
45 「教化学研究14」2023. 3

鬼
子
母
神
の
語
ら
れ
な
か
っ
た
物
語

中

　井

　本

　蓉

は
じ
め
に

　

人
の
子
ど
も
を
と
っ
て
食
べ
て
い
た
鬼
子
母
神
が
釈
尊
に
諭
さ
れ
て
改
心
し
、
仏
教
に
帰
依
し
て
子
ど
も
の
守
り
神
に
な
っ
た
と
い
う

「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
は
、
現
在
日
蓮
宗
に
お
い
て
広
く
語
ら
れ
て
お
り
、
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
も
数
多
く
存
在
す
る
。

こ
の
「
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
」
に
つ
い
て
、
私
は
二
〇
二
一
年
の
教
化
学
研
究
発
表
大
会
に
お
い
て
、「
鬼
子
母
神
の
物
語
論
的
研
究
」

と
題
し
て
研
究
発
表
を
行
っ
た
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
、
鬼
子
母
神
の
帰
仏
を
説
く
経
典
群
の
内
容
を
比
較
し
た
結
果
、
現
在
日
蓮
宗
に

お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
（
以
下
「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」）
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
説
く
経
典
は

見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
は
、
経
典
（
テ
キ
ス
ト
）
と
し
て
保
存
さ
れ
た
物

語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
で
は
な
く
、「
語
ら
れ
続
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
て
き
た
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
た
。「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
が
、「
語
ら
れ
続
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
て
き
た
物
語
（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
後
も
時
代
の
変
化
と
共
に
そ
の
内
容
は
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
現
在
語
ら
れ
て

い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
に
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
（
語
ら
れ
な
か
っ
た
）
物
語
を
再
度
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
の
新
し
い
鬼
子
母
神
の
物
語
の
語
り
方
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
今
回
は
、
数
多
く
あ
る
鬼
子
母
神

関
連
経
典
群
の
な
か
で
も
特
異
な
特
徴
を
有
す
る
、
義
浄
訳
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
経
典
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は
、
次
の
三
点
に
つ
い
て
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
鬼
子
母
神
関
連
経
典
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
（
一
）
鬼
子
母
神
の
誕
生
と
成
長

　
（
二
）
鬼
子
母
神
の
前
生
譚

　
（
三
）
鬼
子
母
神
の
帰
仏
後
の
後
日
談

　

右
の
（
一
）
～
（
三
）
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
と
、
ま
ず
『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
雑
事
』
の
所
説
を
も
と
に
書
か
れ
た
書
籍
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

①
山
田
琢
玄
『
鬼
子
母
神
縁
起
詳
談
』（
等
潤
会
、
一
八
九
二
年
）

　

②�「
鬼
子
母
神
物
語
」（『
仏
教
説
話
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
隆
文
館
、
一
九
七
六
年
、
二
七
三
─
二
九
〇
頁
）

　

③�

大
嶋
忠
雄
『
愛
の
ハ
ー
リ
テ
ィ
─
鬼
子
母
神
の
物
語
─
』（
日
蓮
宗
新
聞
社
、
さ
だ
る
ま
新
書
、
一
九
八
六
年
）

　

右
の
三
冊
は
い
ず
れ
も
「
後
日
談
」
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
①
と
③
に
お
い
て
は
、
話
の
筋
（
語
ら
れ
る
順
番
）
も
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
近
年
の
宗
門
内
に
お
け
る
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
所
説
を
も
と
に
し
た
講
演
お
よ
び
論
考
に
つ
い
て
は
、
次
の

二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

④
第
十
一
回
「
心
と
い
の
ち
の
講
座
」（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日
、
於
日
蓮
宗
宗
務
院
）

　
　

金
子
保�

講
演
「
仏
教
と
こ
こ
ろ
の
深
層
─
物
語
の
心
理
臨
床
的
意
味
─
」Part1
「
鬼
子
母
神
の
物
語
」
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⑤
中
村
啓
承
「
あ
な
た
は
鬼
子
母
神
を
許
せ
ま
す
か
？
」（『
宗
報
』
令
和
四
年
二
月
号
、
二
〇
二
二
年
、
四
六
─
五
四
頁
）

　

④
は
、
や
は
り
「
後
日
談
」
に
は
触
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
他
の
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
所
説
に
関
し
て
は
順
番
通
り

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
⑤
は
、「
鬼
子
母
神
の
前
生
譚
」
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
い
る
。

　

以
上
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
の
所
説
を
も
と
に
し
た
著
作
、
講
演
、
そ
し
て
論
考
を
確
認
し
た
が
、
い
ず
れ
も
後
日
談

に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
話
の
筋
が
変
更
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
は
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑

事
』
に
説
か
れ
る
鬼
子
母
神
の
物
語
の
内
容
を
順
番
通
り
に
見
て
い
き
、
最
後
の
後
日
談
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

鬼
子
母
神
（
歓
喜
）
の
誕
生
と
成
長

　
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
全
四
〇
巻
（
大
正
二
四
、
二
〇
七
上
─
四
一
四
中
）
は
、
景
龍
四
（
七
一
〇
）
年
、
義
浄
に
よ
っ

て
訳
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
部
派
の
一
つ
で
あ
る
「
根
本
説
一
切
有
部
」
に
伝
わ
る
、
律
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
収
録
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
門
か
ら
第
八
門
ま
で
の
全
八
門
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
門
に
つ
き
第
一
子
か
ら
第
十
子
ま
で
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

　

こ
の
な
か
で
、
第
三
十
一
巻
末
尾
に
あ
る
「
第
七
門
第
一
子
」（
大
正
二
四
、
三
六
〇
下
─
三
六
三
中
）
に
、
鬼
子
母
神
に
つ
い
て
の

詳
細
な
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
第
七
門
第
一
子
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
話
の
内
容
を
お
お
ま
か
に
四
つ
に
分
け
、
そ
れ
を
詩

の
形
に
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
第
七
門
第
一
子
」
は
①
「
笈
多
児
と
宿
す
る
」（
大
正
二
四
、
三
六
〇
中
─
三
六
〇
下
）、

②
「
王
舎
の
薬
叉
神
」（
大
正
二
四
、
三
六
〇
下
─
三
六
三
上
）、
③
「
児
に
衣
を
施
し
て
項
に
繋
げ
る
」（
大
正
二
四
、
三
六
三
上
─
三

六
三
中
）、
④
「
称
名
し
て
祭
食
を
与
ふ
」（
大
正
二
四
、
三
六
三
中
）
と
い
う
四
つ
の
物
語
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
①
は
、

ま
だ
幼
い
男
の
子
の
母
親
で
あ
る
比
丘
尼
が
、
子
ど
も
と
夜
一
緒
に
寝
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
え
る
よ
う
釈
尊
に
請
う
話
で
あ
り
、
鬼
子
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母
神
の
物
語
と
は
別
の
話
で
あ
る
。
②
～
④
の
話
の
内
容
を
分
類
す
る
と
【
図
一
】・【
図
二
】
の
よ
う
に
な
る
。

　
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
に
お
い
て
説
か
れ
る
鬼
子
母
神
の
物
語
は
、
鬼
子
母
神
が
生
ま
れ
る
前
の
、
彼
女
の
父
親
の
時
代

の
話
か
ら
始
ま
る
。
摩
掲
陀
国
の
首
都
・
王
舎
城
に
あ
る
山
の
麓
に
、「
薬
叉
」
が
住
ん
で
い
た
。「
薬
叉
」
と
は
主
に
森
林
に
住
む
精
霊

で
、
人
々
に
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
恵
み
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
存
在
と
さ
れ
る
。「
夜
叉
」
と
訳
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

仏
教
に
お
い
て
は
仏
法
を
守
護
す
る
八
部
衆
の
ひ
と
つ
に
も
数
え
ら
れ
て
い
る
。
鬼
子
母
神
の
父
親
に
あ
た
る
そ
の
薬
叉
は
「
娑
多
」
と

言
い
、
王
舎
城
を
守
護
し
て
人
々
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
、
言
わ
ば
「
善
い
薬
叉
」
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
摩
掲
陀
国
の
北
方
に
あ
る
健
陀
羅
国
（
ガ
ン
ダ
ー
ラ
）
に
も
、
国
を
守
護
す
る
「
善
い
薬
叉
」
が
い
て
、
名
前
を
「
半
遮
羅
」

と
言
っ
た
。

　

あ
る
時
、
諸
方
の
薬
叉
が
集
ま
る
集
会
で
出
会
っ
た
沙
多
と
半
遮
羅
は
意
気
投
合
し
て
親
友
と
な
り
、
互
い
の
子
ど
も
を
結
婚
さ
せ
よ

う
、
と
約
束
す
る
。
や
が
て
娑
多
の
妻
が
女
の
子
を
生
ん
だ
。
こ
の
子
は
と
て
も
美
し
い
容
貌
を
し
て
お
り
、
見
る
者
の
心
を
よ
ろ
こ
ば

せ
た
の
で
「
歓
喜
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
歓
喜
に
は
「
沙
多
山
」
と
い
う
弟
が
お
り
、
父
親
の
娑
多
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
は
こ
の
沙
多
山

が
跡
を
継
い
で
家
主
と
な
っ
た
。
ま
た
、
半
遮
羅
の
妻
は
男
の
子
を
生
み
、
こ
の
子
は
「
半
支
迦
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。

　

あ
る
日
、
成
長
し
た
歓
喜
は
弟
に
対
し
、「
王
舎
城
に
行
っ
て
人
々
の
子
ど
も
を
皆
取
っ
て
き
て
食
べ
た
い
と
思
う
」
と
打
ち
明
け
る
。

弟
の
沙
多
山
は
驚
い
て
、「
我
々
は
代
々
王
舎
城
を
守
護
し
続
け
て
き
た
の
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
悪
心
を
抱
い
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の

よ
う
な
考
え
は
捨
て
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
姉
の
歓
喜
を
戒
め
た
が
、
歓
喜
は
気
持
ち
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
原
文
に
は
、「
薬

叉
女
は
前
身
に
於
て
悪
邪
の
願
を
発
せ
る
習
気
力
に
由
り
て
の
故
に
」（
大
正
二
四
、
三
六
一
中
）（
薬
叉
女
〔
の
歓
喜
〕
は
前
生
に
お
い

て
立
て
た
邪
悪
な
誓
願
の
強
い
影
響
力
に
よ
り
）
こ
の
よ
う
な
悪
心
を
抱
い
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

自
分
の
力
で
は
歓
喜
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
た
沙
多
山
は
、
父
が
生
前
か
ら
取
り
決
め
て
い
た
姉
の
婚
姻
を
進
め
、
夫
と

な
る
半
支
迦
に
歓
喜
を
止
め
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
。
半
支
迦
と
結
婚
し
健
陀
羅
国
に
移
っ
た
歓
喜
は
、
し
ば
ら
く
し
て
夫
と
打
ち
解
け
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【図一】

【図二】
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て
き
た
頃
、
自
身
の
恐
ろ
し
い
欲
望
を
打
ち
明
け
た
。
半
支
迦
は
驚
き
、「
自
ら
の
故
郷
で
あ
る
王
舎
城
の
人
々
に
対
し
て
、
ど
う
し
て

そ
の
よ
う
な
悪
心
を
抱
け
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
二
度
と
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
戒
め
た
が
、
歓
喜
は
こ
れ
に
耐
え
が
た
く
、

怒
り
を
抱
き
、
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
歓
喜
は
五
百
人
も
の
子
ど
も
を
産
み
、
一
番
年
少
の
末
子
は
「
愛
児
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
大
勢
の
子
ど
も
を
産
ん
で
薬
叉

女
と
し
て
十
分
に
力
を
増
大
さ
せ
た
歓
喜
は
、
こ
の
力
に
ま
か
せ
て
つ
い
に
自
ら
の
欲
望
を
叶
え
よ
う
と
す
る
。
半
遮
迦
は
妻
を
何
度
も

説
得
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
歓
喜
は
故
郷
の
王
舎
城
に
赴
き
、
子
ど
も
を
取
っ
て
食
べ
始
め
、
王
舎
城
の
人
々
は
混
乱
と
恐
怖
に
陥
れ
ら
れ
た
。

鬼
子
母
神
（
訶
梨
帝
）
の
前
生
譚
─
牛
飼
い
の
妻
の
物
語
─

　

歓
喜
が
王
舎
城
に
赴
い
て
人
の
子
ど
も
を
取
っ
て
食
べ
始
め
た
あ
と
の
話
は
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
の
内
容
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
、
確
認
は
省
略
す
る
。

　

訶
梨
帝
の
帰
仏
後
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
は
、「
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
因
縁
に
よ
り
、
訶
梨
帝
は
五
百
人
も
の
子
ど
も
を
産
み
、
王
舎

城
の
人
々
の
子
ど
も
を
取
っ
て
食
べ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
釈
尊
に
質
問
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
釈
尊
に
よ
っ
て
訶
梨
帝
の
前
生
譚
が
語
ら

れ
る
。

　

釈
尊
は
、「
汝
等
諦
か
に
聴
け
、
此
の
薬
叉
女
及
び
此
の
城
人
が
先
に
作
せ
る
所
の
業
は
還
須
ら
く
自
ら
に
受
く
べ
か
り
し
を
。」（
大

正
二
四
、
三
六
二
下
）（
お
前
た
ち
、
よ
く
聴
き
な
さ
い
。
こ
の
薬
叉
女
と
王
舎
城
の
人
々
は
、
か
つ
て
自
分
た
ち
が
行
っ
た
所
業
の
報

い
を
、
当
然
自
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
）
と
言
っ
て
、
語
り
始
め
る
。

　

昔
、
王
舎
城
の
牛
飼
い
の
男
が
妻
を
娶
り
、
そ
の
妻
は
ほ
ど
な
く
し
て
妊
娠
し
た
。
そ
の
当
時
、
世
間
に
仏
は
お
ら
ず
、
ひ
と
り
静
か

に
樹
下
に
暮
ら
し
て
い
る
独
覚
の
聖
者
が
、
世
間
に
と
っ
て
唯
一
の
福
田
で
あ
っ
た
。
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あ
る
日
こ
の
独
覚
の
聖
者
が
王
舎
城
に
た
ど
り
着
い
た
時
、
城
内
で
は
大
き
な
祭
り
が
催
さ
れ
、
五
百
人
も
の
王
舎
城
の
人
々
が
、
音

楽
を
奏
で
な
が
ら
、
花
が
芳
し
く
香
る
庭
園
に
向
か
っ
て
い
た
。
こ
の
五
百
人
の
人
々
が
、
酪
漿
（
牛
乳
で
作
っ
た
飲
料
）
の
入
っ
た
瓶

を
持
っ
た
牛
飼
い
の
妻
を
見
つ
け
、「
一
緒
に
踊
っ
て
楽
し
み
ま
し
ょ
う
」
と
誘
っ
た
。
牛
飼
い
の
妻
は
欲
望
の
心
を
抱
い
て
し
ま
い
、

人
々
と
共
に
激
し
く
踊
っ
た
。

　

や
が
て
牛
飼
い
の
妻
は
踊
り
疲
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
原
因
で
お
腹
の
子
ど
も
を
そ
の
場
で
流
産
し
て
し
ま
っ
た
。
一
緒
に
踊
っ
て
い

た
五
百
人
の
人
々
は
牛
飼
い
の
妻
に
か
ま
わ
ず
庭
園
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ひ
と
り
残
さ
れ
た
牛
飼
い
の
妻
は
苦
悩
し
、
手
で
顔

を
覆
っ
た
。
そ
し
て
持
っ
て
い
た
酪
漿
を
売
っ
て
し
ま
い
、
五
百
個
の
菴
没
羅
果
（
マ
ン
ゴ
ー
）
を
買
っ
た
。

　

そ
こ
へ
ち
ょ
う
ど
独
覚
の
聖
者
が
通
り
か
か
っ
た
。
牛
飼
い
の
妻
は
、
独
覚
の
聖
者
の
尊
い
姿
を
見
て
、
そ
の
目
の
前
に
近
づ
き
、
礼

拝
し
、
先
ほ
ど
買
っ
た
五
百
個
の
菴
没
羅
果
を
す
べ
て
独
覚
の
聖
者
に
布
施
し
た
。
こ
の
布
施
に
対
し
、
独
覚
の
聖
者
は
、
大
き
な
鳥
が

翼
を
広
げ
る
か
の
よ
う
に
虚
空
に
浮
か
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
通
力
を
見
せ
た
。

　

こ
の
独
覚
の
聖
者
の
行
動
に
対
し
て
、
釈
尊
は
「
諸
々
の
独
覚
者
は
但
だ
身
を
以
て
化
し
て
口
に
法
を
説
か
ざ
れ
ば
」（
大
正
二
四
、

三
六
二
下
）（
諸
々
の
独
覚
は
た
だ
そ
の
身
を
以
て
衆
生
を
教
化
し
、
言
葉
に
よ
っ
て
法
を
説
く
こ
と
が
な
い
の
で
）
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
凡
夫
の
人
、
神
通
を
見
ん
時
は
心
便
ち
帰
向
す
る
こ
と
大
樹
の
崩
る
る
が
如
く
に
し
て
」（
大
正
二
四
、
三
六
二
下
）（
凡
夫

の
人
々
が
神
通
力
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
心
が
〔
そ
の
神
通
力
の
方
に
〕
向
か
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
ま
る
で
大

き
な
木
が
倒
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
）
と
続
け
る
。

　

独
覚
の
聖
者
の
神
通
力
を
目
撃
し
た
牛
飼
い
の
妻
は
地
に
倒
れ
て
合
掌
し
、
つ
い
に
「
こ
の
布
施
の
功
徳
に
よ
り
私
は
将
来
王
舎
城
内

に
転
生
し
、
こ
の
地
の
人
々
の
子
ど
も
を
こ
と
ご
と
く
皆
取
っ
て
食
べ
よ
う
」
と
い
う
誓
願
を
立
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
釈
尊
は
、
こ

の
牛
飼
い
の
妻
こ
そ
が
あ
の
訶
梨
帝
の
前
生
の
姿
で
あ
り
、
独
覚
の
聖
者
に
五
百
個
の
菴
没
羅
果
を
布
施
し
て
立
て
た
悪
願
に
よ
り
、
王

舎
城
に
薬
叉
女
と
し
て
生
ま
れ
、
五
百
人
の
子
を
産
み
、
そ
し
て
王
舎
城
の
人
々
の
子
ど
も
を
食
べ
た
の
だ
と
明
か
し
た
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
釈
尊
は
、「
黒
業
に
は
黒
報
、
雑
業
に
は
雑
報
、
白
業
に
は
白
報
あ
り
」（
大
正
二
四
、
三
六
三
上
）
と
説
き
、
弟

子
た
ち
に
「
白
業
」
を
修
し
て
「
黒
業
」
や
「
雑
業
」
か
ら
離
れ
る
よ
う
諭
し
て
い
る
。

鬼
子
母
神
（
訶
梨
帝
）
と
サ
ン
ガ
の
後
日
談

　

訶
梨
帝
の
前
生
譚
が
説
か
れ
た
あ
と
は
、
後
日
談
と
な
る
。

　

釈
尊
に
諭
さ
れ
て
仏
教
に
帰
依
し
た
訶
梨
帝
は
、
人
々
に
対
し
て
害
を
な
す
「
悪
い
薬
叉
」
か
ら
釈
尊
の
教
団
（
サ
ン
ガ
）
を
守
る
た

め
、
自
分
の
子
ど
も
た
ち
を
サ
ン
ガ
に
布
施
し
た
。
訶
梨
帝
の
子
ど
も
た
ち
は
、
釈
尊
の
弟
子
た
ち
が
乞
食
に
行
く
際
に
、
人
間
の
子
ど

も
の
姿
で
付
き
従
っ
た
。
王
舎
城
の
女
性
た
ち
が
「
こ
れ
は
誰
の
子
な
の
で
す
か
」
と
質
問
す
る
と
、
釈
尊
の
弟
子
は
「
こ
れ
は
訶
梨
帝

の
子
で
す
。
他
の
薬
叉
が
悪
事
を
働
く
の
で
、
こ
う
し
て
我
々
を
守
護
す
る
た
め
に
、
彼
女
は
自
分
の
子
ど
も
を
私
た
ち
に
布
施
し
た
の

で
す
」
と
返
し
た
。
女
性
た
ち
は
「
あ
の
毒
害
薬
叉
訶
梨
帝
が
悪
心
を
捨
て
て
自
分
の
子
ど
も
を
布
施
し
た
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
私

た
ち
は
わ
が
子
を
布
施
し
な
い
で
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
、
早
速
わ
が
子
を
サ
ン
ガ
に
布
施
し
た
。
し
か
し
、
普
通
の
人
間
の
子

ど
も
が
サ
ン
ガ
を
守
護
で
き
る
わ
け
も
な
く
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
を
好
き
勝
手
に
歩
き
回
っ
た
の
で
、
弟
子
た
ち
は
子
ど
も

の
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
古
い
袈
裟
の
は
ぎ
れ
を
結
び
付
け
、
ど
こ
か
へ
行
か
な
い
よ
う
見
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
に
子
ど
も

の
親
た
ち
が
財
物
と
引
き
換
え
に
子
ど
も
を
返
し
て
ほ
し
い
と
申
し
出
た
た
め
、
結
局
人
間
の
子
ど
も
は
す
べ
て
両
親
の
も
と
に
返
さ
れ

た
。
ま
た
こ
の
と
き
、
い
つ
も
徒
党
を
組
ん
で
悪
事
を
働
い
て
い
た
六
人
組
の
弟
子
た
ち
が
、
子
ど
も
と
引
き
換
え
に
全
財
産
を
布
施
す

る
よ
う
要
求
し
、
釈
尊
に
戒
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
訶
梨
帝
の
子
ど
も
た
ち
も
、
本
来
食
事
の
時
間
で
は
な
い
時
に
食
べ
物
を
欲
し
が
っ
た
り
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
も
の
を
食
べ
た
が
っ
た
り
し
た
た
め
、
弟
子
た
ち
が
釈
尊
に
逐
一
相
談
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』「
第
七
門
第
一
子
」
に
説
か
れ
る
鬼
子
母
神
の
物
語
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
的
と
思
わ
れ
る

部
分
を
抽
出
し
、
説
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、「
現
在
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
」
に
は
組
み
込
ま

れ
て
こ
な
か
っ
た
、「
鬼
子
母
神
の
誕
生
と
成
長
」、「
前
生
譚
」、
そ
し
て
「
帰
仏
後
の
後
日
談
」
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　

特
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

❶�

薬
叉
に
は
「
善
い
薬
叉
」
と
「
悪
い
薬
叉
」
が
お
り
、
歓
喜
が
生
ま
れ
た
薬
叉
の
家
は
王
舎
城
を
守
護
す
る
「
善
い
薬
叉
」
の
一
族

で
あ
っ
た
。「
王
舎
城
の
人
の
子
ど
も
を
と
っ
て
食
べ
た
い
」
と
打
ち
明
け
た
歓
喜
を
、
弟
の
沙
多
山
も
夫
の
半
支
迦
も
止
め
よ
う

と
し
て
い
た
。

　
　

→�

薬
叉
（
薬
叉
女
）
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
暴
悪
な
性
格
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
歓
喜
の
恐
ろ
し
い
願
い
に

親
族
の
薬
叉
も
戸
惑
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

❷�

釈
尊
に
よ
っ
て
訶
梨
帝
の
前
生
譚
が
語
ら
れ
る
際
に
、
ま
ず
、
訶
梨
帝
と
王
舎
城
の
人
々
は
、
か
つ
て
自
分
た
ち
が
行
っ
た
所
業
の

報
い
を
自
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
、
と
前
置
き
し
て
い
る
。

　
　

→�

鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
を
聞
い
た
だ
け
で
は
、「
悪
い
鬼
が
改
心
し
て
守
護
神
と
な
っ
た
」
と
い
う
印
象
を
抱
く
の
み
で
、
王
舎

城
の
人
々
は
た
だ
の
被
害
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
鬼
子
母
神
の
前
生
譚
を
知
る
と
、
踊
り
に
誘
っ
て
お
き
な
が
ら
牛
飼
い
の
妻
が

流
産
し
た
際
に
は
彼
女
を
見
捨
て
、
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
王
舎
城
の
人
々
の
行
い
と
、
そ
の
後
、
牛
飼
い
の
妻
が
邪
悪
な
誓
願

を
発
し
て
後
生
に
薬
叉
女
と
な
っ
た
こ
と
は
、
無
関
係
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
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❸�

独
覚
の
聖
者
が
、
牛
飼
い
の
妻
に
神
通
力
を
見
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
釈
尊
は
、
凡
夫
の
人
々
は
神
通
力
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、

大
木
が
倒
れ
る
よ
う
に
、
た
ち
ま
ち
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

　
　

→�
釈
尊
が
訶
梨
帝
を
言
葉
に
よ
っ
て
諭
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
の
牛
飼
い
の
妻
に
も
言
葉
に
よ
っ
て
彼
女
の
苦
悩
を
取
り
除
い
て
く

れ
る
人
が
い
た
ら
、
恐
ろ
し
い
誓
願
を
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

❹�

訶
梨
帝
が
仏
に
帰
依
し
た
あ
と
、
サ
ン
ガ
に
対
し
て
悪
事
を
な
す
「
悪
い
薬
叉
」
か
ら
サ
ン
ガ
を
守
護
す
る
た
め
に
自
分
の
子
ど
も

を
布
施
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
時
、
王
舎
城
の
人
々
は
訶
梨
帝
を
「
毒
害
薬
叉
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　

→�

訶
梨
帝
が
改
心
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
子
ど
も
を
食
べ
ら
れ
た
王
舎
城
の
人
々
の
憎
し
み
や
悲
し
み
が
、
す
ぐ
に
消
え
る
わ
け
が

な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

現
在
広
く
語
ら
れ
て
い
る
鬼
子
母
神
の
物
語
（
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語
）
が
長
く
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
語
り
継
が
れ
て
来
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
て
き
た
鬼
子
母
神
の
帰
仏
物
語

は
、
彼
女
が
「
母
」
で
あ
り
、「
女
性
」
で
あ
り
、
そ
し
て
恐
ろ
し
い
「
鬼
」
で
あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
教

訓
が
限
定
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
時
代
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
今
、
原
典
で
あ
る
経
典
の
内
容
を
改
め
て
確
認
し
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
鬼
子
母
神
に
対
す
る
新
た
な
発
見
が
な
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
鬼
子
母
神
の
語
り
方
に
多
様
性
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

《
参
考
文
献
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本
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切
有
部
毘
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耶
雑
事
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第
七
門
第
一
子
（
大
正
二
四
、
三
六
〇
中
─
三
六
三
中
）
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仏
教
説
話
文
学
全
集
刊
行
会

　
　
　
　
　
　
　
「
鬼
子
母
神
物
語
」（『
仏
教
説
話
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
仏
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仏
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講
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日
蓮
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倫
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催
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年
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日
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日
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宗
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務
院
、
講
演
資
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僧
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宗
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令
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年
五
月
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務
院
、
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〇
二
一
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四
─
二
二
六
頁
）

　
　
　
　
　
　
　

�「
鬼
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母
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物
語
論
的
研
究
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代
宗
教
研
究
第
五
六
号
別
冊
『
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研
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』
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蓮
宗
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務
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、
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〇
二
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年
、
六
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七
二
頁
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中
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啓
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「
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鬼
子
母
神
を
許
せ
ま
す
か
？
」（『
宗
報
』
令
和
四
年
二
月
号
、
日
蓮
宗
宗
務
院
、
二
〇
二
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年
、
四
六
─
五
四
頁
）

山
田　

琢
玄　
　
『
鬼
子
母
神
縁
起
詳
談
』（
等
潤
会
、
一
八
九
二
年
）




