
本
書
は
、
南
都
法
相
宗
興
福
寺
の
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
た
玄
賓
に
関
す
る

伝
承
研
究
で
あ
る
。
玄
賓
と
い
う
名
を
評
者
も
学
生
時
代
、
仏
教
説
話
集
な

ど
で
す
で
に
知
っ
て
い
た
。
遁
世
者
の
理
想
と
し
て
名
利
を
離
れ
清
貧
に
生

き
た
と
い
う
聖
僧
の
姿
に
、
何
と
も
不
思
議
な
魅
力
を
感
じ
た
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
原
田
氏
に
は
す
で
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
圏
に
つ
い

て
、
仏
教
教
理
・
文
献
説
話
の
精
緻
な
検
討
か
ら
南
都
法
相
系
成
立
説
を
主

張
し
た
高
著
『
今
昔
物
語
集
南
都
成
立
と
唯
識
学
』（
平
成
十
七
年
、
勉
誠

出
版
）
が
あ
る
。
し
か
る
に
本
書
は
、
興
福
寺
高
僧
と
し
て
の
玄
賓
の
教
学

の
業
績
や
仏
教
説
話
集
の
逸
話
を
追
う
の
で
は
な
く
、「
伝
説
」
と
い
う
、

文
字
通
り
玄
賓
に
関
わ
る
在
地
の
口
頭
伝
承
の
地
道
な
実
地
踏
査
を
中
心
に

据
え
、
そ
こ
に
仏
教
説
話
集
や
在
地
の
地
誌
、
寺
院
縁
起
を
対
比
さ
せ
、
逐

条
的
且
つ
実
証
的
に
玄
賓
伝
説
を
分
析
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
民

間
伝
承
研
究
を
一
方
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
き
た
氏
の
確
た
る
研
究
手
法

が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
本
書
の
目
次
を
示
し
て
お
こ
う
。

序
章

玄
賓
僧
都
伝
説
の
魅
力
と
意
味

備
中
国
（
岡
山
県
）
編

第
一
章

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
生
誕
地
伝
説
と
臍
帯
寺

第
二
章

備
中
国
湯
川
寺
に
お
け
る
玄
賓
僧
都
伝
説

第
三
集

新
見
市
の
玄
賓
僧
都
伝
説
│
湯
川
寺
・
大
椿
寺
・
四
王
寺

│

第
四
集
「
湯
川
寺
縁
起
」
と
玄
賓
僧
都
伝
説

第
五
集

玄
賓
僧
都
伝
説
と
四
王
寺
の
文
物

第
六
章

高
梁
市
中
井
町
の
玄
賓
僧
都
伝
説
│
定
光
寺
・
光
林
寺
・

柴
倉
神
社
│

第
七
章

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
僧
都
伝
説
の
諸
相
│
「
哲
多
郡
」

の
意
味
す
る
も
の
│

第
八
章

備
中
国
に
お
け
る
玄
賓
終
焉
地
伝
説
│
大
通
寺
・
山
野
神

社
│

大
和
国
（
奈
良
県
）・
伯
耆
国
（
鳥
取
県
）
編

第
一
章

大
和
国
三
輪
の
玄
賓
僧
都
伝
説
│
大
神
神
社
・
玄
賓
庵
│

第
二
章

伯
耆
国
の
玄
賓
僧
都
伝
説
と
阿
弥
陀
寺

〔
書
評
〕

い
ん
と
く

げ
ん
ぴ
ん
そ
う
ず

原
田
信
之
著
『
隠
徳
の
ひ
じ
り
玄
賓
僧
都
の
伝
説
』

松

本

孝
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「
序
章
」
に
お
い
て
氏
は
本
書
の
意
図
を
、「
こ
れ
ま
で
、
玄
賓
に
関
し
て

は
、
文
献
説
話
や
伝
記
類
に
関
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
伝
承
地
で

語
ら
れ
て
き
た
「
伝
説
」
を
研
究
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
玄
賓
僧
都
伝
説
に
焦
点
を

あ
て
て
研
究
を
行
っ
た
」
と
述
べ
る
。
し
か
も
玄
賓
が
「
口
頭
伝
承
の
世
界

で
は
い
ま
だ
に
生
き
生
き
と
語
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
民
間
説
話
研
究
に
新
し
い
視
界
を
切
り
開
く
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
義

は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

序
章
で
原
田
氏
は
本
書
全
体
の
内
容
を
包
括
的
に
述
べ
、
読
者
の
理
解
に

資
す
る
。
文
献
上
は
河
内
国
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
隠
遁
し
た
は
ず
の

備
中
国
で
の
消
息
を
記
す
文
献
説
話
が
ほ
と
ん
ど
な
い
玄
賓
に
つ
い
て
、
本

書
の
大
部
分
を
割
い
た
備
中
に
お
け
る
玄
賓
伝
説
の
聞
き
取
り
か
ら
、
ま
ず

お
ど
の

は
そ
の
伝
承
分
布
を
大
き
く
「
生
誕
地
伝
承
圏
」（
旧
北
房
町
上
水
田
小
殿

の
地
名
「
高
僧
屋
敷
」
を
中
心
と
す
る
地
域
）、「
隠
遁
地
伝
承
圏
」（
新
見

と
う
せ
ん
じ

市
の
湯
川
寺
や
旧
哲
多
郡
の
大
椿
寺
・
四
王
寺
な
ど
を
中
心
と
す
る
地

域
）、「
終
焉
地
伝
承
圏
」（
矢
掛
町
の
地
名
「
僧
都
」
を
中
心
と
す
る
地
域
）

の
三
つ
の
伝
承
圏
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
湯
川
寺
伝
承
圏
を
核
と
し
て
生

誕
地
伝
承
圏
や
終
焉
地
伝
承
圏
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
備
中
国
に
存
在
し
た
古
代
に
お
け
る
郡
司
の
政
庁
で
あ

ぐ
ん
け

る
三
か
所
の
郡
家
と
合
致
す
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
綿
密

な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
初
め
て
見
え
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏

の
言
う
よ
う
に
、
実
像
は
と
も
か
く
、
伝
承
地
周
辺
の
人
々
が
玄
賓
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
受
け
入
れ
て
き
た
の
か
を
う
か
が
う
上
で
も
、
ま
た
文
献
資
料

の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

「
備
中
国
（
岡
山
県
）
編
」
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
自
ら
聞
き
取
っ

た
二
十
九
も
の
伝
承
事
例
を
掲
げ
て
具
体
的
な
伝
承
の
考
察
を
行
う
。
第
一

お
ど
の

章
で
は
現
在
の
真
庭
市
上
水
田
小
殿
（
旧
英
賀
郡
水
田
）
の
玄
賓
生
誕
地
伝

説
に
つ
い
て
、
誕
生
に
由
来
す
る
「
高
僧
屋
敷
」
の
地
名
が
残
さ
れ
て
お

こ
う
だ
い
さ
ん

り
、
そ
の
近
く
に
は
玄
賓
の
母
親
が
臍
の
緒
を
納
め
た
と
伝
え
る
広
大
山

ほ
そ
お
じ

臍
帯
寺
が
あ
る
と
い
う
。
当
寺
は
行
基
開
基
と
さ
れ
、
三
十
三
世
住
職
・
英

学
が
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期
の
土
地
の
伝
承
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
「
広

大
山
縁
起
」
に
は
、
玄
賓
が
十
三
カ
月
で
誕
生
し
た
こ
と
や
阿
賀
郡
湯
川
に

隠
遁
後
、
当
地
へ
登
山
の
折
、
鹿
を
牛
に
変
え
て
田
畑
を
耕
し
、
戯
れ
に

「
山
田
も
る
僧
都
の
身
こ
そ
…
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
明
ら
か
に
、
在
地
の
人
々
に
よ
る
玄
賓
誕
生
に
か
か
わ
る
奇
瑞
や
、
常

人
な
ら
ざ
る
行
為
を
玄
賓
の
伝
承
歌
に
よ
っ
て
顕
彰
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え

よ
う
。
原
田
氏
は
地
誌
類
の
分
析
か
ら
、
玄
賓
の
臍
帯
奉
納
伝
説
が
す
で
に

享
保
年
間
に
広
ま
っ
て
い
た
と
見
て
い
る
。

第
二
章
は
玄
賓
が
隠
遁
し
た
と
さ
れ
る
新
見
市
の
湯
川
寺
近
辺
の
伝
説
を

取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
全
国
的
に
知
ら
れ
る
弘
法
大
師
伝
承
と
の
交
渉
や

昔
話
「
長
柄
の
人
柱
」
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
玄
賓

が
湯
川
寺
を
去
る
に
当
た
っ
て
「
朝
日
長
者
」
埋
蔵
金
伝
説
な
ど
と
の
関
連

も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
精
力
的
に
各
地
に
寺
院
を
建
立
し
て
民
の
た
め
に

生
き
、
天
皇
の
厚
い
信
頼
を
得
て
毎
年
綿
布
な
ど
の
下
賜
が
あ
っ
た
ゆ
え
に

生
ま
れ
た
伝
説
で
は
な
い
か
と
い
う
。
た
だ
、
こ
れ
な
ど
は
類
型
的
な
モ
チ

ー
フ
で
あ
る
だ
け
に
、
や
や
深
読
み
の
感
も
否
め
な
い
が
、
玄
賓
な
る
人
物

八
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が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
当
地
方
で
親
し
ま
れ
、
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
驚
き
で
あ
る
。
ま
た
、
桓
武
天
皇
に
薬
石
を
献
上
し
た
と
す
る
石
鍾
乳

採
取
伝
説
も
備
中
国
の
鍾
乳
石
が
宮
中
で
使
用
さ
れ
た
事
実
や
地
誌
類
の
記

述
な
ど
か
ら
、
玄
賓
の
隠
遁
地
選
択
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
と
推
測
す

る
。
文
献
資
料
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
い
っ
た
口
頭
伝
承
を
突
き
合
せ
て
の
読

み
込
み
か
ら
は
、
何
か
し
ら
新
し
い
玄
賓
像
が
見
出
せ
そ
う
で
も
あ
る
。

第
三
章
も
第
二
章
を
承
け
て
新
見
市
の
玄
賓
隠
徳
伝
説
を
追
う
。
前
章
の

「
カ
ワ
ニ
ナ
に
尻
が
無
い
わ
け
」
や
大
坂
の
火
事
を
鎮
火
さ
せ
る
話
な
ど
は
、

昭
和
の
初
め
に
湯
川
寺
に
い
た
僧
侶
が
、
新
見
へ
行
っ
た
帰
り
に
時
々
話
者

宅
に
立
ち
寄
っ
て
語
っ
て
い
た
も
の
と
い
う
。
さ
ら
に
氏
の
調
査
の
手
は
湯

だ
い
ち
ん
じ

で
ん

川
寺
周
辺
だ
け
で
な
く
、
玄
賓
開
基
を
伝
え
る
同
市
の
龍
華
山
大
椿
寺
や
伝

い
さ
ん
し
お
う
じ

医
山
四
王
寺
に
及
び
、
大
椿
寺
に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
示
し
つ
つ
、
そ
の
一
方

で
、
門
前
の
石
碑
の
略
縁
起
や
、
明
和
三
年
の
火
災
の
後
、
中
興
の
祖
と
さ

れ
る
八
世
龍
岳
が
再
建
の
た
め
に
記
し
た
「
大
殿
建
勧
化
之
序
」
に
よ
っ

て
、
そ
の
頃
に
は
す
で
に
玄
賓
開
創
伝
説
が
あ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
る
。
ま

た
、
湯
川
寺
で
も
聞
か
れ
た
鍾
乳
石
の
伝
説
や
他
の
伝
承
な
ど
か
ら
も
両
寺

の
つ
な
が
り
を
指
摘
す
る
。
四
王
寺
の
場
合
も
や
は
り
玄
賓
開
基
を
説
く
略

縁
起
や
伝
説
が
存
在
し
、
そ
の
伝
説
資
料
に
よ
れ
ば
、
玄
賓
が
四
王
寺
ま
で

辿
っ
た
と
さ
れ
る
道
筋
が
弘
法
大
師
の
通
り
道
と
も
重
な
る
こ
と
か
ら
、
氏

は
備
中
国
の
玄
賓
開
基
を
伝
え
る
諸
寺
院
を
結
ぶ
古
道
に
つ
い
て
考
え
る
必

要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
第
六
章
で
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
は
ま
さ
し
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
導
か
れ
た
成
果
で
あ
ろ
う
。
玄

賓
伝
承
の
背
景
に
は
、
恐
ら
く
そ
れ
ら
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
、
先
行
す
る
文

献
伝
承
や
弘
法
大
師
伝
説
な
ど
と
の
交
錯
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

第
四
章
で
は
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
成
立
の
「
湯
川
寺
縁
起
」
を
取

り
上
げ
、
本
文
に
つ
い
て
逐
一
検
討
を
加
え
、
そ
の
元
と
な
る
文
献
に
つ
い

て
大
凡
『
元
亨
釈
書
』（
こ
れ
を
原
拠
と
す
る
別
文
献
Ｘ
を
想
定
）『
発
心

集
』『
古
事
談
』『
閑
居
友
』、
謡
曲
「
三
輪
」
な
ど
を
比
定
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
概
ね
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
評
者
は
そ
こ
に
『
撰
集
抄
』

を
も
考
慮
す
べ
き
か
と
考
え
る
。
実
は
『
撰
集
抄
』
に
は
独
立
し
た
玄
賓
説

話
が
一
話
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
文
に
は
玄
賓
作
と
伝
え
る
和

歌
を
組
み
込
ん
だ
文
章
表
現
が
各
所
に
散
見
す
る
と
い
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
湯
川
寺
縁
起
の
成
立
過
程
に
何
ら
か
の
影
響

を
与
え
て
は
い
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
一
例
を
示
せ
ば
、
原
田
氏

が
縁
起
に
附
し
た
Ｂ
の
部
分
で
、
玄
賓
が
三
輪
山
の
辺
に
庵
を
結
び
、
僧
都

（
輪
）

の
宣
下
を
辞
し
て
詠
ん
だ
と
す
る
「
三
和
川
の
清
き
流
れ
に
す
ゝ
ぎ
て
し
衣

の
色
を
ま
た
は
穢
さ
し
」
の
歌
の
傍
線
部
が
『
発
心
集
』
や
『
古
事
談
』
で

は
「
衣
の
袖
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
撰
集
抄
』
巻
一
第
八
話
・
巻

二
第
四
話
の
表
記
で
は
「
衣
の
色
」（
近
衛
本＝

岩
波
文
庫
）
と
あ
る
の
で

あ
る
。『
撰
集
抄
』
諸
本
に
お
け
る
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
巻
五
第
一

え
う
げ
ん

話
は
玄
賓
と
同
様
、
山
階
寺
の
智
者
で
唯
識
を
明
ら
か
に
し
た
永
眼
大
僧
都

が
世
を
背
き
、
信
濃
国
に
隠
遁
す
る
様
を
「
玄
賓
の
む
か
し
の
跡
に
露
も
か

は
る
事
侍
ら
ず
。
山
田
を
守
ら
る
ゝ
わ
ざ
は
い
か
ゞ
侍
り
け
ん
。
つ
ぶ
ね
と

な
り
て
人
に
し
た
が
ひ
、
み
な
れ
棹
さ
し
て
人
を
わ
た
す
営
み
は
、
め
づ
ら

か
な
る
事
に
も
侍
ら
ざ
り
け
る
と
や
ら
ん
」
と
称
揚
す
る
。
こ
れ
な
ど
は
縁

起
の
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
の
部
分
に
重
な
っ
て
こ
よ
う
。
尤
も
『
撰
集
抄
』
の
表
現

原
田
信
之
著
『
隠
徳
の
ひ
じ
り
玄
賓
僧
都
の
伝
説
』

八
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が
そ
の
ま
ま
縁
起
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
少
な
く

と
も
近
世
に
お
け
る
縁
起
製
作
者
の
教
養
と
知
識
の
中
に
素
材
の
一
つ
と
し

て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
五
章
は
四
王
寺
の
文
物
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
寺
は
古
刹
で
あ
り
な
が

ら
幾
度
か
の
火
災
の
た
め
に
旧
記
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
わ
ず
か
に
大
正
十

年
、
三
十
三
世
勝
住
が
ま
と
め
た
「
当
山
重
要
記
録
綴
」
ほ
か
が
残
さ
れ
て

い
る
と
の
こ
と
。
し
か
し
そ
れ
も
玄
賓
開
基
伝
承
に
つ
い
て
は
『
元
亨
釈

書
』
の
書
き
抜
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
年
譜
・
文
物
の

精
査
か
ら
、
第
三
章
で
既
述
し
た
よ
う
に
本
寺
も
ま
た
湯
川
寺
を
中
心
と
す

る
玄
賓
隠
遁
地
伝
承
圏
に
属
す
る
寺
院
で
あ
る
と
す
る
。

た
か
は
し
し

第
六
章
で
は
高
梁
市
中
井
町
に
あ
る
定
光
寺
、
光
林
寺
、
光
林
寺
の
鎮
守

と
さ
れ
る
柴
倉
神
社
に
も
玄
賓
と
弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
開
創
伝
説
が
存
在

す
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
現
在
は
無
住
の
新
見
市
の
湯
川
寺
は
こ
の
定
光
寺

の
末
寺
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
中
で
原
田
氏
が
注
目
す
る
の
は
明
治
二
十
八

年
書
写
の
「
柴
倉
三
座
神
社
略
史
記
」
に
「
土
地
の
口
碑
に
徴
す
れ
ば
」
と

（
賓
）

あ
る
こ
と
で
、
玄
敏
僧
都
が
こ
の
地
を
訪
れ
森
林
の
間
に
霊
光
の
発
す
る
を

見
て
草
庵
を
結
び
本
地
仏
を
安
置
し
た
と
い
う
、
高
僧
開
基
を
説
く
奇
異
な

る
事
績
を
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
な
伝
承
の
あ
っ
た

こ
と
を
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
今
日
そ
れ
を
知
る
人
は
い
な

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
七
章
で
は
、
玄
賓
が
草
庵
を
結
ん
だ
と
伝
え
る
高
梁
市
落
合
の
千
光
山

松
林
寺
や
近
く
の
「
玄
賓
谷
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
松
林
寺
に
は
「
玄
賓
旧

跡
地
」
の
石
碑
も
あ
る
。
江
戸
末
期
以
降
の
文
献
資
料
の
内
、『
備
中
誌
』

ち
か
の
り

所
収
の
「
川
上
郡
近
似
」
に
あ
る
玄
賓
谷
の
記
述
か
ら
、
当
時
、
湯
川
寺
と

と
も
に
こ
の
玄
賓
谷
が
、
玄
賓
作
と
伝
え
る
「
浅
く
と
も
外
に
ま
た
汲
む
人

ハ
あ
ら
し
我
に
事
た
る
山
の
井
の
水
」（「
山
ノ
井
ノ
歌
」）
の
詠
ま
れ
た
名

蹟
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
。
氏
の
報
告
に
あ
る
「
玄
賓
の
湯
」

と
い
う
伝
説
で
は
湧
き
水
と
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
「
山
の
井
の
水
」

を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
和
歌
は
確
か
に
山
野
で
隠
遁
生
活
を
す
る
玄
賓
を
彷

彿
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
玄
賓
作
と
す
る
確
証
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ

に
関
し
て
は
、
時
代
を
遡
れ
ば
類
歌
と
思
し
き
歌
が
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
十

六
雑
二
に
「
読
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
「（
詞
書
）
山
の
井
の
き
み
に
つ
か

は
し
け
る
（
歌
）
お
と
に
の
み
き
き
て
は
や
ま
じ
あ
さ
く
と
も
い
ざ
く
み

み
て
ん
山
の
井
の
水
」
と
出
て
お
り
、『
大
和
物
語
』
一
五
五
段
に
も
類
似

を
思
わ
せ
る
「
山
の
井
の
浅
く
は
人
を
…
」
と
い
う
歌
が
見
え
る
。
ま
た

「
山
ノ
井
ノ
歌
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
江
戸
初
期
の
沢
庵
和
尚
の
伝
承
歌
と

し
て
も
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
仏
教
説
話
集
な
ど
に
記
さ
れ
た
有

名
な
玄
賓
説
話
の
類
も
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
や
は
り
江
戸
末
期
に
お
い
て

こ
の
よ
う
な
伝
承
を
ま
と
め
る
だ
け
の
見
識
と
知
識
、
文
献
的
素
養
を
持
っ

た
人
物
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
地
域
の
伝
説
と
し
て
、
万
人
の

幸
福
を
願
っ
て
彫
っ
た
玄
賓
自
作
と
伝
え
る
「
玄
賓
土
仏
」
の
話
や
、
池
の

水
に
自
ら
の
姿
を
映
し
て
彫
っ
た
と
い
う
「
玄
賓
僧
都
木
像
」
の
話
な
ど
も

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
か
ら
は
、
や
は
り
玄
賓
を
温
か
く
迎
え
入

れ
た
土
地
柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
章
で
は
二
つ
の
地

名
由
来
伝
説
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
一
つ
は
玄
賓
が
当
地
へ
来
て
袈
裟

を
脱
ぎ
、
大
石
に
掛
け
た
の
で
「
袈
裟
掛
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
た
と
い
う

八
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も
の
で
、
写
真
を
見
る
と
大
石
の
表
面
に
筋
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
梁

へ
出
る
旧
道
の
ほ
と
り
の
岩
に
玄
賓
の
通
っ
た
足
跡
が
あ
る
と
言
う
。
今
一

つ
は
「
僧
都
」
と
い
う
地
名
由
来
で
、
玄
賓
が
薬
草
の
知
識
を
教
え
て
く
れ

た
と
か
、
僧
都
川
あ
る
い
は
僧
都
と
称
す
る
湧
き
水
が
自
分
た
ち
の
実
生
活

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
き
た
伝
承
が
そ

こ
に
は
感
じ
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

第
八
章
で
は
玄
賓
終
焉
地
伝
説
を
掲
げ
る
。
原
田
氏
は
、
玄
賓
の
没
年
に

つ
い
て
は
諸
種
の
文
献
で
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
亡
く
な
っ
た
場
所
に
つ
い

て
は
ど
の
資
料
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
氏
の
調
査
に
よ

お

だ

や
が
け
ち
ょ
う
お
ば
や
し

れ
ば
、
小
田
郡
矢
掛
町
小
林
の
玄
賓
庵
跡
周
辺
に
お
い
て
終
焉
伝
説
が
語

ら
れ
、
玄
賓
の
墓
と
さ
れ
る
五
輪
塔
が
あ
り
、
玄
賓
が
こ
の
地
に
草
庵
を
結

ん
だ
後
、
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
で
「
僧
都
」
と
い
う
地
名
に
な
っ
た
と
伝

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
輪
塔
の
前
に
は
矢
掛
町
教
育
委
員
会
に
よ
る
「
玄

賓
塚
」
と
記
さ
れ
た
説
明
板
が
あ
る
が
、
氏
の
調
査
で
は
五
輪
塔
の
こ
と
を

「
玄
賓
塚
」
と
呼
ぶ
話
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、「
僧
都
の
墓
」「
玄
賓
の
墓
」

「
玄
賓
庵
跡
」
と
呼
び
、
中
で
も
「
僧
都
の
墓
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
最
も

多
か
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
も
家
族
で
よ
く
お
参
り
を
し
た
と
も
語
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
五
輪
塔
を
身
近
で
見
守
っ
て
来
た
人
た
ち
と
行
政
と
の
さ

さ
や
か
な
乖
離
が
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
「
玄
賓
と
農
具
」「
玄
賓
と
薬
草
」「
玄
賓
と
倉
見
池
」
と
い
っ

た
、
人
々
の
生
業
と
密
接
に
関
わ
り
、
玄
賓
を
恩
人
と
称
え
る
伝
承
が
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
玄
賓
庵
は
、
そ
の
北
方
に
あ
る
高
峰

だ
い
つ
う
じ

山
大
通
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
く
、
江
戸
期
成
立
と
さ
れ
る

大
通
寺
蔵
の
『
寺
社
御
改
帳
』
に
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原

田
氏
は
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
地
域
に
玄
賓
僧
都
伝
説
が
確
実
に
存
在
し
て

い
た
と
見
て
い
る
。

す
で
に
紙
数
を
費
や
し
、「
大
和
国
（
奈
良
県
）・
伯
耆
国
（
鳥
取
県
）

編
」
に
触
れ
る
余
裕
が
な
く
な
っ
た
が
、
思
い
付
く
ま
ま
簡
単
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
第
一
章
は
大
和
国
三
輪
に
お
け
る
玄
賓
伝
説
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
こ
こ
で
は
謡
曲
「
三
輪
」
を
取
り
上
げ
、
謡
曲
作
者
が
十
五
世
紀
当
時

知
ら
れ
て
い
た
玄
賓
の
説
話
や
歌
を
最
大
限
活
用
し
、
三
輪
流
神
道
説
を
背

景
に
玄
賓
と
三
輪
明
神
と
の
話
を
創
作
し
た
と
し
、
や
が
て
玄
賓
三
輪
隠
棲

説
話
が
時
代
と
と
も
に
増
補
改
変
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
新
た
な
発
展
を
遂

げ
た
と
し
て
近
世
地
誌
類
や
縁
起
の
検
討
に
及
ぶ
。
そ
の
中
で
十
八
世
紀
成

ひ
ば
ら
だ
に

立
の
『
大
和
名
所
図
会
』
に
は
檜
原
谷
（
玄
賓
谷
）
の
「
玄
賓
庵
」
や
「
衣

掛
杉
」
が
三
輪
の
名
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
桜
井
市

げ
ん
ぴ
あ
ん

げ
ん
ぴ
あ
ん

の
玄
賓
庵
に
伝
わ
る
縁
起
「
玄
賓
庵
略
記
」
で
も
、
玄
賓
が
大
僧
都
に
任
じ

ら
れ
る
と
「
と
つ
国
は
」
の
歌
を
残
し
て
檜
原
の
地
を
去
り
、
越
路
で
渡
し

守
に
な
っ
た
り
他
郷
に
身
を
隠
し
た
と
い
っ
た
独
自
の
記
述
を
し
て
い
る
と

い
う
。
こ
の
よ
う
な
畿
内
に
お
け
る
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
玄
賓
伝
承
の
変

化
に
つ
い
て
も
氏
の
視
点
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
が
あ
る
。

あ
い
み

第
二
章
は
伯
耆
国
会
見
郡
の
、
玄
賓
建
立
と
伝
え
る
阿
弥
陀
寺
を
取
り
上

げ
る
が
、
主
と
し
て
文
献
を
中
心
に
そ
の
所
在
の
検
証
を
進
め
て
お
り
、
玄

賓
の
動
向
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
伝
説
伝
承
の
提
示
が
な
い
の
で
、
評
者
は

こ
の
あ
た
り
で
筆
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
た
だ
、
本
章
の
大
半
を
使
い
、
文

献
等
に
よ
る
手
堅
い
論
証
か
ら
、
阿
弥
陀
寺
が
伯
耆
賀
祥
（
鳥
取
県
南
部
町

原
田
信
之
著
『
隠
徳
の
ひ
じ
り
玄
賓
僧
都
の
伝
説
』
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賀
祥
）
に
建
立
さ
れ
た
と
す
る
結
論
に
ほ
ぼ
至
っ
た
こ
と
は
玄
賓
伝
承
を
考

え
る
上
で
も
大
き
な
前
進
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
評
者
の
関
心
に
引
き
寄
せ
過
ぎ
た
書
評
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
著
者
に
詫
び
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
聞
き
取
っ
た
伝
説
す
べ

て
を
逐
一
丁
寧
に
分
析
し
、
論
を
展
開
し
て
い
く
と
い
っ
た
手
法
は
、
こ
れ

ま
で
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
重
ね
て
き
た
評
者
に
と
っ
て
も
斬
新
な
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
根
気
の
い
る
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
と
思
う
。
原
田
氏
の

二
十
年
の
歳
月
を
か
け
た
労
作
か
ら
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、
従
来
の
玄
賓

像
を
超
え
る
も
の
が
氏
の
調
査
研
究
か
ら
見
え
て
来
た
こ
と
、
そ
し
て
伝
説

が
単
な
る
知
識
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
土
地
に
玄
賓
と
と
も
に
生
き
て

き
た
人
々
に
と
っ
て
の
真
実
で
あ
り
、
存
在
証
明
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
本
書
の
価
値
の
一
端
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
法
蔵
館

平
成
三
十
年
六
月

二
八
〇
頁

本
体
価
格
二
、
六
〇
〇
円
）

（
ま
つ
も
と
・
こ
う
ぞ
う
）
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