
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

︱
巻
二
十
第
十
一
﹁
竜
王
為
天
狗
被
取
語
﹂
考

︱

嶋

中

佳

輝

は
じ
め
に

﹃
今
昔
物
語
集①

﹄
は
平
安
時
代
の
院
政
期
に
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
で
あ
る
︒

﹃
今
昔
﹄
に
は
編
纂
意
図
を
著
す
序
文
や
跋
文
が
存
在
し
な
い
た
め
︑
編
者
に

よ
る
編
纂
の
意
図
と
目
的
は
直
接
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら

﹃
今
昔
﹄
は
構
成
や
表
現
の
観
点
か
ら
︑
雑
纂
で
は
な
く
緊
密
な
編
纂
意
識
の

存
在
が
想
定
で
き
る
︒

さ
て
︑﹃
今
昔
﹄
に
は
﹁
天
狗
説
話
﹂
と
言
わ
れ
る
説
話
群
が
存
在
す
る②

︒

天
狗
が
出
現
す
る
説
話
が
説
話
群
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
一
部
分
に
集
中
し
て
存

在
す
る
説
話
集
は
﹃
今
昔
﹄
の
み
で
あ
り
︑﹁
天
狗
説
話
﹂
の
存
在
は
﹃
今
昔
﹄

が
仏
教
説
話
集
と
し
て
成
り
立
つ
上
で
編
纂
意
図
や
説
話
集
と
し
て
の
性
格
の

解
明
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
︒
こ
の
﹁
天
狗
説
話
﹂
が
﹃
今
昔
﹄
本
朝

仏
法
部
で
あ
る
巻
二
十
に
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
森
正
人
氏
に
明
瞭
か

つ
詳
細
な
考
察
が
あ
る
︒

本
朝
篇
仏
法
部
が
︑
日
本
の
仏
教
に
関
す
る
一
切
の
事
象
を
体
系
的
に

記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
に
︑
反
仏
法
的
存
在
を
も
仏
法

の
秩
序
の
う
ち
に
組
み
こ
み
︑
仏
法
の
論
理
に
よ
っ
て
統
御
し
よ
う
と
す

る
関
係
が
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
天
狗
は
反
仏
法
的
存
在
に
は
違

い
な
い
が
︑
仏
法
の
体
系
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
︒
周
縁
の
存
在
で
あ

り
異
端
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
︑
仏
や
法
や
僧
の
中
心
性
や
正
統
性
を
支

え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
天
狗
説
話
群
が
仏
法
部
の
組
織
上
に
与
え
ら
れ
た

位
置
は
︑
天
狗
の
周
縁
的
異
端
的
性
格
と
ま
さ
し
く
対
応
し
て
い
る
︒
こ

う
し
て
反
仏
法
的
存
在
を
仏
法
の
論
理
を
も
っ
て
統
御
す
る
営
為
を
通
し

て
︑
逆
に
仏
法
の
正
統
性
が
確
認
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う③

︒

本
論
は
こ
の
理
解
に
従
い
︑
ま
ず
﹁
天
狗
説
話
﹂
を
反
仏
法
的
存
在
の
説
話

で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
い
︒
た
だ
し
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
﹁
天

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

一



狗
説
話
﹂
が
反
仏
法
的
存
在
で
あ
る
天
狗
を
語
る
説
話
群
で
あ
り
︑
仏
法
部
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
仏
教
説
話
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
と

言
え
る
︒
こ
の
問
題
を
調
べ
る
た
め
に
本
論
で
は
︑
天
狗
説
話
の
一
つ
で
あ
る

巻
二
十
第
十
一
﹁
竜
王
為
天
狗
被
取
語④

﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
巻
二
十
第
十
一
は

次
の
よ
う
な
説
話
で
あ
る⑤

︒

昔
︑
讃
岐
国
に
弘
法
大
師
が
そ
の
国
の
民
の
た
め
に
築
い
た
︑
万
能
池

と
い
う
池
が
あ
っ
た
︒
こ
の
池
は
広
大
で
竜
の
住
処
と
も
な
っ
て
い
た
︒

あ
る
と
き
そ
の
池
の
竜
が
日
光
浴
の
た
め
に
﹁
小
蛇
﹂
の
姿
で
池
か
ら
出

る
と
︑
近
江
国
比
良
山
の
天
狗
が
変
じ
た
﹁
鵄
﹂
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
っ

た
︒
竜
は
強
い
と
は
い
え
︑
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
何
も
で
き
ず
︑
天
狗

に
食
べ
ら
れ
る
こ
と
は
免
れ
た
も
の
の
比
良
山
の
洞
窟
に
幽
閉
さ
れ
︑
水

が
な
い
の
で
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
︑
死
を
待
つ
ば
か
り
の
状
態
で
四
︑
五

日
が
た
っ
た
︒

こ
の
間
︑
天
狗
は
比
叡
山
の
僧
を
さ
ら
お
う
と
思
い
︑
北
谷
で
水
瓶
を

持
っ
て
い
た
僧
を
ま
ん
ま
と
さ
ら
っ
て
︑
竜
と
同
じ
く
洞
窟
に
閉
じ
込
め

た
︒
竜
が
一
滴
で
も
水
が
あ
れ
ば
力
を
発
揮
で
き
る
と
訴
え
る
と
︑
僧
は

持
っ
て
い
た
水
瓶
に
残
る
一
滴
の
水
を
与
え
た
︒
竜
は
力
を
取
り
戻
し

﹁
小
童
ノ
形
﹂
と
な
っ
て
僧
を
背
負
い
比
叡
山
ま
で
届
け
た
︒
坊
の
人
々

は
僧
の
話
を
聞
き
驚
い
た
︒
そ
の
後
︑
竜
は
京
で
﹁
荒
法
師
﹂
の
姿
に
な

っ
て
い
た
天
狗
を
見
つ
け
出
し
︑
蹴
り
殺
し
た
︒
天
狗
は
翼
の
折
れ
た

﹁
屎
鵄
﹂
と
な
り
踏
ま
れ
た
︒

竜
が
僧
の
徳
に
よ
り
命
を
長
ら
え
︑
僧
は
竜
の
力
で
山
に
帰
っ
た
︒

﹁
前
生
ノ
機
縁
﹂
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
話
は
さ
ら
わ
れ
た
僧
が
語
っ
た
こ
と
を
語
り
継
い
で
伝
え
た
も
の

で
あ
る
︒

さ
て
︑
本
話
は
諸
注
釈
書
に
よ
っ
て
出
典
未
詳
と
さ
れ
︑
同
話
・
類
話
の
類

と
し
て
も
後
代
の
室
町
時
代
に
成
立
の
﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
が
指
摘
さ
れ
る
に
留

ま
る⑥

︒
た
だ
︑﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
は
稚
児
物
語
で
あ
り
︑
本
話
と
の
類
似
性
は

﹁
天
狗
が
僧
を
さ
ら
い
幽
閉
す
る
﹂
と
い
っ
た
話
柄
の
共
通
性
に
す
ぎ
な
い
︒

つ
ま
り
︑
諸
注
釈
書
に
お
い
て
類
話
と
指
摘
さ
れ
る
﹃
秋
夜
長
物
語
﹄
と
の
比

較
に
よ
っ
て
本
話
を
仏
教
説
話
と
し
て
分
析
で
き
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で

あ
る
︒

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
こ
の
説
話
は
﹁
天
狗
説
話
﹂
の
中
で
独
自
に
生
み

出
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
さ
ら
に
﹃
今
昔
﹄
全
体
に
お
い
て
も
独

自
の
説
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
僧
が
登
場
す
る
も
の
の
天
狗

を
倒
す
主
体
は
竜
と
い
う
︑
僧
と
は
別
の
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
︒
他
の
天
狗
説

話
で
は
仏
法
が
天
狗
を
撃
退
す
る
構
成
を
と
る
の
が
一
般
的
で
あ
う
の
に
対
し

て
︑
本
話
は
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
か
ら
外
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
本
話
を
﹃
今
昔
﹄
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
か
を

探
る
こ
と
は
︑﹃
今
昔
﹄
の
編
纂
意
図
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

二



え
ら
れ
る
︒

第
一
章

本
話
の
天
狗
説
話
の
中
の
位
置

﹃
今
昔
﹄
の
構
成
論
と
し
て
は
︑
国
東
文
麿
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
﹁
二

話
一
類
様
式
﹂
が
著
名
で
あ
る
︒

本
集
の
中
で
︑
相
並
ん
で
存
在
す
る
二
説
話
の
間
に
は
︑
そ
の
他
の
説

話
に
比
し
て
一
段
と
濃
い
類
似
的
近
縁
的
性
格
が
見
出
さ
れ
る
が
︑
そ
れ

は
︑
こ
の
二
話
の
お
の
お
の
の
説
話
中
の
事
件
と
か
︑
人
物
・
事
物
・
場

所
な
ど
が
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
︑
逆
に
い
え
ば
︑
そ
の

二
説
話
は
こ
れ
ら
を
連
想
契
機
と
し
て
︑
一
括
し
て
置
か
れ
た
も
の
と
い

い
う
る
︒
そ
し
て
巻
初
よ
り
順
次
に
二
話
ず
つ
が
︑
あ
る
特
定
の
類
聚
意

識
︵
後
述
︶
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
説
話
群
の
中
で
︑
こ
の
よ
う
に
配
列

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
ま
た
そ
の
一
括
さ
れ
た
二
話
と
次
の
二
話
の

間
に
も
︑
何
ら
か
の
連
想
契
機
が
は
た
ら
い
て
い
る
︒
し
か
も
そ
れ
は
︑

二
話
を
一
括
し
て
い
る
契
機
に
比
し
て
連
想
性
が
稀
薄
で
あ
り
部
分
的
形

式
的
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
全
話
が
同
じ
よ
う
な
連
想
的
転
回
を
し
て
い
る

と
は
見
ら
れ
ず
︑
強
い
連
想
契
機
に
よ
っ
て
二
話
が
緊
密
に
一
括
さ
れ
︑

そ
れ
が
さ
ら
に
些
少
の
契
機
を
求
め
て
次
の
二
話
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
︑

つ
ま
り
二
話
ず
つ
が
連
鎖
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
話
一

類
様
式
が
本
集
説
話
展
開
に
全
面
的
に
指
摘
し
う
る
典
型
的
様
式
で
あ
る⑦

︒

国
東
氏
は
さ
ら
に
天
狗
説
話
に
対
し
て
も
二
話
一
類
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ

の
見
解
に
よ
っ
て
国
東
氏
の
考
察
か
ら
天
狗
説
話
に
関
わ
る
部
分
を
抽
出
す
る

と
︑
本
話
の
二
話
一
類
を
な
す
﹁
連
想
契
機
﹂
は
次
の
よ
う
に
な
る⑧

︒

11

天
狗
︑
僧
を
さ
ら
い
︑
比
良
山
に
飛
び
行
き
洞
窟
に
と
じ
こ
め
る
が
︑

僧
は
竜
に
助
け
ら
れ
て
自
坊
に
帰
る
︒

12

天
狗
︑
僧
を
だ
ま
し
︑
弥
陀
の
迎
え
と
思
わ
せ
て
連
れ
て
飛
び
去
り
︑

山
中
の
木
の
上
に
縛
り
つ
け
る
が
︑
僧
た
ち
に
助
け
ら
れ
て
自
坊
に
帰

る
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
国
東
氏
は
両
説
話
の
共
通
点
を
﹁
天
狗
が
僧
を
誘
拐
し
て

拘
束
す
る
が
︑
助
け
ら
れ
る
﹂
と
見
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
私
見
に
よ
れ
ば
︑
本
話
を
構
成
す
る
事
項
を
抽
出
す
る
と
︑

﹁
万
能
ノ
池
﹂
の
竜
が
︑
小
蛇
と
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
鵄
と
化
し
た
比

良
山
の
天
狗
に
浚
わ
れ
る
︒

比
良
山
の
天
狗
が
︑
水
が
め
を
持
っ
て
い
た
比
叡
山
の
僧
を
浚
う
︒

僧
は
︑
幽
閉
さ
れ
た
洞
窟
に
竜
に
見
つ
け
︑
水
を
与
え
る
︒

竜
は
力
を
取
り
戻
し
︑
﹁
小
童
﹂
に
変
じ
て
僧
を
背
負
っ
て
脱
出
し
比
叡

山
に
送
り
届
け
る
︒

竜
は
︑
京
で
﹁
荒
法
師
﹂
と
な
っ
て
い
た
天
狗
を
蹴
り
殺
し
︑
天
狗
は
屎

鵄
と
な
っ
て
し
ま
う
︒

で
あ
る
︒
こ
こ
で
国
東
氏
の
﹁
二
話
一
類
様
式
﹂
の
理
解
に
従
っ
て
︑
本
話
の

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

三



次
に
位
置
す
る
巻
二
十
第
十
二
﹁
伊
吹
山
三
修
禅
師
得
天
宮
迎
語⑨

﹂
を
参
照
す

る
こ
と
に
す
る
︒
こ
の
説
話
を
構
成
す
る
事
項
を
抽
出
す
る
と
︑

伊
吹
山
に
三
修
と
い
う
念
仏
者
が
お
り
︑
阿
弥
陀
仏
来
迎
の
予
告
を
受
け

た
︒

指
定
さ
れ
た
日
時
に
阿
弥
陀
来
迎
が
あ
り
︑
聖
人
を
迎
え
て
去
っ
て
行
っ

た
︒

そ
の
後
下
僧
が
奥
の
山
に
入
る
と
木
の
上
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
聖
人

を
発
見
し
連
れ
帰
っ
た
︒

聖
人
は
発
狂
し
て
お
り
数
日
後
に
亡
く
な
っ
た
︒

﹁
智
恵
﹂
が
な
い
た
め
に
こ
う
し
て
天
狗
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
︒

で
あ
る
︒
こ
う
し
て
見
る
と
︑
両
話
の
事
項
か
ら
共
通
す
る
話
型
は
見
出
し
が

た
く
思
え
る
が
︑
天
狗
の
行
動
に
着
目
す
れ
ば
︑
確
か
に
﹁
天
狗
が
僧
を
さ
ら

い
拘
束
す
る
﹂
と
い
う
点
は
国
東
氏
の
い
う
重
要
な
﹁
連
想
契
機
﹂
で
あ
る
と

首
肯
で
き
る
︒

た
だ
し
︑﹁
助
け
ら
れ
る
﹂
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
巻
二
十
第
十
二
で
は

聖
人
は
死
に
﹁
智
恵
﹂
が
な
い
こ
と
が
責
め
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
肯
定
的
な
意

味
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
両
話
を
結
び
つ
け
る
点
は
︑
天
狗
が

僧
を
さ
ら
う
と
い
う
反
仏
教
的
行
動
に
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
の
反
仏
教
的
行
動
へ

の
対
処
で
結
末
に
明
暗
を
分
け
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
隣
り
合
う
二
話
に
同
じ
反
仏
教
的
行
動
と
異
な
る
結
末
を
持
た

せ
る
傾
向
は
他
の
天
狗
説
話
で
も
指
摘
で
き
る
︒
例
え
ば
︑

第
一
：
仏
道
を
妨
害
す
る
た
め
︑
日
本
に
外
国
の
天
狗
が
飛
来
す
る
↓
天

狗
は
改
心
し
生
ま
れ
変
わ
っ
て
僧
と
な
る

第
二
：
仏
道
を
妨
害
す
る
た
め
︑
日
本
に
外
国
の
天
狗
が
飛
来
す
る
↓
天

狗
は
打
倒
さ
れ
︑
改
心
し
な
い

第
九
：
天
狗
の
外
術
が
人
を
引
き
付
け
る
↓
刀
で
外
術
を
打
倒
す
る

第
十
：
天
狗
の
外
術
が
人
を
引
き
付
け
る
↓
三
宝
に
違
え
て
外
術
を
習
得

す
る

な
ど
で
あ
る
︒

そ
こ
で
改
め
て
︑
天
狗
説
話
群
に
つ
い
て
並
び
あ
う
二
話
を
意
識
す
る
こ
と

で
︑
話
中
の
反
仏
法
的
行
動
の
種
類
に
共
通
性
が
見
え
て
く
る
︒

第
一
・
第
二
：
外
国
の
天
狗
が
仏
道
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る

第
三
・
第
四
：
天
狗
が
仏
道
を
騙
る

第
五
・
第
六
：
女
性
と
化
し
た
天
狗
が
僧
を
攻
撃
す
る

第
七
・
第
八
：
︵
第
八
が
欠
話
で
あ
る
た
め
不
明
︶

第
九
・
第
十
：
天
狗
の
外
術
が
行
わ
れ
る

第
十
一
・
第
十
二
：
天
狗
が
僧
を
さ
ら
う

こ
の
よ
う
に
天
狗
説
話
の
並
び
合
う
二
話
は
天
狗
の
反
仏
法
的
行
動
の
種
類

に
よ
っ
て
括
ら
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
そ
の
反
仏
法
的
行
動
へ
の
対
処
方
法
の
違

い
に
よ
っ
て
異
な
る
説
話
と
し
て
成
立
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ

﹃
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れ
よ
う
︒
よ
っ
て
︑
本
話
は
﹃
今
昔
﹄
の
編
纂
意
図
と
し
て
﹁
天
狗
が
僧
を
さ

ら
う
﹂
こ
と
を
取
り
上
げ
つ
つ
︑
天
狗
に
打
ち
勝
つ
説
話
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
︒

た
だ
し
︑
他
の
天
狗
説
話
が
天
狗
を
打
倒
す
る
方
法
と
し
て
主
に
加
持
祈
祷

を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
本
話
の
僧
は
験
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
な
い
︒

天
狗
は
直
接
的
に
は
竜
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
︑
そ
れ
は
結
語
に
お
い
て
﹁
前
生

ノ
機
縁
﹂
と
し
て
総
括
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
竜
の
性
格
と
﹁
機
縁
﹂
が
本
話
を

天
狗
説
話
と
し
て
規
定
す
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
︑
以
下
の
章
節
で
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

第
二
章

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
竜
の
性
格

第
一
節

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
竜
説
話

﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
竜
﹂
と
い
う
語
は
天
竺
部
に
十
六
例
︑
震
旦
部
に
五

例
︑
本
朝
仏
法
部
に
七
例
︑
本
朝
世
俗
部
に
一
例
の
用
例
が
あ
る
︒
天
竺
部
か

ら
順
に
見
て
い
く
こ
と
で
︑﹁
竜
﹂
の
性
格
を
把
握
し
た
い
︒

天
竺
部
で
竜
が
現
れ
る
説
話
の
標
題
と
簡
単
な
内
容
を
以
下
に
記
し
た
︒

�
巻
一
釈
迦
如
来
人
界
生
給
語
第
二
：
竜
王
︑
天
竜
八
部
が
釈
迦
の
誕
生

を
寿
い
だ
︒

�
巻
一
天
魔
擬
妨
菩
薩
成
道
語
第
六
：
天
竜
八
部
が
釈
迦
を
讃
え
た
︒
ま

た
︑﹁
天
魔
﹂
が
仏
道
成
就
を
妨
害
す
る
の
に
﹁
怖
シ
キ
形
﹂
と
し
て

﹁
竜
頭
﹂
を
用
い
た
︒

�
巻
二
仏
拝
卒
堵
波
給
語
第
四
：
王
妃
が
﹁
竜
神
﹂
に
子
供
が
出
来
る
こ

と
を
願
っ
た
︒

�
巻
二
婆
羅
奈
国
大
臣
願
子
語
第
二
十
五
：
王
が
大
臣
の
子
を
﹁
天
竜
カ

鬼
神
カ
﹂
と
尋
ね
た
︒

�
巻
三
新
竜
伏
本
竜
語
第
七
：
山
頂
の
池
に
住
む
竜
が
食
事
を
受
け
る
の

に
嫉
妬
し
た
小
沙
弥
は
自
ら
悪
竜
と
な
っ
て
竜
を
抹
殺
し
た
︑
そ
の
た

め
天
候
が
混
乱
し
︑
大
王
は
仏
舎
利
の
力
で
竜
を
婆
羅
門
に
戻
し
た
︒

�
巻
三
瞿
婆
羅
竜
語
第
八
：
王
に
叱
責
さ
れ
た
牛
飼
は
怨
み
の
心
を
起
こ

し
て
竜
と
化
し
︑
常
に
水
が
絶
え
な
い
洞
穴
に
籠
っ
て
︑
国
と
王
を
滅

ぼ
そ
う
と
企
ん
だ
︒
釈
迦
は
こ
の
竜
を
諭
し
て
︑
護
法
の
竜
と
な
し
た
︒

�
巻
三
竜
子
免
金
翅
鳥
難
第
九
：
竜
王
は
海
底
を
住
処
と
し
︑
金
翅
鳥
を

天
敵
と
し
て
い
た
︒
竜
王
は
仏
か
ら
も
ら
っ
た
袈
裟
で
我
が
子
を
隠
す

こ
と
で
金
翅
鳥
の
難
を
逃
れ
た
︒

�
巻
三
釈
種
成
竜
王
聟
語
第
十
一
：
戦
争
に
敗
れ
追
放
さ
れ
た
釈
迦
一
族

の
一
人
は
あ
る
池
に
住
む
竜
の
娘
と
結
婚
し
︑
竜
王
の
竜
宮
で
暮
ら
し

た
︒
釈
迦
一
族
の
男
は
後
に
地
上
に
戻
り
︑
竜
女
を
后
と
し
た
が
︑
竜

女
の
蛇
性
は
絶
え
な
か
っ
た
︒

�
巻
三
仏
入
涅
槃
給
語
入
棺
語
第
三
十
一
：
天
竜
八
部
も
釈
迦
の
入
滅
を

悲
し
ん
だ
︒
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�
巻
三
荼
毘
仏
御
身
語
第
三
十
四
：
仏
が
自
分
で
付
け
た
荼
毘
の
炎
は
竜

王
の
﹁
七
宝
ノ
瓶
﹂
の
﹁
無
量
ノ
香
水
﹂
で
も
消
し
得
な
か
っ
た
︒

�
巻
四
阿
育
王
殺
后
立
八
万
四
千
塔
語
第
三
：
阿
育
王
は
竜
宮
に
あ
る
仏

舎
利
を
望
ん
で
︑
鉄
網
で
海
底
の
竜
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
竜
王
に
圧

力
を
か
け
よ
う
と
し
た
︒
竜
王
は
怖
れ
て
仏
舎
利
を
譲
っ
た
︒

�
巻
四
天
竺
人
於
海
中
値
悪
竜
人
依
比
丘
教
免
害
語
第
十
三
：
暴
風
を
起

こ
し
商
船
を
沈
め
よ
う
と
し
た
竜
は
逆
に
舵
取
り
に
説
得
さ
れ
て
天
上

世
界
へ
の
転
生
を
得
た
︒

�
巻
四
天
竺
国
王
服
乳
成
瞋
擬
殺
耆
婆
語
第
三
十
一
：
眠
り
病
に
苦
し
む

王
は
母
后
が
大
蛇
に
犯
さ
れ
た
夢
を
見
て
生
ん
だ
﹁
竜
ノ
子
﹂
で
あ
っ

た
︒

�
巻
五
一
角
仙
人
被
負
女
人
従
山
来
王
城
語
第
四
：
雨
に
怒
っ
た
一
角
仙

人
は
雨
を
降
ら
す
竜
王
を
水
瓶
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
︒
王
は
五
百

人
の
美
女
で
仙
人
を
誘
惑
し
て
験
力
を
失
わ
せ
竜
を
解
放
へ
と
導
い
た
︒

�
巻
五
天
竺
国
王
美
菓
人
与
美
菓
語
第
十
六
：
池
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
美

果
は
竜
王
の
食
物
で
あ
っ
た
が
︑
竜
王
は
仏
法
を
聞
く
こ
と
を
条
件
に

王
へ
の
献
上
を
承
知
し
た
︒

�
巻
五
身
色
九
色
鹿
住
山
出
河
辺
助
人
語
第
十
八
：
川
に
溺
れ
た
男
は

﹁
山
神
・
樹
神
・
諸
天
・
竜
神
﹂
に
助
け
を
求
め
︑
鹿
︵
釈
迦
の
前
世
︶

に
助
け
ら
れ
た
︒

以
上
の
例
に
よ
る
と
︑
天
竺
部
の
﹁
竜
﹂
は
﹁
諸
天
﹂
に
並
び
称
さ
れ
る

﹁
天
竜
八
部
﹂
で
あ
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の

﹁
天
竜
八
部
﹂
の
よ
う
に
仏
教
の
世
界
観
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る
﹁
竜
﹂
を

﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂
と
呼
び
︑
こ
れ
が
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る

﹁
竜
﹂
の
中
心
に
位
置
す
る
と
見
な
し
た
い
︒

一
方
で
﹁
竜
﹂
に
は
蛇
身
と
い
う
性
格
が
あ
り
︑
こ
れ
は
巻
三
第
七
や
巻
三

第
八
︑
巻
三
第
十
一
︑
巻
四
第
十
三
に
よ
る
と
仏
教
に
お
い
て
悪
果
と
見
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
︒﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂
で
あ
る
か

を
問
わ
ず
︑
竜
に
は
水
や
嵐
と
深
く
関
わ
る
性
質
が
あ
る
︒

次
に
︑
震
旦
部
に
現
れ
る
﹁
竜
﹂
の
用
例
と
性
格
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

�
巻
六
玄
奘
三
蔵
天
竺
伝
法
帰
来
語
第
六
：
玄
奘
は
帰
路
の
信
度
河
︵
イ

ン
ダ
ス
川
︶
上
で
船
が
大
き
く
傾
き
︑
竜
王
が
変
じ
た
翁
が
現
れ
て
戒

日
王
か
ら
賜
っ
た
不
思
議
な
鍋
︵
中
に
食
べ
物
を
入
れ
る
と
病
気
に
な

ら
な
い
︶
を
欲
し
た
た
め
︑
鍋
を
河
に
投
げ
入
れ
て
事
な
き
を
得
た
︒

�
巻
十
秦
始
皇
在
咸
陽
宮
政
世
語
第
一
：
始
皇
帝
の
馬
は
﹁
竜
ノ
体
﹂
で

あ
っ
た
︒

�
巻
十
漢
高
祖
未
在
帝
王
時
語
第
二
：
漢
の
高
祖
の
父
親
は
竜
王
で
︑
高

祖
が
始
皇
帝
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
際
︑
樹
上
に
隠
れ
た
高
祖
を
守

護
し
た
︒

�
巻
十
高
祖
罰
項
羽
始
漢
代
為
帝
王
語
第
三
：
高
祖
が
白
い
蛇
を
殺
す
と
︑
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﹁
赤
い
竜
の
子
︵
高
祖
︶
が
白
い
竜
の
子
︵
項
羽
︶
を
殺
し
た
﹂
と
言

わ
れ
た
︒

�
巻
十
於
海
中
二
竜
戦
漁
師
射
殺
一
竜
得
玉
語
第
三
十
八
：
海
中
に
青
竜

と
赤
竜
が
戦
い
︑
青
竜
が
二
度
敗
れ
た
の
を
見
た
猟
師
は
矢
で
赤
竜
を

射
て
青
竜
の
勝
利
に
貢
献
し
た
︒
猟
師
は
青
竜
か
ら
玉
を
も
ら
い
︑
そ

の
後
裕
福
と
な
っ
た
︒

以
上
の
例
に
よ
る
と
︑
震
旦
部
の
﹁
竜
﹂
は
皇
帝
の
象
徴
と
し
て
の
性
格
が

強
い
︒﹃
今
昔
﹄
震
旦
部
は
︑
震
旦
に
お
け
る
﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す

る
竜
﹂
の
存
在
を
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

�
巻
十
一
弘
法
大
師
渡
宋
伝
真
言
教
帰
来
語
第
九
：
唐
の
都
で
弘
法
大
師

は
ボ
ロ
を
着
た
童
子
と
水
の
上
に
文
字
を
書
き
合
っ
た
︒
童
子
が

﹁
龍
﹂
の
右
上
の
点
を
除
い
て
書
く
と
︑
そ
の
文
字
は
水
の
上
に
流
れ

ず
残
り
続
け
た
︒
右
上
の
一
点
を
付
け
る
と
文
字
は
竜
王
と
な
っ
て
天

に
昇
っ
た
︒
童
子
は
文
殊
の
化
身
で
あ
っ
た
︒

�
巻
十
一
聖
武
天
皇
始
造
元
興
寺
語
第
十
五
：
天
竺
か
ら
弥
勒
像
を
盗
み

出
し
た
新
羅
の
宰
相
は
帰
路
の
船
中
︑
暴
風
雨
に
会
い
︑
像
の
眉
間
の

珠
を
海
中
に
投
げ
入
れ
る
と
竜
王
が
珠
を
掴
ん
だ
︒
宰
相
は
珠
を
取
り

戻
す
た
め
に
金
剛
般
若
経
を
書
写
し
︑
こ
の
功
徳
で
竜
を
蛇
道
の
苦
し

み
か
ら
救
い
︑
珠
を
返
し
て
も
ら
っ
た
が
︑
珠
の
光
だ
け
は
失
わ
れ
た

ま
ま
で
あ
っ
た
︒

�
巻
十
三
竜
聞
法
花
読
誦
依
持
者
語
降
雨
死
語
第
三
十
三
：
龍
苑
寺
の
僧

の
法
華
経
の
講
読
を
︑
人
の
形
と
な
っ
て
毎
日
聞
き
に
来
る
竜
は
旱
魃

を
救
う
た
め
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
雨
を
降
ら
せ
た
︒
僧
は
竜
を
丁

重
に
供
養
し
︑
そ
の
遺
言
に
沿
っ
て
寺
を
建
立
し
た
︒

�
巻
十
四
弘
法
大
師
修
請
雨
経
法
降
雨
語
第
四
十
一
：
弘
法
大
師
が
神
泉

苑
で
雨
乞
い
を
行
っ
て
い
る
と
︑
五
尺
の
蛇
が
現
れ
て
池
に
入
っ
て
い

っ
た
︒
大
師
は
こ
れ
を
天
竺
阿
耨
達
智
池
の
善
如
竜
王
で
あ
る
と
言
っ

た
︒
や
が
て
雨
雲
が
現
れ
て
︑
雨
が
降
っ
た
︒

�
巻
十
六
仕
観
音
人
行
竜
宮
得
富
語
第
十
五
：
観
音
信
仰
者
の
侍
は
捕
え

ら
れ
た
小
蛇
を
助
け
︑
池
の
ほ
と
り
に
放
し
て
や
っ
た
︒
す
る
と
そ
の

岐
路
に
あ
る
娘
が
現
れ
︑
池
の
中
の
竜
宮
に
侍
を
導
い
た
︒
侍
は
娘
の

父
親
の
竜
王
か
ら
も
て
な
し
を
受
け
︑
使
っ
て
も
減
ら
な
い
黄
金
の
餅

を
得
て
家
に
帰
り
︑
富
裕
を
得
た
︒

�
巻
十
九
於
鎮
西
武
蔵
寺
翁
出
家
語
第
十
二
：
道
祖
神
の
祠
で
︑
鬼
神
た

ち
が
﹁
明
日
武
蔵
国
で
新
し
い
仏
が
生
ま
れ
る
の
で
︑
梵
天
︑
帝
釈
天
︑

四
天
王
︑
竜
神
八
部
が
集
っ
て
い
る
﹂
と
噂
し
た
︒

�
巻
二
十
竜
王
為
天
狗
被
取
語
第
十
一
：
本
話

本
朝
仏
法
部
に
お
け
る
﹁
竜
﹂
は
雨
を
降
ら
せ
る
神
格
と
し
て
の
性
格
が
強

い
︒
巻
十
九
第
十
二
で
は
﹁
竜
神
八
部
﹂
の
用
例
が
あ
り
︑
巻
十
一
第
九
で
は

童
子
が
書
い
た
文
字
が
竜
王
と
化
す
が
︑
こ
の
説
話
の
舞
台
は
震
旦
で
あ
り
本

﹃
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物
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﹄
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狗
説
話
の
仏
教
性
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朝
に
生
息
す
る
﹁
竜
﹂
に
は
﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂
は
い
な
い
︒

た
だ
し
︑
巻
十
三
第
三
十
三
や
巻
十
四
第
四
十
一
の
よ
う
に
︑
僧
の
働
き
か

け
に
応
じ
て
自
ら
の
力
を
発
揮
し
︑
恵
み
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
︒

ま
た
︑
巻
十
三
第
三
十
三
や
巻
十
六
第
十
五
の
よ
う
に
人
間
と
相
対
す
る
際
に

人
間
の
姿
を
取
る
こ
と
が
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
︒
本
朝
仏
法
部
の
中
で
は
仏

教
世
界
の
一
部
を
な
す
神
格
と
言
う
よ
り
も
仏
教
と
共
存
し
︑
協
力
す
る
神
格

と
い
う
面
が
強
い
︒

本
朝
世
俗
部
に
お
け
る
﹁
竜
﹂
の
例
は
一
話
の
み
で
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

�
巻
第
二
十
四
忠
明
治
値
竜
者
語
第
十
一
：
使
い
に
出
た
滝
口
の
侍
が
重

病
に
か
か
っ
た
た
め
︑
医
師
忠
明
は
灰
の
中
に
埋
め
る
よ
う
指
示
し
た
︒

蘇
生
し
た
侍
は
夕
立
の
中
で
金
色
の
手
を
見
た
の
ち
前
後
不
覚
に
陥
っ

た
と
語
り
︑
忠
明
は
そ
れ
を
竜
の
体
を
見
た
の
だ
と
解
し
た
︒

本
朝
世
俗
部
で
の
こ
の
用
例
は
︑
夕
立
の
中
の
黄
金
の
手
が
竜
で
あ
る
と
︑

話
中
の
﹁
忠
明
﹂
が
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
︑
竜
そ
の
も
の
が
出
現
し
て
い
る

と
見
な
し
得
な
い
︒
夕
立
と
い
う
雨
か
ら
竜
が
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
こ

れ
ま
で
の
竜
の
性
格
に
通
じ
る
が
︑
竜
は
本
朝
世
俗
部
に
は
出
現
し
な
い
存
在

と
見
な
し
て
も
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

以
上
︑
簡
単
に
見
て
き
た
が
︑
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
そ
れ
ぞ
れ
の
部
立
て
に

お
い
て
﹁
竜
﹂
の
性
格
に
は
異
同
と
変
化
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
天
竺
に

は
﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂︑
震
旦
に
は
皇
帝
の
象
徴
と
し
て
の

竜
︑
本
朝
に
は
在
地
神
格
で
あ
り
な
が
ら
仏
教
に
帰
依
す
る
竜
が
存
在
し
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
有
様
が
異
な
る
︒
一
方
で
ど
の
竜
も
水
中
に
生
息
し
︑

雨
を
降
ら
せ
る
性
質
を
持
つ
の
は
共
通
し
て
い
る
︒
本
話
の
竜
も
基
本
的
に
は

本
朝
仏
法
部
に
お
け
る
竜
と
共
通
す
る
性
格
を
持
ち
︑
仏
教
に
恵
み
を
与
え
る

在
地
神
格
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
︒

第
二
節

本
話
の
竜
の
特
徴
に
お
け
る
仏
教
性

本
話
に
登
場
す
る
竜
は
︑
竜
と
し
て
は
仏
教
に
帰
依
す
る
在
地
神
格
と
言
え

る
︒
そ
の
上
で
さ
ら
に
本
話
の
竜
の
特
徴
を
次
に
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

�
｢万
能
ノ
池
﹂
を
住
処
と
し
て
い
る
こ
と

�
小
蛇
の
姿
と
な
る
こ
と

�
水
を
能
力
の
源
と
し
て
い
る
こ
と

�
小
童
の
形
を
取
る
こ
と

そ
こ
で
︑
こ
れ
ら
の
特
徴
を
以
下
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

﹁
万
能
ノ
池
﹂
は
本
話
の
中
に
﹁
其
池
ハ
︑
弘
法
大
師
ノ
︑
其
ノ
国
ノ
衆
生

ヲ
哀
ツ
レ
カ
為
ニ
築
給
ヘ
ル
池
也
︒
池
ノ
巡
リ
遥
ニ
広
シ
テ
︑
堤
ヲ
高
築
キ
巡

シ
タ
リ
︒
池
ナ
ド
ハ
︑
不
見
ズ
シ
テ
︑
海
ト
ゾ
見
エ
ケ
リ
︒
池
ノ
内
底
ヰ
無
ク

深
ケ
レ
バ
︑
大
小
ノ
魚
共
量
無
シ
︑
亦
竜
ノ
栖
ト
シ
テ
ゾ
有
ケ
ル
﹂
と
表
現
さ

れ
て
い
る
︒

﹁
万
能
ノ
池
﹂
は
満
濃
池
の
こ
と
で
あ
り
︑
巻
三
十
一
第
二
十
二
﹁
讃
岐
国

﹃
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狗
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満
農
池
頽
国
司
語
﹂
に
も
﹁
満
農
ノ
池
﹂
と
し
て
説
話
の
舞
台
と
し
て
登
場
す

る
が
︑
巻
三
十
一
第
二
十
二
中
に
も
﹁
高
野
ノ
大
師
ノ
︑
其
ノ
国
ノ
人
ヲ
哀
バ

ム
ガ
為
ニ
︑
人
ヲ
催
テ
築
給
ヘ
ル
池
也
︒
池
ノ
廻
リ
遥
ニ
遠
ク
テ
堤
高
カ
リ
ケ

レ
バ
︑
更
ニ
池
ト
ハ
不
思
エ
デ
︑
海
ナ
ド
ヽ
ゾ
見
ケ
ル
︒
広
サ
ハ
彼
方
幽
ナ
ル

程
ナ
レ
バ
︑
思
ヒ
可
遣
シ
﹂
と
い
う
表
現
が
見
え
︑
本
話
と
修
飾
辞
が
ほ
ぼ
同

じ
こ
と
が
わ
か
る
︒
満
濃
池
に
対
す
る
定
型
表
現
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
︒
池
で

は
な
く
海
に
も
見
え
る
ほ
ど
巨
大
と
い
う
点
は
竜
が
住
処
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
さ
を
持
た
せ
る
表
現
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
方
で
︑
弘
法
大
師
が
築
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
巻
三
十
一

第
二
十
二
が
国
司
の
欲
心
に
よ
っ
て
池
が
壊
れ
た
こ
と
を
︑
話
末
に
﹁
然
ル
止

事
無
キ
権
者
ノ
人
ヲ
哀
バ
ム
ト
テ
築
給
ヘ
ル
池
ヲ
失
タ
ラ
ム
ダ
ニ
︑
量
無
キ
罪

也
﹂
と
し
た
よ
う
に
仏
教
的
成
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
記
事
と
見
な
せ
る
︒

﹃
今
昔
﹄
に
弘
法
大
師
が
登
場
す
る
説
話
は
多
く
な
い
が⑩

︑
前
述
し
た
巻
十
四

第
四
十
一
に
も
弘
法
大
師
が
雨
乞
い
の
末
に
竜
王
で
あ
る
蛇
が
現
れ
︑
雨
が
降

っ
た
と
い
う
例
が
あ
り
︑
直
接
の
関
係
で
は
な
い
が
︑
本
話
の
竜
に
は
仏
教
性

の
強
い
土
地
が
背
景
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
︒

小
蛇
の
姿
を
取
る
こ
と
も
︑
蛇
が
持
つ
悪
果
な
ど
の
仏
教
的
な
負
の
印
象
に

由
来
す
る
と
言
う
よ
り
も
︑
巻
十
四
第
四
十
一
や
巻
十
六
第
十
五
の
事
例
の
よ

う
に
神
格
と
し
て
の
一
形
態
で
あ
る
こ
と
を
﹃
今
昔
﹄
が
重
視
し
た
ゆ
え
の
表

現
と
見
ら
れ
る⑪

︒

﹃
今
昔
﹄
で
の
竜
が
︑
水
中
に
生
息
す
る
な
ど
水
に
深
く
関
わ
る
存
在
で
あ

る
こ
と
は
︑
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
水
が
な
け
れ
ば
竜
と
し
て

の
力
を
発
揮
で
き
な
い
の
は
︑
そ
も
そ
も
他
の
竜
に
水
が
絶
た
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
ま
り
起
こ
り
得
な
い
の
も
あ
り
︑
本
話
に
特
有
の
現
象
と
も
言
い
得
る
︒

こ
れ
に
も
っ
と
も
近
い
事
例
は
巻
五
一
角
仙
人
被
負
女
人
従
山
来
王
城
語
第

四
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
一
角
仙
人
に
よ
っ
て
竜
王
が
水
瓶
に
閉
じ
込
め
ら
れ

﹁
狭
ク
破
無
ク
テ
動
キ
モ
不
為
ヌ
ニ
極
テ
侘
シ
ケ
レ
ド
モ
︑
聖
人
ノ
極
テ
貴
キ

威
力
ニ
依
テ
可
為
キ
方
無
シ
﹂
と
な
る
︒
本
話
で
は
﹁
狭
キ
洞
ノ
可
動
ク
モ
非

ヌ
所
ニ
打
籠
置
ツ
レ
バ
︑
竜
狭
ク
□
破
無
ク
シ
テ
居
タ
リ
︒
一
渧
ノ
水
モ
無
バ
︑

空
モ
翔
ル
事
モ
無
シ
﹂
と
あ
り
表
現
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

﹁
小
童
﹂
に
つ
い
て
は
︑
他
の
﹁
天
狗
説
話
﹂︑
例
え
ば
巻
二
十
第
二
で
は

﹁
童
部
﹂
が
︑
あ
る
い
は
巻
二
十
第
三
で
は
﹁
小
童
部
﹂
が
天
狗
を
直
接
打
ち

の
め
す
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

天
狗
は
加
持
祈
祷
や
﹁
智
恵
﹂
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
天
狗

を
物
理
的
に
打
倒
す
る
の
は
﹁
童
﹂
の
役
割
な
の
で
あ
り
︑
本
話
の
﹁
小
童
﹂

も
こ
れ
を
受
け
た
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

以
上
よ
り
︑
本
話
の
竜
の
特
徴
は
︑
い
ず
れ
も
﹃
今
昔
﹄
の
他
の
説
話
と
対

照
可
能
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
︒
本
話
の
竜
に
ま
つ
わ
る
表
現

は
﹃
今
昔
﹄
が
︑
本
話
を
﹁
天
狗
説
話
﹂
と
す
る
た
め
に
整
え
た
表
現
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
本
話
の
竜
は
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
で
は
な
い

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性
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神
格
で
あ
る
が
︑
表
現
に
よ
っ
て
仏
教
世
界
と
関
係
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
︒

第
三
章

前
生
ノ
機
縁

以
上
の
章
段
で
﹃
今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
竜
﹂
と
本
話
に
お
け
る
竜
の
性
格
を

明
ら
か
に
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
本
話
の
竜
は
﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る

竜
﹂
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
︑
仏
教
性
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
︒﹃
今
昔
﹄

は
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
し
て
い
な
い
﹁
竜
﹂
を
︑
天
狗
を
倒
す
主
体
に
仕

立
て
る
に
あ
た
り
︑
表
現
に
仏
教
性
を
持
た
せ
て
い
る
と
言
い
得
る
︒

一
方
で
︑
そ
も
そ
も
天
狗
は
反
仏
教
存
在
で
あ
り
︑
構
成
か
ら
見
る
と
本
話

は
天
狗
が
僧
を
さ
ら
う
と
い
う
反
仏
教
行
為
を
語
る
の
に
主
眼
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
︑
僧
と
実
際
に
天
狗
を
打
ち
倒
す
竜
と
の
関
係
性
も
ま
た
本
話
が
﹁
天
狗

説
話
﹂
た
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
︒
こ
の
関
係
性
を
示
す
の
が
本

話
の
末
尾
に
言
う
﹁
竜
ハ
僧
ノ
徳
ニ
依
テ
命
ヲ
存
シ
︑
僧
ハ
竜
ノ
力
ニ
依
テ
山

ニ
返
ル
︒
此
モ
皆
前
生
ノ
機
縁
ナ
ル
ベ
シ
﹂
と
い
う
一
文
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は

僧
と
﹁
竜
﹂
の
互
恵
的
関
係
性
が
﹁
前
生
ノ
機
縁
﹂
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い

る
︒﹃

今
昔
﹄
に
お
け
る
﹁
機
縁
﹂
は
本
朝
部
に
の
み
現
れ
る
語
彙
で
︑
仏
法
部

に
一
〇
例
︑
世
俗
部
に
四
例
が
見
ら
れ
る
︒
元
々
は
仏
教
語
で
あ
る
が
︑
仏
教

説
話
集
で
あ
る
﹃
今
昔
﹄
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
多
用
さ
れ
る
語
彙
で
は
な
い
︒

用
例
と
そ
の
中
で
の
意
味
を
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

�

其
ノ
後
︑
深
ク
前
生
ノ
宿
業
ヲ
恥
テ
︑
其
ノ
所
ヲ
出
デ
ヽ
︑
機
縁
有
ル
所

ヲ
尋
テ
跡
ヲ
留
メ
テ
︑
日
夜
ニ
法
花
経
ヲ
誦
シ
テ
︑
六
根
ノ
罪
障
ヲ
懺
悔
ス
︒

︵
巻
十
四
第
二
十
一
︶
：
前
世
に
犬
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
永
慶
聖
人
は

﹁
ゆ
か
り
﹂
の
あ
る
土
地
を
探
し
た
︒

�

聖
人
機
縁
深
ク
在
マ
シ
テ
︑
今
此
ノ
家
ニ
来
リ
宿
リ
給
︒︵
巻
十
五
第
三

十
︶
：
肉
食
を
行
う
薬
延
が
法
華
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
往
生
す
る
場
に
居
合

わ
せ
た
﹁
ゆ
か
り
﹂
を
言
う
︒

�

我
レ
祖
子
ノ
機
縁
深
ク
シ
テ
︑
来
リ
値
テ
念
仏
ヲ
勧
メ
テ
︑
道
心
ヲ
発
シ

テ
念
仏
ヲ
唱
ヘ
テ
失
セ
給
ヒ
ヌ
レ
バ
︑
往
生
ハ
疑
ヒ
無
シ
︒︵
巻
十
五
第
三

十
九
︶
：
親
子
の
縁
が
尼
君
の
往
生
へ
と
導
い
た
こ
と
を
い
う
︒

�

必
ズ
極
楽
ニ
可
往
生
キ
機
縁
有
ケ
リ
﹂
ト
云
テ
︑
︵
巻
十
五
第
五
十
二
︶
：

若
い
こ
ろ
の
経
験
が
往
生
へ
と
導
い
た
こ
と
を
言
う
︒

�

妻
ノ
常
ニ
云
ヒ
ツ
ル
様
ニ
︑
機
縁
ノ
不
御
ザ
リ
ケ
ル
也
﹂
ト
哀
レ
ニ
思
テ
︑

︵
巻
十
六
第
二
十
九
︶
：
前
世
の
果
報
が
存
在
し
た
こ
と
を
言
う
︒

�

然
バ
︑
出
家
皆
機
縁
有
ル
事
也
︒︵
巻
十
九
第
一
︶
：
結
語
の
一
部
で
出
家

の
根
本
を
説
く
︒

�

此
レ
モ
機
縁
ニ
依
テ
出
家
シ
テ
此
ク
他
国
ニ
テ
モ
被
貴
ル
ヽ
也
ケ
リ
ト
語

リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
︒︵
巻
十
九
第
二
︶
：
結
語
の
一
部
で
出
家
の
根
本
を
説
く
︒

	

此
レ
ヲ
思
フ
ニ
︑
出
家
ハ
皆
機
縁
有
ル
事
ト
ハ
云
ヒ
乍
︑
子
ノ
源
賢
ガ
心

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性
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ハ
極
テ
難
有
ク
貴
シ
︒︵
巻
十
九
第
四
︶
：
結
語
の
一
部
で
出
家
の
根
本
を
説

く
︒




出
家
ハ
︑
于
今
始
ヌ
機
縁
有
ル
事
也
︒︵
巻
十
九
第
五
︶
：
結
語
の
一
部
で

出
家
の
根
本
を
説
く
︒

10

此
モ
皆
前
生
ノ
機
縁
ナ
ル
ベ
シ
︒︵
巻
二
十
第
十
一

当
該
話
︶

11

家
主
ニ
︑
此
ク
機
縁
深
ク
シ
テ
︑
行
キ
合
ヘ
ル
事
ヲ
悲
ム
デ
︑
惜
ム
事
無

ク
シ
テ
許
シ
テ
ケ
リ
︒︵
巻
二
十
六
第
一
︶
：
一
度
は
離
れ
た
親
子
が
再
会
し

た
不
思
議
さ
を
説
く
︒

12

此
ヲ
思
フ
ニ
︑
前
生
ノ
機
縁
有
テ
コ
ソ
ハ
︑
其
七
人
ノ
者
共
︑
其
島
ニ
行

住
︑
其
孫
于
今
其
島
有
ラ
ン
︒︵
巻
二
十
六
第
九
︶
：
無
人
島
に
流
さ
れ
つ
つ

も
そ
こ
で
自
足
し
た
不
思
議
さ
を
説
く
︒

13

是
モ
前
世
ノ
機
縁
有
事
ニ
コ
ソ
ハ
有
ラ
メ
ト
ナ
ン
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
也
︒

︵
巻
二
十
六
第
十
三
︶
：
思
い
が
け
ず
財
産
を
得
た
不
思
議
さ
を
説
く
︒

14

其
ノ
後
︑
鞍
馬
山
ト
云
フ
所
ニ
深
ク
籠
居
テ
︑
艶
ズ
行
ヒ
ケ
ル
ニ
︑
前
生

ノ
機
縁
ヤ
深
カ
リ
ケ
ム
︑
常
ニ
彼
ノ
病
者
ノ
有
様
ノ
思
ヒ
被
出
テ
︑
心
ニ
懸

リ
恋
シ
ク
思
エ
ケ
レ
バ
︑︵
巻
三
十
第
三
︶
：
僧
と
恋
に
落
ち
た
不
思
議
さ
を

説
く
︒

こ
の
よ
う
に
見
る
と
﹁
機
縁
﹂
は
巻
ご
と
に
よ
っ
て
︑
用
法
に
特
徴
が
あ
る
︒

す
な
わ
ち
﹁
機
縁
﹂
は
︑
霊
験
を
説
く
巻
十
五
︑
巻
十
六
で
は
往
生
へ
の
導

き
を
説
明
す
る
言
葉
と
し
て
︑
ま
た
巻
十
九
の
出
家
説
話
の
結
語
で
は
出
家
へ

の
導
き
の
言
葉
と
し
て
︑
ま
た
世
俗
部
に
あ
り
な
が
ら
﹁
宿
報
﹂
を
巻
名
と
す

る
巻
二
十
六
で
は
不
思
議
さ
を
説
明
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
︒
共
通

す
る
の
は
︑
因
果
関
係
を
具
体
的
に
説
明
で
き
な
い
現
象
に
対
し
て
仏
教
的
な

因
果
応
報
が
成
り
立
つ
と
い
う
示
唆
を
与
え
る
機
能
で
あ
る
︒﹁
前
生
ノ
機
縁
﹂

と
い
う
語
彙
も
︑
具
体
的
な
前
世
の
記
述
を
担
保
す
る
表
現
と
い
う
よ
り
は
︑

こ
の
機
能
に
応
じ
た
慣
用
的
な
使
用
方
法
で
あ
る
︒
巻
十
九
ま
で
の
用
例
は
︑

往
生
や
出
家
な
ど
仏
教
的
な
世
界
へ
の
転
身
を
評
価
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
た
め
︑
巻
二
十
に
属
す
る
本
話
で
の
用
例
も
こ
れ
と
類
似
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

本
話
の
﹁
竜
﹂
は
﹁
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂
で
は
な
い
が
︑
僧

と
接
点
を
持
ち
結
果
的
に
僧
を
助
け
た
︑
す
な
わ
ち
仏
教
に
恩
恵
を
与
え
た
存

在
で
あ
る
︒﹁
前
生
ノ
機
縁
﹂
は
﹃
今
昔
﹄
に
お
い
て
︑
﹁
竜
﹂
の
非
仏
教
性
と

説
話
の
中
の
親
仏
教
性
の
溝
を
埋
め
る
に
当
た
っ
て
有
効
な
修
辞
と
考
え
ら
れ

た
が
ゆ
え
に
︑
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
︒
本
話
の
﹁
機
縁
﹂

が
持
つ
機
能
と
は
﹁
竜
﹂
が
僧
を
助
け
︑
助
け
ら
れ
た
不
思
議
さ
を
︑
仏
教
性

を
持
つ
修
辞
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
本
話
が

﹁
竜
﹂
を
﹃
今
昔
﹄
が
形
作
る
仏
教
世
界
の
法
則
に
包
み
込
も
う
と
し
た
試
み

が
窺
え
る
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

一
一



お
わ
り
に

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
お
け
る
本
話
の
意
義

以
上
︑
本
話
に
つ
い
て
構
成
と
表
現
の
視
点
か
ら
﹃
今
昔
﹄
が
本
話
を
﹃
今

昔
﹄﹁
天
狗
説
話
﹂
と
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
改
変
を
加
え
て
い
る

か
考
察
を
重
ね
て
き
た
︒

構
成
か
ら
見
る
と
︑﹁
天
狗
説
話
﹂
は
天
狗
の
反
仏
教
的
行
為
に
つ
い
て
二

話
一
括
の
様
式
に
も
と
づ
い
て
表
現
が
整
え
ら
れ
て
配
置
さ
れ
︑
本
話
は
続
く

巻
二
十
第
十
二
と
並
び
あ
う
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
と
見
な
せ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

本
話
は
構
成
上
﹁
天
狗
が
僧
を
さ
ら
う
﹂
話
で
あ
り
︑
天
狗
に
対
し
て
打
ち
勝

つ
説
話
で
あ
る
︒

そ
の
と
き
︑
そ
も
そ
も
﹃
今
昔
﹄
に
と
っ
て
竜
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
︑
用
例
を
見
直
す
こ
と
で
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
た
︒
こ
の
検
討
に
よ

れ
ば
︑
天
竺
部
の
竜
は
︑
単
な
る
自
然
界
の
動
物
で
は
な
く
︑﹁
本
来
的
に
仏

教
世
界
に
属
す
る
竜
﹂
が
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

一
方
で
︑
震
旦
部
や
本
朝
部
に
は
在
地
神
格
と
し
て
の
竜
が
存
在
し
︑
竜
と

し
て
の
共
通
の
特
徴
を
持
つ
も
の
の
︑
天
竺
部
に
存
在
し
た
﹁
本
来
的
に
仏
教

世
界
に
属
す
る
竜
﹂
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
︒
本
話
に
お
け
る
竜
も
本
朝
の

神
格
で
あ
り
︑
本
来
的
に
は
仏
教
的
な
存
在
で
は
な
い
も
の
と
し
て
造
型
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

本
話
で
は
︑
本
来
仏
教
的
性
格
が
希
薄
な
竜
を
︑
僧
を
助
け
て
天
狗
を
打
倒

す
る
存
在
に
仕
立
て
る
た
め
に
︑
様
々
な
仏
教
的
特
徴
を
表
現
と
し
て
与
え
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
特
に
本
話
の
﹁
竜
﹂
が
弘
法
大
師
が
作
っ
た
﹁
万

能
ノ
池
﹂
出
身
で
あ
る
こ
と
は
︑
仏
教
的
な
背
景
を
担
保
し
︑﹁
小
童
﹂
の
姿

を
取
る
こ
と
は
天
狗
を
打
倒
す
る
の
に
決
定
的
な
役
割
を
与
え
る
表
現
で
あ
る

と
言
え
よ
う
︒

ま
た
︑
本
話
に
お
い
て
重
要
と
思
わ
れ
る
﹁
前
生
ノ
機
縁
﹂
は
﹃
今
昔
﹄
内

で
の
他
の
用
法
か
ら
︑
竜
が
僧
を
助
け
て
天
狗
を
打
倒
す
る
こ
と
を
仏
教
的
に

説
明
し
よ
う
と
す
る
修
辞
で
あ
る
と
言
え
る
︒

こ
の
よ
う
に
本
話
は
構
成
と
表
現
の
両
面
か
ら
﹃
今
昔
﹄
の
﹁
天
狗
説
話
﹂

が
仏
教
説
話
を
集
め
た
仏
法
部
に
属
す
る
に
あ
た
り
︑
意
図
的
な
処
理
が
与
え

ら
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
︒
本
来
的
に
仏
教
世
界
に
属
さ
な
い
﹁
竜
﹂
が
僧

を
助
け
︑
天
狗
を
倒
す
主
体
と
な
る
に
当
た
っ
て
は
︑
﹃
今
昔
﹄
は
様
々
な
文

飾
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
こ
そ
が
﹁
天
狗
説
話
﹂
の
仏
教
説
話
と
し

て
の
性
質
と
も
言
い
う
る
︒

﹁
天
狗
説
話
﹂
は
反
仏
教
的
存
在
を
語
る
説
話
群
と
し
て
規
定
さ
れ
た
が
︑

表
現
面
に
お
い
て
も
仏
教
説
話
と
し
て
成
り
立
た
せ
よ
う
と
す
る
作
為
が
見
ら

れ
る
︒
本
論
で
は
巻
二
十
第
十
一
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
︑
他
の
説
話
に
つ
い

て
も
考
察
す
る
こ
と
で
︑
﹁
天
狗
説
話
﹂
が
い
か
に
し
て
﹃
今
昔
﹄
の
仏
教
説

話
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
が
︑
解
明
さ
れ
て
い
く
に
違
い

な
い
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性
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注①

以
下
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
を
﹃
今
昔
﹄
と
表
記
す
る
︒

②

な
お
︑﹁
天
狗
﹂
は
﹃
今
昔
﹄
中
に
お
い
て
﹁
天
宮
﹂
な
ど
の
表
記
が
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
が
︑
以
下
﹁
天
狗
﹂
と
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
︒

③

森
正
人
﹃
今
昔
物
語
集
の
生
成
﹄︑
二
一
八
頁
︒

④

以
下
︑
本
論
の
中
で
こ
の
説
話
を
原
則
的
に
﹁
本
話
﹂
と
称
す
る
︒

⑤

以
下
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
本
文
は
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
に
基
づ
く
︒
現

代
語
訳
・
抄
訳
は
﹃
新
日
本
文
学
大
系
﹄
の
本
文
に
基
づ
い
て
私
に
行
っ
た
も
の
で

あ
る
︒

⑥

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

今
昔
物
語
集
﹄︵
第
三
巻
︶
に
﹁
伝
承
説
話
﹂
と
し

て
長
く
生
命
を
保
っ
た
も
の
ら
し
く
︑
同
話
に
取
材
し
た
作
品
に
中
世
小
説
﹃
秋
の

夜
の
長
物
語
﹄
が
あ
る
﹂︵
七
〇
頁
︶
と
あ
る
︒

⑦

国
東
文
麿
﹃
今
昔
物
語
集
成
立
考
﹄
六
～
七
頁
︒

⑧

国
東
文
麿
﹃
今
昔
物
語
集
成
立
考
﹄
四
八
〇
頁
に
お
い
て
記
さ
れ
た
表
か
ら
私
に

取
り
出
し
た
︒

⑨

以
下
︑﹃
今
昔
﹄
の
説
話
名
を
記
す
際
﹁
巻
○
︵
標
題
︶
第
○
﹂
あ
る
い
は
﹁
巻

○
第
○
﹂
と
記
す
︒

⑩

﹃
今
昔
﹄
に
弘
法
大
師
が
登
場
す
る
説
話
は
次
の
七
話
で
あ
る
︒

�
巻
第
十
一
弘
法
大
師
渡
唐
伝
真
言
教
帰
来
語
第
九

�
巻
第
十
一
智
證
大
師
渡
唐
伝
顕
密
法
帰
来
語
第
十
二

�
巻
第
十
一
弘
法
大
師
始
建
高
野
山
語
第
二
十
五

�
巻
第
十
四
弘
法
大
師
挑
修
円
僧
都
語
第
四
十

�
巻
第
十
四
弘
法
大
師
修
請
雨
経
法
降
雨
語
第
四
十
一

�
巻
第
二
十
竜
王
為
天
狗
秘
取
語
第
十
一

�
巻
第
三
十
一
讃
岐
国
満
濃
池
頽
国
司
語
第
二
十
二

⑪

﹃
今
昔
﹄
中
の
蛇
が
登
場
す
る
説
話
は
四
八
話
あ
る
が
︑
こ
れ
を
私
に
分
類
す
る

と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

ア
⁝
神
格
や
仏
の
化
身
と
し
て
の
蛇
：
一
〇
例

イ
⁝
単
な
る
自
然
生
物
と
し
て
の
蛇
：
二
一
例

ウ
⁝
仏
教
の
因
果
応
報
に
よ
る
悪
果
と
し
て
の
蛇
：
一
〇
例

エ
⁝
前
世
と
し
て
の
蛇
：
三
例

オ
⁝
物
が
化
し
た
蛇
：
三
例

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
天
狗
説
話
の
仏
教
性

一
三


