尊
と
す
る
国
家
護
持
の
修
法
で
、
白
河
院

の
命
に
よ
り
範
俊
が
修
し
た
の
が
始
め
で
あ
る
と
さ
れ
、
も
と
は
勧
修
寺
流
独
自
の
修
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
宮
の
皇
子
無
事
出
産

を
祈
念
す
る
法
と
し
て
有
名
な
如
法
愛
染
法
も
、
同
じ
く
如
意
宝
珠
を
本
尊
と
す
る
法
で
、
や
は
り
範
俊
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
宝
珠
と
王
権
を
結
び
つ
け
る
修
法
の
創
出
に
熱
心
で
あ
っ
た
勧
修
寺
流
に
と
っ
て
は
、
鳥
羽
の
宝
蔵
に
秘
さ

(9
)

れ
る
範
俊
ゆ
か
り
の
如
意
宝
珠
こ
そ
が
唯
一
無
二
の
宝
珠
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
五
十
六
億
七
千
万
年
先
に
取
り
出

す
玉
よ
り
も
、
今
現
在
安
産
祈
願
の
呪
力
を
出
す
玉
、
観
念
よ
り
も
実
体
を
指
向
す
る
姿
勢
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

二

さ
て
話
を
戻
し
て
、
「
土
心
水
師
」
は
『
御
遺
告
』
秘
説
を
解
く
鍵
を
握
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
『
御
遺
告
』
解
釈
の
過
程
で
さ

ら
な
る
力
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
。
金
沢
文
庫
蔵
の
建
長
六
年
（

）
の
奥
書
を
持
つ
『
宀
一
山

山
階
寺
寛
継
法
橋
』
と
い
う
文

一二五四
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(10
)

書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
和
国
宇
多
郡
に
一
勝
地
有
り
。
こ
れ
を
室
生
山
と
号
し
、
ま
た
精
進
の
峯
と
名
づ
く
。
弘
法
大
師
帰
朝
の
時
、
鎮
護

国
家
済
度
衆
生
の
た
め
、
か
の
鉄
塔
よ
り
以
来
師
資
相
承
の
不
三
寸
并
び
に
如
伊
須
を
土
心
水
師
を
し
て
こ
の
地
に
安
置

せ
し
め
、
避
蛇
奥
沙
の
秘
法
を
か
く
す
。
天
長
地
久
の
奉
為
め
に
已
に
四
十
九
院
を
建
て
、
大
師
は
慈
尊
院
に
住
し
、
土

心
は
安
養
院
に
住
す
る
な
り
。
彼
之
を
伝
来
す
る
は
、
金
剛
薩

龍
猛
に
授
け
、
龍
猛
龍
智
に
授
け
、
龍
智
不
空
に
授

・

け
、
不
空
恵
果
に
授
け
、
恵
果
弘
法
に
授
け
、
弘
法
土
心
に
付
し
、
土
心
こ
の
地
に
埋
む
。
即
ち
入
定
し
て
慈
尊
の
出

世
を
待
つ
の
み
。
（
中
略
）

か
の
恵
果
阿
闍
梨
の
碑
に
云
ふ
。
先
に
云
は
く
、
吾
と
汝
と
宿
契
深
し
、
多
生
中
に
願
は
く
は
密
教
を
弘
演
し
、
彼
れ
此

れ
代
ひ
に
師
資
と
な
ら
ん
。
是
の
故
に
汝
に
遠
渉
を
勧
め
、
我
が
深
法
を
授
く
。
吾
願
足
り
ぬ
、
汝
は
西
土
し
て
我
が
足

を
摂
り
、
吾
は
東
に
生
ま
れ
て
汝
が
室
に
入
る
。
か
の
土
心
水
師
は
こ
の
山
に
住
し
、
慈
尊
の
下
生
を
待
つ
。

す
な
わ
ち
南
天
の
鉄
塔
で
金
剛
薩

が
龍
猛
菩
薩
に
授
け
て
以
来
相
承
さ
れ
て
き
た
「
白
銀
の
三
寸
の
不
動
尊
と
如
意
宝
珠
」
を
空

・

海
か
ら
付
属
さ
れ
た
堅
恵
は
、
そ
れ
を
室
生
の
精
進
の
峯
に
埋
め
て
、
自
身
も
入
定
し
て
弥
勒
の
下
生
を
待
っ
て
い
る
。
ま
た
恵
果

は
生
前
空
海
に
向
か
っ
て
「
交
代
で
師
資
と
な
ろ
う
」
と
契
約
し
た
が
、
空
海
の
弟
子
堅
恵
が
実
は
そ
の
恵
果
の
生
ま
れ
変
わ
り
で

あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
堅
恵
は
空
海
と
ほ
ぼ
肩
を
並
べ
る
存
在
に
ま
で
上
昇
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
恵
果
の
再
誕
と
ま
で
言
わ
れ
る
「
土
心
水
師
」
す
な
わ
ち
堅
恵
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
僧
で
あ
っ
た
の
か
。

(11
)

堅
恵
の
伝
と
し
て
代
表
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
和
州
室
生
山
開
山
堅
慧
大
徳
伝
』
を
見
て
み
よ
う
。

伝
燈
修
行
賢
大
法
師
位
堅
慧
は
、
も
と
何
れ
の
処
の
人
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
大
師
入
唐
の
先
、
抖
薮
し
て
室
生
に
相

見
る
。
語
り
て
怪
し
ま
ず
、
伴
ひ
来
り
て
共
に
居
す
。
師
資
の
道
言
は
ず
し
て
成
る
。
入
唐
に
難
を
斉
し
ふ
し
、
帰
朝
に

影
を
同
じ
ふ
す
。
大
師
常
に
呼
ん
で
公
と
称
す
。
世
に
慧
果
の
分
身
と
謂
ふ
。

こ
れ
が
近
世
ま
で
一
般
的
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
堅
恵
像
と
言
っ
て
よ
い
が
、
こ
こ
に
は
真
実
は
全
く
な
く
、
ま
る
っ
き
り
の
捏
造
で
あ
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る
こ
と
が
現
在
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
園
城
寺
蔵
『
大
唐
国
日
本
国
付
法
血
脈
図
記
』
に
は
「
山
僧
堅
慧
。
是
最
澄
和
尚
同

郷
。
義
真
和
尚
入
室
。
円
修
連
枝
。
」
と
あ
り
、
し
か
も
血
脈
に
は
「
最
澄
―
義
真
―
円
修
―
堅
慧
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
実

際
は
由
緒
正
し
い
天
台
僧
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
堅
恵
に
関
す
る
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
叡
山
で
の
抗
争

(12
)

に
敗
れ
て
室
生
寺
に
移
っ
た
円
修
に
同
道
し
て
室
生
寺
に
住
し
、
室
生
山
仏
隆
寺
を
開
創
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

空
海
の

(13
)

弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
ま
し
て
共
に
入
唐
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
根
拠
が
な
い
話
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

は
お
そ
ら
く
後
世
、
仏
隆
寺
に
住
し
た
真
言
僧
た
ち
が
捏
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
堅
恵
の
実
体
は
室
生
山

（
仏
隆
寺
）
と
の
関
わ
り
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
ず
空
海
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
空
海
が
唐
よ
り
も
た
ら
し
た
如
意
宝
珠
が
引
き

寄
せ
ら
れ
て
、
室
生
山
精
進
の
峯
は
弥
勒
下
生
ま
で
如
意
宝
珠
の
籠
め
ら
れ
た
山
と
し
て
、
特
別
な
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

『
御
遺
告
』
の
「
土
心
水
師
」
を
め
ぐ
る
秘
説
は
、
秘
説
そ
の
も
の
が
「
空
海
の
弟
子
堅
恵
」
と
い
う
仮
構
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
仮
構
は
、
「
土
心
水
師
」
と
判
じ
物
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
巧
妙
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
土
心
水
師
と
は
堅
恵
の
こ
と
だ
」
と
種
明
か
し
を
さ
れ
る
と
、
誰
も
が
そ
こ
で
合
点
を
し
て
し
ま
い
、
堅
恵
の
存
在
自
体
の
仮
構

性
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

こ
の
「
室
生
山
―
堅
恵
―
空
海
―
如
意
宝
珠
」
と
い
う
仮
構
の
回
路
は
、
さ
ら
に
ま
た
別
の
バ
リ
ア
ン
ト
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
こ

と
に
な
る
。
ま
ず
そ
の
ひ
と
つ
が
、
「
如
意
宝
珠
＝
仏
舎
利
」
と
見
な
す
教
説
に
基
づ
き
、
宀
一
山
を
仏
舎
利
の
籠
め
ら
れ
た
霊
地

と
見
る
立
場
で
あ
る
。
最
近
新
し
く
発
見
さ
れ
た
資
料
に
、
金
沢
文
庫
蔵
『
宀
一
山
龍
穴
安
置
舎
利
事
（
仮
題
）
』
な
る
文
書
が

(14
)

あ
る
。

宀
一
山
龍
穴
に
八
万
四
千
粒
の
御
舎
利
を
安
置
せ
る
事
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こ
の
穴
の
側
に
五
輪
の
塔
婆
あ
り
。
そ
の
地
輪
の
中
に
箱
二
重
に
こ
れ
あ
り
。
中
の
箱
を
ば
竹
木
目
底
と
名
づ
く
。
底
と

名
づ
く
る
は
上
の
箱
に
等
し
く
し
て
の
爾
な
り
。
上
の
箱
の
囲
に
は
水
精
の
軸
の
法
華
の
安
ぜ
ら
る
。
瓶
の
御
舎
利
は
二

重
の
箱
の
中
間
に
瓶
を
大
事
に
安
ぜ
ら
る
。
鳥
居
は
上
の
箱
の
中
に
安
ぜ
ら
る
。
上
の
箱
の
中
に
臥
し
て
置
か
る
。
こ
の

事
外
見
あ
る
べ
か
ら
ず
。
秘
す
べ
し
秘
す
べ
し

徳
治
二
年

五
月
八
日
。

（
一
三
〇
七
）

於
金
沢
黒
房
殿
宿
所
□
口
伝
之

金
剛
資
順
ー

在
判

こ
こ
で
は
室
生
山
の
「
竹
木
目
底
」
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
如
意
宝
珠
で
は
な
く
、
法
華
経
と
瓶
に
入
っ
た
舎
利
で
あ

り
、
上
に
は
鳥
居
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
う
の
だ
。
こ
の
文
書
は
こ
れ
で
全
文
の
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
有
名
な
『
宀
一
山

秘
密
記
』
の
内
容
か
ら
秘
説
を
切
り
出
し
て
伝
授
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
で
『
宀
一
山
秘
密
記
』
を
見
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

『
秘
密
記
』
で
は
ま
ず
冒
頭
、
宀
一
山
が
密
教
相
応
の
霊
地
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
鎮
ま
る
三
国
相
承
の
如
意
宝
珠

(15
)

は
神
道
に
お
い
て
は
天
照
太
神
に
あ
た
り
、
ゆ
え
に
天
照
太
神
の
天
の
石
戸
は
こ
の
宀
一
山
の
岩
窟
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
定
義
を
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
「
大
師
の
御
遺
告
に
曰
く
」
と
し
て
『
御
遺
告
』
第
二
十
四
条
の
恵
果
付
属
の
如
意
宝
珠
が
土
心
水
師
修
行
の

岫
の
東
の
嶺
に
あ
る
と
い
う
文
句
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
土
心
水
師
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
以
下
霊
地

室
生
山
の
様
相
に
つ
い
て
、
実
際
に
見
て
歩
く
よ
う
な
具
体
的
な
記
述
が
続
く
。

宝
珠
御
在
処
の
事

秘
記
に
云
は
く
。
精
進
峯
は
玉
の
在
処
な
り
。
宀
一
山
東
嶺
の
北
に
竜
穴
在
り
。
南
に
竜
池
在
り
。
中
の
奥
に
三
本

の
石
塔
こ
れ
在
り
。
件
の
所
は
宝
珠
の
在
処
な
り
云
々
。
秘
密
の
重
書
に
曰
く
、
極
秘
密
の
口
決
あ
り
云
々
。

彼
の
山
に
三
ツ
の
竜
穴
有
り
。
東
を
妙
吉
祥
竜
穴
と
名
づ
け
、
西
を
遮
羅
夷
吉
祥
竜
穴
と
名
づ
け
、
中
央
の
尾
を
持

法
吉
祥
竜
穴
と
号
す
。
此
の
持
法
吉
祥
竜
穴
の
底
に
入
る
こ
と
十
五
丈
に
し
て
五
丈
ノ
池
有
り
。
左
右
に
穴
有
り
。
左
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の
穴
は
最
方
な
り
。
此
の
内
に
石
戸
有
り
。
広
さ
三
尺
厚
さ
二
寸
。
以
て
戸
扉
と
為
す
。
其
の
左
の
戸
扉
の
面
に
は
金
剛

界
曼
荼
羅
有
り
。
右
の
戸
扉
の
面
に
は
胎
蔵
界
曼
荼
羅
有
り
。
其
の
裏
に
銘
文
有
り
。
弘
法
大
師
御
爪
を
以
て
書
給
ふ

な
り
と
云
々
。
―
（
中
略
）
―
此
の
内
へ
七
尺
入
て
大
岩
有
り
。
地
よ
り
一
尺
二
寸
上
に
是
方
な
る
穴
有
り
。
広
さ
一

尺
八
寸
、
高
さ
一
尺
五
寸
。
此
よ
り
三
尺
入
り
て
独
古
門
有
り
。
高
さ
三
尺
、
広
さ
二
尺
。
是
を
等
覚
門
と
名
づ
く
。

此
よ
り
三
尺
入
り
て
三
古
門
有
り
。
高
さ
四
尺
、
等
覚
北
門
と
号
す
。
愛
染
王
内
に
向
ひ
て
門
の
左
脇
に
座
す
。
亦
門

の
右
脇
に
花
座
有
り
。
そ
の
上
に
迦
葉
仏
の
舎
利
六
粒
を
安
置
す
。
此
よ
り
三
尺
入
り
て
五
古
門
有
り
。
高
さ
六
尺
、

広
さ
四
尺
一
寸
。
是
を
妙
覚
門
と
名
づ
く
。
文
殊
五
智
の
宝
冠
有
り
。
文
殊
外
に
向
ひ
て
門
内
に
座
す
。
一
尺
入
り
て

羯
磨
の
上
に
鈴
有
り
。
此
の
奥
に
大
ひ
な
る
岩
自
然
の
穴
有
り
。
宝
篋
印
塔
の
形
の
如
し
。
高
さ
一
丈
七
尺
、
広
さ
一
丈

二
尺
。
其
の
内
に
光
明
赫
奕
と
し
て
異
香
薫
馥
せ
り
。
此
の
穴
の
中
に
水
精
の
五
輪
塔
有
り
。
高
さ
一
丈
六
尺
。
此
の
地

輪
の
中
に
二
重
の
筥
有
り
。
中
の
筥
を
竹
木
目
代
と
名
づ
く
。
上
の
筥
の
周
に
水
精
の
軸
の
法
華
経

安
ぜ
ら
る
。

恵
果
御
筆

中
の
筥
の
内
に
如
意
宝
珠
を
宝
瓶
に
入
れ
、
こ
れ
を
安
置
せ
ら
る
。
金
札
有
り
、
銘
文
有
り
。
其
の
上
に
鳥
居
を
只
伏

て
こ
れ
を
置
く
。
額
文
有
り
。
即
恵
果
相
承
ノ
宝
珠

そ
の
宝
珠
の
左
右
に
三
寸
の
白
銀
の
不
動
、
五
指
量

得
頂
骨
承
元
日
、

の
黄
金
の
愛
染
こ
れ
を
安
置
せ
ら
る
。
亦
恵
果
相
承
の
潅
頂
の
印
信
の
文
、
両
部
の
大
法
大
阿
闍
梨
位
の
最
極
伝
法
の
密

印
云
々
。
同
く
副
へ
て
こ
れ
を
置
か
る
。

道
肝
者
今
ノ
伝
法
密

大
師
の
遺
告
の
文
に
曰
く
。
道
肝
を
於
精
進
の
峯
に
籠
め
、
亦
本
尊
海
会
を
彼
の
岫
に
安
ず
る
な
り
。

印
ノ
事
ナ
リ
。
本
尊
者
即
チ
今
ノ
宝
珠
並
不
動
愛
染
等
鉄
塔
流
伝
ノ
一
仏
二
明
王
者
是
也

亦
銘
文
に
曰
く
。
七
重

。
竜
穴

。
五
重

。
已
上
の
仏
舎
利
八
萬
四
千
五
百
二
十
二
粒
な
り
。

五
十
二
粒

八
萬
四
千
粒

四
百
七
十
粒

此
等
即
ち
宀
一
山
安
置
の
霊
宝
、
大
日
本
国
の
本
初
な
り
。
遺
告
の
土
心
水
竹
木
目
底
は
則
ち
こ
の
印
な
り
。

こ
の
と
お
り
、
室
生
山
に
存
在
す
る
池
や
岩
や
五
輪
塔
な
ど
の
秘
所
を
、
細
か
い
寸
法
入
り
で
説
明
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の

た
め
に
堅
恵
と
如
意
宝
珠
の
イ
メ
ー
ジ
は
か
え
っ
て
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
『
宀
一
山
秘
密
記
』
の
異
本
と
言
う
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べ
き
『
宀
一
秘
記
』
に
い
た
っ
て
は
、
堅
恵
は
神
泉
苑
で
金
龍
を
目
撃
し
た
弟
子
達
の
中
に
入
っ
て
い
る
だ
け
で
、
「
土
心
水
師
」
な

(16
)

る
表
現
自
体
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。

本
来
如
意
宝
珠
と
仏
舎
利
が
同
体
で
あ
る
こ
と
は
、
『
大
智
度
論
』
等
に
根
拠
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
当
然
の
発
想
な
の
で

あ
る
が
、
室
生
山
を
め
ぐ
る
秘
説
に
お
い
て
は
、
両
者
が
む
し
ろ
乖
離
す
る
方
向
に
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
金
剛
薩

以
来

・

相
承
さ
れ
て
き
た
如
意
宝
珠
は
、
恵
果
か
ら
空
海
の
手
に
渡
り
、
土
心
水
師
と
と
も
に
室
生
の
石
窟
の
中
に
眠
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

弥
勒
下
生
の
時
に
禅
定
よ
り
出
た
空
海
が
、
再
び
こ
の
世
を
教
化
す
る
た
め
に
用
い
る
「
隠
し
玉
」
と
し
て
、
誰
も
見
る
こ
と
も
触

れ
る
こ
と
も
な
い
、
限
り
な
く
観
念
に
近
い
存
在
と
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
仏
舎
利
と
し
て
説
か
れ
る
如
意
宝
珠
は
、
途
中

の
経
路
や
寸
法
の
具
体
性
と
相
俟
っ
て
、
非
常
に
可
視
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
醍
醐
寺
の
勝
賢

が
持
ち
出
し
た
如
意
宝
珠
を
鳥
羽
の
宝
蔵
に
返
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
箱
の
中
身
を
実
見
し
た
九
条
兼
実
の
置
文
「
霊
宝
目
録
」
の

感
触
に
近
い
。

ま
た
そ
れ
は
、
事
あ
る
ご
と
に
引
っ
ぱ
り
出
し
て
は
数
え
ら
れ
る
東
寺
経
蔵
の
仏
舎
利
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
く
で
あ

(17
)

ろ
う
。
そ
し
て
「
土
心
水
師
」
は
と
言
う
と
、
あ
き
ら
か
に
前
者
の
、
つ
ま
り
観
念
と
し
て
の
如
意
宝
珠
の
方
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

四

さ
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
バ
リ
ア
ン
ト
が
、
伊
勢
神
宮
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
「
両
部
神
道
書
」
の
中
に
登
場
す
る
「
土
心
水
師
」
説

話
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
『
神
性
東
通
記
』
『
大
神
宮
本
地
』
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
『
神
性
東
通
記
』
の

部
分
で
あ
る
が
、
同
書
は
万
葉
仮
名
も
ど
き
に
梵
字
を
交
え
て
書
か
れ
た
、
ま
る
で
暗
号
文
の
よ
う
な
文
体
で
あ
る
の
で
、
『
大
神

(18
)

宮
本
地
』
を
参
考
に
漢
字
仮
名
混
じ
り
文
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

去
ぬ
る
天
長
十
年
十
一
月
十
二
日
。
深
く
穀
味
を
断
て
、
娑
婆
界
を
厭
ふ
て
、
禅
那
の
法
を
思
惟
て
、
承
和
二
年
正
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月
廿
日
、
最
後
耳
語
の
法
を
、
崛
居
の
土
心
水
師
に
、
受
与
し
遺
し
て
、
深
禅
定
の
顕
と
密
と
の
と
こ
ろ
を
指
南
し
置
き

て
、
「
余
の
弟
子
者
ど
も
に
語
る
な
、
汝
が
口
は
我
が
口
と
思
う
し
な
り
と
言
う
ぞ
、
よ
く
よ
く
慎
め
」
と
て
、
三
つ
の

巻
物
を
授
け
給
ふ
。
ひ
と
つ
は
我
が
定
の
と
こ
ろ
の
記
、
残
り
は
伝
法
の
仕
儀
な
り
。
同
二
月
八
日
、
両
界
前
に
念
誦
を

始
め
て
、
草
座
を
敷
き
、
五
鈷
金
剛
に
て
、
同
三
月
廿
一
日
に
、
念
誦
堂
へ
入
れ
奉
る
。
そ
れ
に
て
、
日
々
に
印
の
変
わ

り
け
る
な
り
。
同
四
月
八
日
に
、
入
棺
の
儀
に
て
奥
院
へ
曼
荼
羅
供
の
儀
式
に
て
、
実
恵
大
徳
を
大
阿
闍
梨
と
し
て
、
真

雅
僧
正
合
敬
を
な
し
て
、
余
の
弟
子
供
養
の
物
を
捧
げ
て
、
奥
院
の
廟
に
入
れ
奉
ら
ん
と
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
に
、
土
心
一

巻
の
巻
物
を
も
て
、
実
恵
・
真
雅
に
見
す
。
舌
を
巻
き
、
息
を
呑
ん
で
、
目
を
ひ
そ
め
て
、
観
念
す
れ
ば
、
金
堂
の
等
身

の
弥
勒
の
像
を
も
て
、
取
替
え
て
、
大
和
の
国
室
生
の
禅
崛
に
奉
納
せ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
幽
冥
忿
怒
の
神
達
三
十
二

(19
)

神
、
相
伴
ふ
て
、
土
心
の
手
よ
り
受
取
っ
て
、
雲
の
ご
と
く
に
飛
び
去
り
ぬ
。

つ
ま
り
、
弘
法
大
師
空
海
は
入
定
に
あ
た
っ
て
、
実
恵
・
真
雅
ら
高
弟
を
差
し
置
い
て
、
土
心
水
師
に
三
巻
の
秘
書
を
伝
授
し
た
。

入
定
後
、
土
心
は
そ
れ
を
高
弟
た
ち
に
披
露
し
、
奥
の
院
の
廟
へ
は
身
代
わ
り
の
弥
勒
像
を
納
め
、
大
師
は
室
生
山
の
禅
崛
に
納
め

よ
う
と
し
た
。
す
る
と
忿
怒
形
の
三
十
二
神
が
現
わ
れ
て
、
大
師
を
連
れ
て
飛
び
去
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
後
、

大
師
は
伊
勢
神
宮
に
来
臨
し
、
多
賀
社
の
下
部
坂
に
神
鏡
と
し
て
顕
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
如
意
宝
珠
に
は
ま
っ
た
く
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
如
意
宝
珠
を
室
生
山
に
括
り
つ
け
る
た
め
の
「
土
心
水
師
」
で
あ
っ
た
は

ず
が
、
こ
の
話
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
空
海
と
土
心
水
師
と
の
関
係
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
伊
勢
神
宮
に
ま
つ
わ
る
説
話
な
の
で

あ
る
か
ら
、
如
意
宝
珠
よ
り
神
鏡
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
に
決
ま
っ
て
い
る
し
、
ま
し
て
門
葉
相
伝
の
仏
舎
利
な
ど
神
宮
に
と
っ
て
は
さ

し
て
あ
り
が
た
く
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
土
心
水
師
の
み
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
。
い
っ
そ
の
こ
と
土
心
水
師
も
消

去
し
て
、
奥
の
院
の
空
海
が
高
弟
た
ち
の
手
を
振
り
切
っ
て
伊
勢
へ
飛
来
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
か
。
た
ぶ
ん
、
い
け
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
い
く
ら
中
世
で
も
、
そ
ん
な
無
理
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
空
海
が
伊
勢
の
高
宮
に
入
定
し
て
い
る
と
い
う
、
あ
る
種
荒
唐

無
稽
な
言
説
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
だ
け
の
仮
構
を
必
要
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
宀
一
山
土
心
水
師
」
が
本
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来
備
え
持
っ
て
い
る
仮
構
性
が
、
『
宀
一
山
秘
密
記
』
冒
頭
に
も
見
ら
れ
た
「
如
意
宝
珠
―
天
照
太
神
」
説
を
媒
介
と
し
て
、
「
室

生
山
―
堅
恵
―
空
海
―
（
如
意
宝
珠
―
天
照
太
神
）
―
高
宮
」
と
い
う
新
た
な
回
路
を
保
証
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
こ
の
説
話
も
他
の
「
土
心
水
師
」
説
話
同
様
、
秘
説
と
し
て
伝
授
の
水
脈
を
流
れ
て
ゆ
く
。
『
天
照
太
神
口
決
』
は
嘉
暦

二
年
（

）
西
大
寺
流
の
覚
乗
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
別
社
事
」
と
い
う
項
目
の
中
に
、
弘
法
大
師
の
入

一三二七
(20
)

定
所
を
め
ぐ
る
「
最
極
秘
事
」
を
書
き
留
め
た
伝
本
が
数
本
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
別
社
の
事

（
前
略
）
弘
法
大
師
御
入
定
所
、
是
委
細
別
記
に
こ
れ
在
り
。

最
も
極
秘
の
事
。
御
入
定
の
時
、
奥
院
に
送
り
奉
る
に
、
十
人
の
御
弟
子
面
々
に
御
共
す
と
云
々
。
但
し
等
身
の
弥
勒

の
像
を
造
り
立
て
奥
院
に
置
き
奉
り
、
大
師
の
全
体
を
ば
室
生

に
納
む
べ
く
仰
せ
置
か
る
る
の
間
、
其
の
旨
真
雅

土
心

已
下
思
給
ふ
る
処
、
天
の
上
よ
り
一
人
神
下
給
て
、
大
門
を
経
て
空
に
入
り
て
見
ず
、
今
の
高
御
前
の
大
石
の
下
に
納
め

給
へ
り
。
（
以
下
略
）

さ
き
ほ
ど
の
『
神
性
東
通
記
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
室
生
寺
の
長
老
に
は
西
大
寺
の
律
僧
が
任
じ

ら
れ
る
と
い
っ
た
、
強
い
結
び
つ
き
が
こ
の
伝
授
の
背
景
に
は
あ
る
。

『
御
遺
告
』
を
出
発
点
に
次
々
と
秘
説
の
扉
を
開
い
て
き
た
「
宀
一
山
土
心
水
師
」
と
い
う
呪
文
は
、
こ
こ
伊
勢
の
地
で
ま
た
ひ

と
つ
新
し
い
秘
説
の
扉
を
開
け
た
と
言
え
よ
う
。
「
宀
一
山
土
心
水
師
」
に
は
、
ど
う
や
ら
そ
う
い
う
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
ら
し

い
。
こ
こ
で
用
い
て
き
た
よ
う
な
「
仮
構
」
が
、
文
学
の
う
え
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
正
直
言
っ
て
、
私
に
は
ま
だ
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
思
想
が
説
話
化
す
る
の
で
は
な
く
、
説
話
が
思
想
化
す
る
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
き
、
こ
の
「
仮
構
」
と

い
う
仕
組
み
が
あ
る
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。
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(1
)

川
口
久
雄
『
江
談
證
注
』
第
四
二
条
（
勉
誠
社
、
一
九
八
四
）
。
底
本
に
は
「
室
生
山
精
進
峯
竹
自
々
底
志
水
道
場
」
と
あ
る
が
、
底
本
傍
注
お
よ
び
対
校
本
に
よ
っ
て
、
原
型
に
最
も
近
い
と

思
わ
れ
る
形
に
復
元
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
異
同
は
、
書
写
の
過
程
で
、
誰
も
こ
の
文
の
意
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

な
お
本
稿
引
用
の
資
料
は
、
す
べ
て
筆
者
の
責
任
に
お
い
て
読
み
下
し
て
あ
る
。
読
み
間
違
い
等
は
ご
教
示
頂
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

(2
)

こ
れ
に
い
わ
ゆ
る
『
御
手
印
縁
起
』
を
加
え
て
五
種
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
な
扱
い
に
し
た
が
っ
て
四
種
と
し
て
お
く
。
な
お
『
御
遺
告
』
本
文
は
旧
『
弘
法
大
師
全
集
』
あ
る

い
は
、
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
の
引
用
は
『
伝
全
集
』
に
し
た
が
っ
た
。

(3
)

『
御
遺
告
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
白
井
優
子
『
空
海
伝
説
の
形
成
と
高
野
山
』
、
武
内
孝
善
「
御
遺
告
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
十
三
（
二
）
、
一
九
九

五
）
、
拙
稿
「
丹
生
都
比
売
小
考
」
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
八
、
一
九
九
一
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』
を
最
初
と
す
る
こ
と
は
、
上
山
春
平
氏
を
除
け
ば
お
お
む
ね
諸
氏

の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(4
)

「
避
蛇
法
」
は
小
野
流
に
お
い
て
は
「
ひ
ゃ
く
じ
ゃ
ほ
う
」
と
訓
ん
だ
。
と
き
に
「
白
蛇
法
」
と
書
く
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

(5
)

高
野
山
大
学
寄
託
真
別
処
蔵
『
御
遺
告
七
箇
秘
法
』
。
た
だ
し
こ
の
本
は
錯
帖
が
あ
っ
て
、
同
じ
く
真
別
処
蔵
の
『
御
遺
告
秘
決
』
と
後
半
部
分
が
そ
っ
く
り
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。

(6
)

『
御
遺
告
釈
疑
鈔
』
（
「
続
真
言
宗
全
書
」
第
二
六
巻
）
。

(7
)

『
秘
鈔
問
答
』
第
十
三
（
大
正
七
九
・
五
一
九
）
。
な
お
こ
の
鳥
羽
の
宝
蔵
の
如
意
宝
珠
に
つ
い
て
は
、
村
山
修
一
「
如
意
宝
珠
と
神
道
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』
二
七
一
、
一
九
八
三
）
、
お

よ
び
阿
部
泰
郎
「
宝
珠
と
王
権
」
（
岩
波
講
座
・
東
洋
思
想
『
日
本
思
想
２
』
一
九
八
九
）
等
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(8
)

『
金
沢
文
庫
古
文
書
』
仏
事
編
、
文
書
№

(9
)

如
法
尊
勝
法
・
如
法
愛
染
法
に
つ
い
て
は
、
上
田
霊
城
『
真
言
密
教
事
相
概
説
－諸
尊
法
・
潅
頂
部
－』
上
・
下
巻
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
〇
）
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

(10
)

『
宀
一
山

山
階
寺
寛
継
法
橋
』
は
金
沢
文
庫
テ
ー
マ
展
図
録
「
称
名
寺
の
新
発
見
資
料
」
（
一
九
九
四
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(11
)

『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
十
巻
（
六
大
新
報
社
、
一
九
三
五
）
「
大
師
弟
子
伝
」
巻
上
所
収
。

(12
)

『
智
証
大
師
全
集
』
下
巻
（
園
城
寺
事
務
所
、
一
九
一
八
。
復
刻
版
は
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七
八
）
。

(13
)

堅
恵
の
事
跡
に
つ
て
は
、
西
田
長
男
「
室
生
龍
穴
神
社
お
よ
び
室
生
寺
の
草
創
」
（
『
日
本
神
道
史
研
究
』
中
世
編
（
上
）
、
講
談
社
、
一
九
七
八
）
、
小
山
田
和
夫
『
智
証
大
師
円
珍
の
研



(14
)

九
六
年
八
月
に
開
か
れ
た
「
金
沢
文
庫
の
中
世
神
道
資
料
」
展
に
お
い
て
、
参
考
展
示
さ
れ
た
『
神
鏡
被
奉
崇
事
（
仮
題
）
』
の
半
折
の
裏
側
に
『
宀
一
山
龍
穴
安
置
舎
利
事
』
な
る
伝
授
が
書

か
れ
て
い
た
。

(15
)

成
田
山
図
書
館
蔵
『
宀
一
山
秘
密
伝
記
』
。

(16
)

『
宀
一
秘
記
』
（
「
大
日
本
仏
教
全
書
」
第
一
一
九
巻
）
。

(17
)

『
早
稲
田
大
学
荻
野
研
究
室
収
集
文
書
』
上
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

）
。

(18
)

こ
の
両
書
に
つ
い
て
は
、
門
屋
温
・
伊
藤
聡
「
空
海
高
宮
入
定
関
係
資
料
に
つ
い
て
」
（
『
論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』
二
、
一
九
九
三
）
、
伊
藤
聡
「
天
照
太
神
・
空
海
同
体
説
を
巡
っ
て
」

（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
十
二
、
一
九
九
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(19)

『
神
性
東
通
記
』
で
は
「
奥
院
」
は
「
ア
フ
イ
ン
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
「
お
く
の
い
ん
」
で
は
な
く
「
お
う
い
ん
」
と
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
墓
廟
と
い
う
性
格
か
ら
し
て
も

そ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

(20
)

こ
の
最
極
秘
説
の
部
分
を
載
せ
る
伝
本
自
体
少
な
い
う
え
に
、
す
で
に
伊
藤
聡
「
天
照
太
神
・
空
海
同
体
説
を
巡
っ
て
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
載
せ
る
も
の
も
誤
脱
が
多
く
、
書
写
者

が
意
味
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
唯
一
吉
原
浩
人
氏
架
蔵
の
『
両
宮
深
秘
心
御
柱
極
秘
口
決
』
の
み
が
ほ
ぼ
正
し
い
内
容
を
伝
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
は
吉
原
本
に
よ
っ

た
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
一
九
九
六
年
九
月
に
行
わ
れ
た
説
話
文
学
会
例
会
（
於
早
稲
田
大
学
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
神
祇
書
と
説
話
」

に
お
け
る
報
告
に
訂
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
貴
重
な
資
料
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
・
高
野
山
大
学
図
書
館
・

成
田
山
図
書
館
、
お
よ
び
吉
原
浩
人
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

- 15 -

究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
）
、
仲
尾
俊
博
「
円
修
と
円
珍
（
上
・
下
）
」
（
『
金
沢
文
庫
研
究
』

、
一
九
七
五
）
に
詳
し
い
。


