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盧
山
の
遠
公
と
は
誰
か
?

鷹
山
の
遠
公
と
い
え
ば
'
ふ
つ
う
東
晋
の
蕃
遠
が
想
起
さ
れ
る
｡

〟

虎
渓
三

笑
″
の
話
は
､
南
画
や
能
で
も
お
な
じ
み
で
あ
ろ
う
｡
昔
遠
は
慮
山
で
仏
道
に

励
み
､
虎
漢
よ
り
外
に
は
下
り
な
い
と
誓
っ
て
い
た
が
､
訪
ね
て
き
た
陶
淵
明

や
陸
修
静
と
意
気
投
合
し
､
彼
ら
を
見
送
っ
て
思
わ
ず
虎
漢
を
渡
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
､
三
人
で
大
笑
い
し
た
と
い
う
｡

も
っ
と
も
､
商
宋
の
楼
輪
も

｢
文
政
東
填
三
笑
歯
群
｣
〔
r攻
娩
集
J
巷
七
十

七
)
で
指
摘
す
る
よ
う
に
､
道
教
の
大
玉
者
で
あ
る
陸
修
静
が
生
ま
れ
た
の
は

怨
連
の
晩
年
で
あ
り
､
陸
修
静
が
鹿
山
に
来
た
と
き
に
旺
憲
遠
も
陶
淵
明
も
亡

1
な
っ
て
い
た
か
ら
､
こ
れ
は
後
世
の
附
合
に
す
ぎ
ま
い
｡

と
こ
ろ
で
敦
塩
文
専
忙

｢庶
山
遠
公
話
｣
〔S
二
〇
七
三
)
が
あ
る
o
こ
れ

も
東
晋
の
整
遠
に
関
す
る
後
世
の
附
会
へ
と
言
え
ば
言
え
る
が
､
事
情
は
も
う

少
し
複
雑
で
あ
る
｡

そ
の
こ
と
を
本
稿
で
は
述
べ
よ
-
｡

一

｢鹿
山
成
道
記
｣

【

元
の
傑
盤
大
師
こ

と
普
度
は
､
r避
宗
宝
鑑
j
巻
四
の

｢弁
遠
祖
成
道
畢
｣

に
お
い
て
､
饗
遠
の
生
涯
に
関
す
る
俗
説
七
つ
を
批
判
し
て
い
る

(
r大
正
蔵
)

四
十
七
劉

C
)｡
当
時

｢歴
山
成
道
記
｣
な
る
も
の
が
偽
摸
さ
れ
広
ま
っ
て
い

た
の
で
､
普
度
は

r弘
明
果
し
や

r高
僧
伝
L
を
参
考
に
､
そ
の
虚
偽
を
正
し

た
の
だ
と
い
う
｡
批
判
の
具
体
的
な
部
分
を
'
適
宜
改
行
L
な
が
ら
読
み
下
し

て
み
る
｡
′L.

氏

岡

真

士

遠
公
は
太
行
山
の
道
安
法
師
に
礼
L
出
家
せ
り
｡
妄
り
に
栴
概
尊
者
を
師

と
す
と
伝
う
る
は
､

一
証
也
｡

妄
り
に
道
安
を
以
て
遠
公
の
孫
と
為
す
ほ

(者
)､
二
証
也
｡

遠
公
は
三
十
年
'
影
は
山
を
出
で
ず
､
足
は
俗
に
r(
ら
ず
｡
妄
り
に
自
在
､

劫
し
て
坊
に
す
と
調
う
娃

(者
)､
三
証
地
｡

晋
帝
は
三
た
び
召
す
も
､
遠
公
は
癌
と
称
し
て
赴
か
ず
｡
妄
り
に
身
を
売

り
佐
相
公
の
た
め

〔与
)
に
奴
と
為
る
と
謂
う
は

(者
〕
r
四
証
也
凸

道
安
は
常
に
肉
釧
有
り
O
妄
り
虹
連
生
と
謂
う
は
､
五
証
也
O

臨
終
に
過
命
L
骸
を
松
下
に
質
す
｡
全
身
は
西
嶺
に
葬
ら
れ
凝
寂
塔
に
見

在
す
れ
ば
証
す
可
L
｡
妄
り
に
遠
公
は
彩
船
に
乗
り
兜
率
に
升
る
と
謂
う

十
は

〔者
)
'
六
証
也
｡

道
生
法
師
は
虎
丘
に
あ
り
て
桂
を
講
じ
､
石
を
指
し
誓
い
を
為
せ
ば
石
は

乃
ち
点
頭
す
｡
妄
り
に
遠
公
と
謂
う
旺

〔者
)､
七
証
也
｡

こ
れ
ら
七
つ
に
つ
い
て
､
各
々

〟妄
り
に
″
空
別
後
を
比
較
す
れ
ば
､
確
か
に

隔
た
り
が
大
き
い
｡

も
っ
と
も
同
じ

r亜
宗
宝
鑑
し
巷
四
の

｢遠
祖
師
事
来
｣
を
見
る
と
､
背
圧

は
必
ず
し
も
古
い
史
料
に
忠
実
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば

〝虎
渓
三
笑
″
が
堂
々

と
記
さ
れ
て
い
る

(r大
正
蔵
J
四
十
七
脚
C

)
O
曹
度
は
浄
土
信
仰
の
立
場
か

ら
､
北
栄
の
戒
珠

r浄
土
往
生
伝
】
巻
上

(
r大
正
蔵
1
五
十

l
畑
亡

)
や
帝

宋
の
志
磐

r仏
祖
統
記
J
巷
二
十
六

｢浄
土
立
教
志
｣
(
r大
正
蔵
J
四
十
九

m

a
)
な
ど
と
同
様
の
態
度
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
O
い
ず
れ
も

r高
僧
伝
し
の
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苦
遺
伝
な
ど
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
､
部
分
的
に
語
句
の
改
変
や
挿
入
を
行
な

っ
て
い
る

(野
上
俊
静

｢蕃
遠
と
後
世
の
中
国
浄
土
教
-
懲
遠
人
間
像
の
変
遷

-
｣

･
牧
田
許
亮

｢鞍
連
著
作
の
流
伝
に
つ
い
て
｣
r
木
村
英

一
編

r苦
遠
研

究
-
研
究
掃
-
創
文
社
､

一
九
六
二
年
参
照
)｡
と
は
い
え
､
そ
れ
は
七
つ
の

俗
説
ほ
ど
に
明
ら
か
な
虚
構
で
は
な
い
｡

さ
て
中
国
文
学
研
究
の
見
地
か
ら
興
味
深
い
の
は
'
既
に
た
び
た
び
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に

(前
掲
の
牧
田
論
文
､
ま
た
周
招
良

｢読
変
文
札
記
｣r
r文
史
}

第
七
韓
､

1
九
七
九
年
な
ど
)
､
｢鹿
山
達
公
話
｣
の
内
容
が
､
普
度
の
批
判
す

る
俗
説
七
つ
に
か
な
り
対
応
す
る
点
で
あ
る
｡

二

｢鹿
山
遠
公
話
｣

｢鹿
山
達
公
話
｣
は
､
鹿
山
の
速
公
こ
と
恵
連
な
る
高
僧
の
生
涯
を
描
く
も

の
で
あ
る
｡
末
尾
に
〟

開
宝
伍
年
､
張
長
継
暫
記
″
と
あ
る
か
ら
九
七
二
年
以

前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
O
ま
ず
､
そ
の
あ
ら
す
じ
を
記
し
て
お
こ
う
｡

族
概
和
尚
の
弟
子
で
あ
る
恵
遠
は
雁
門
の
人
｡
弟
の
恵
持
は
母
の
世
話

を
し
て
い
る
｡

遠
公
は
修
行
の
旅
を
志
し
､
師
匠
は
底
山
に
行
け
と
い
う
｡
江
州
に
至

っ
た
遠
公
が
､
香
炉
峰
の
北
に
席
を
結
ん
で

r淫
楽
経
J
を
唱
え
て
い
る

の
を
聞
い
て
､
山
神
は
樹
神
に
様
子
を
見
に
い
か
せ
る
.
樹
神
が
老
人
に

化
け
て
蕃
遠
と
話
し
､
そ
の
求
道
心
が
厚
い
こ
と
を
報
告
し
た
の
で
r
山

神
は
一
夜
の
う
ち
に
立
派
な
寺
を
作
っ
た
｡
ま
た
遠
公
が
錫
杖
で
岩
を
叩

く
と
水
が
湧
き
出
た
が
､
今
そ
れ
は
錫
杖
泉
と
呼
ば
れ
る
｡
寺
を
化
成
寺

と
い
い
､
そ
の
前
に
眉
避
池
が
あ
る
｡

数
か
月
も
す
る
と
人
々
が
つ
め
か
け
た
の
で
､
遠
公
は

r埋
葬
経
L
の

講
義
を
す
る
.
歴
山
の
千
尺
田
の
龍
が
老
人
に
化
け
て
､

1
年
も
聞
い
た

が
理
解
で
き
な
い
と
言
う
｡
そ
こ
で
遠
公
は

r埋
葬
経
疏
抄
L
を
作
ろ
う

と
決
意
し
て
､
可
否
を
占
う
べ
-
輩
を
投
げ
る
と
空
中
に
静
止
L
.た
｡
今

も
虚
山
に
は
榔
畢
峰
が
あ
る
〇
三
年
か
け
て
八
百
余
巷
を
宙
き
上
げ
'
内

容
の
是
非
を
間
わ
ん
と
-
火
に
投
じ
て
も
燃
え
ず
､
白
蓮
池
に
投
じ
て
も

没
L
な
か
っ
た
｡

穿
州
の
白
荘
と
い
う
盗
賊
が
､
法
会
の
日
に
化
成
寺
を
襲
う
｡
土
地
神

が
予
め
知
ら
せ
た
の
で
､
僧
た
ち
は
逃
げ
出
し
､

一
番
弟
子
の
雲
塵
も
避

難
を
勧
め
る
が
､
r浬
無
謀
L
に
よ
れ
ば
恐
怖
は
存
在
し
な
い
と
遠
公
は

言
っ
て
肋
か
な
い
｡
白
荘
は
遺
公
を
連
れ
去
っ
て
下
男
に
し
た
｡

零
度
は

r埋
葬
経
疏
抄
L
に
よ
っ
て
講
義
を
続
け
､
数
年
た
つ
と
道
安

に

r疏
抄
L
を
与
え
た
｡
道
安
は
東
都
に
赴
き
､
福
光
寺
で

r浬
輿
経
J

を
講
義
し
て
好
評
を
博
す
｡
道
安
は
晋
文
皇
帝
の
許
し
を
得
て
受
講
者
か

ら
絹

一
疋
を
納
め
さ
せ
､
そ
れ
で
も
人
が
減
ら
な
い
の
で
銭

一
百
耳
文
を

受
講
者
に
払
あ
せ
た
｡

遠
公
は
夢
に
諸
仏
か
ら

r湿
紫
煙
J
の
読
詞
を
勧
め
ら
れ
､
ま
た
阿
開

衆
如
来
の
授
記
を
得
て
宿
縁
を
知
る
｡
前
世
で
保
証
人
に
な
-
､
債
務
者

は
現
世
で
宰
相
に
な
っ
て
い
る
の
で
､
身
を
売

っ
て
白
荘
に
五
首
貰
文
を

返
し
､
片
を
付
け
て
か
ら
鷹
山
で
舎
お
う
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
遠
公

旺

r埋
葬
経
｣
を
唱
え
て
自
荘
に
嫌
が
ら
れ
､
東
都
で
奴
隷
と
し
て
売
ら

れ
る
｡
帝
釈
天
が
崖
相
公
の
使
用
人
に
化
け
､
仲
買
人
を
撞
相
公
の
星
散

に
連
れ
て
ゆ
-
｡
塩
相
公
は
夢
に
見
た
神
が
達
公
そ
っ
-
り
で
あ
旦

し

か
も
遠
公
が
身
売
り
の
契
約
を
ス
ラ
ス
ラ
番
い
た
の
で
'
五
百
貰
文
で
買

い
取
る
｡

遠
公
は
夜
中
に

｢埋
葬
経
L
を
唱
え
る
｡
崖
相
公
は
遠
公
が
十
二
巷
と

も
暗
唱
し
て
い
る
の
を
知
り
､
巷
座
の
名
を
与
え
て
福
光
寺
に
も
連
れ
て

ゆ
-
が
､
遠
公
は
中
に
入
れ
な
い
｡
豪
に
帰
っ
た
相
公
は
､
夫
人
に
頼
ま
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れ
て

〝
八
苦
交
前
″

の
話
を
す
る
｡
思
わ
ず
戻
し
た
遠
公
は
､
相
公
に
替

め
ら
れ
て
〟

E
Z生
十
塀
″
や

〟十
二
因
縁
″
に
つ
い
て
解
説
し
､
ま
た
追

安
が
聴
衆
を
差
別
し
て
い
る
と
批
判
す
る
｡
相
公
は
遠
公
の
力
丑
を
認
め
､

再
び
福
光
寺
に
連
れ
て
ゆ
く
｡

中
に
入
っ
た
遠
公
は
､
道
安
の
講
義
を
さ
え
ぎ
っ
て
論
争
を
挑
み
､
道

安
を
降
参
さ
せ
る
｡
そ
し
て
自
分
こ
そ
が

r浬
輿
経
疏
抄
)
の
著
者
だ
と

名
乗
る
｡
道
安
は
連
生
の
左
腕
に
肉
現
が
あ
る
の
を
見
て
本
物
だ
と
納
得

し
､
ひ
れ
伏
す
｡
遠
公
は
崖
相
公
に
前
世
の
因
縁
を
説
き
､
借
金
は
返
せ

と
人
々
を
諭
す
｡
相
公
は
晋
文
皇
帝
に
こ
の
こ
と
を
報
告
す
る
｡

晋
文
皇
帝
に
招
か
れ
た
遠
公
は
､
寺
を
出
る
と
昇
天
し
て
宮
中
に
重
り
､

皇
帝
以
下
を
帰
依
さ
せ
る
｡
ま
た
字
を
雷
い
た
紙
を
厨
で
使
-
な
と
戒
め

る
｡
や
が
て
阿
聞
衆
如
来
空
音
葉
を
思
い
出
し
､
都
を
去
る
が
､
神
通
力

で
直
ち
に
鹿
山
に
至
る
.｡
寺
に
は
戻
ら
ず
新
た
に
庵
を
結
び
､
数
か
月
の

の
ち
俗
世
を
厭
っ
て
上
界
に
帰
依
す
べ
-
法
船
を
造
り
-
-

(以
下
を
記

さ
ず

〝開
宝
伍
年
張
長
継
香
記
″

と
結
ぶ
)0

こ
の
話
に
は
晋
の
皇
帝
が
出
て
-
る
L
､
主
人
公
は
雁
門
の
出
身
で
あ
り
､
恵

持
と
い
う
弟
が
い
て
､
鹿
山
で
仏
道
に
励
ん
だ
高
僧
な
の
だ
か
ら
､
そ
の
点
で

は
束
晋
の
悪
道
の
話
だ
と
言
え
よ
-

〔r高
僧
伝
J
巻
上ハ
｡
恵
と
聾
は
音
通
)
｡

し
か
し
､
そ
れ
で
済
ま
す
に
は
大
き
く
二
つ
の
問
題
が
あ
る
｡

t
つ
は
前
に
示
唆
し
た
よ
う
に
､
史
実
と
は
隔
た
-
が
大
き
す
ぎ
る
点
で
あ

る
｡
苦
慮
の
批
判
す
る
七
点
に
つ
い
て
見
て
も
､
最
初
の
五
つ
は

｢底
山
遠
公

話
｣
に
も
当
て
は
ま
り
､
r高
僧
伝
L
な
ど
の
史
料
と
は
異
な
る
｡
｢弁
遠
祖
成

道
事
｣
が
″

道
安
を
以
て
達
公
の
孫
と
為
す
″
と
い
う
の
は
孫
弟
子
の
意
味
で

あ
ろ
う
｡
ち
な
み
に
五
番
目
の
'
道
安
の
背
に
肉
訓
が
あ
る
と
い
う
の
は
､

r太
平
御
覧
)
巷
三
六
九
に
引
く

r俗
説
1
が
出
典
と
さ
れ
る

(r(
矢
義
高
編

訳

r仏
教
文
学
集
)
平
凡
社
､

T
九
七
五
年
)｡
し
か
し
釧
の
字
こ
そ
撫
い
も

の
の
同
じ
話
が

r高
僧
伝
)
巷
五
の
道
安
の
伝
に
見
え
る
t
､
r高
僧
伝
)
が

依

っ
た
で
あ
ろ
う

r出
三
蔵
記
集
L
巻
十
五
中
道
安
の
伝
に
は
'
釧
G
L芋
も
記

さ
れ
て
い
る
｡

六
番
目
の
､
遠
公
の
最
期
に
つ
い
て
も
､
｢盛
山
遠
公
話
｣
の
末
尾
は
香
写

さ
れ
て
い
な
い
が
､
そ
の
直
前
に
〟

一
法
船
を
造
り
､
上
界
に
帰
依
す
″

云
々

と
あ
る
か
ら
､
や
は
り
当
て
は
ま
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
｡
な
お
､
失
わ
れ
た
部

分
の
一
端
は

S二
〓
ハ
五
か
ら
窺
え
る
が

(第
十
節
参
照
)
､
｢弁
遠
祖
成
道

草
｣
の
記
述
と
の
関
係
に
更
に
迫
り
得
る
も
の
で
は
な
い
｡

七
番
tZIlは
事
情
が
異
な
る
O
い
わ
ゆ
る
石
点
頭
と
は
確
か
に
竺
道
生
の
故
事

だ
が
､
こ
れ
は
宋
代
流
行
の

r蓮
社
高
野
伝
J
が
初
出
で
あ
ろ
う

(r仏
祖
統

記
し
巷
二
十
六
､
r大
正
蔵
J
四
十
九
捕

a)｡

還
た
虎
丘
山
に
入
る
.
石
を
辞
め
て
徒
と
為
し
､
r浬
韓
経
)
を
講
ず
｡

閲
控
の
処
に
至
れ
ば
'
別
も
仏
性
有
り
と
説
き
､
且
つ
日
-

｢我
が
説
-

所
の
如
き
は
､
仏
心
に
契
ケ
や
否
や
｣
群
石
は
皆
な
あ
に
点
頭
す
o

い
っ
ぼ
う

｢鹿
山
道
公
話
｣
で
は
､
は
じ
め
達
公
が
香
炉
峰
の
北
に
庇
を
結
ぶ

く
だ
り
に

債
も

｢浬
輿
経
｣
を
念
ず
…
…
荏
声
朗
朗
と
し
て
-
-
感
ぜ
し
め
て
大
石

は
揺
れ
動
き
､
百
草
は
身
を
亜

(普
)
げ
､
瑞
鳥
霊
禽
'
皆
な
来
た
り
て

讃
嘆
す
る
を
得
た
り
｡

と
あ
-
､
こ
れ
は
遠
公
が
崖
相
公
の
奴
隷
に
な
っ
て
菩
歴
と
名
を
変
え
た
時
期

に
も.

載
れ
憶
う
に
昔
､
.塩
山
に
在
り
し
之
日
､
初
め
て
此
の
経
の
題
目
を
講
ず

れ
ば
､
便
ち
感
ぜ
し
め
て
大
石
は
揺
れ
動
き
､
百
草
は
身
を
亜

(ま
〕
げ
､

瑞
鳥
霊
禽
'
飛
び
来
た
り
て
寺
に
満
つ
畠
を
得
た
り
｡

と
回
想
さ
れ
て
い
る
o
L
か
L
石
を
集
め
て
問
い
か
け
た
わ
け
で
は
な
い
L
r

読
詞
の
声
に
石
だ
け
で
な
-
草
や
鳥
も
感
応
し
た
の
だ
か
ら
'
む
し
ろ

｢埋
葬
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経
L
の

〝
一
切
の
衆
生
r
悉
く
仏
性
有
り
″

な
る
考
え
方
に
直
接
基
.つ
-
の
で

は
な
い
か
｡

韓
避
硯

｢敦
塩
写
本

(鷹
山
遠
公
話
)
初
探
｣
〔r敦
塩
草
輯
刊
)
創
刊
号

〔紀
第
四
期
)
t

l
九
八
三
年
)
は

r蓮
社
高
野
伝
l
の
成
立
年
代
が
唐
牲
半

ま
で
遡
る
と
す
る
見
地
か
ら
､
石
点
頭
の
話
は
も
ち
ろ
ん

｢鹿
山
遠
公
詰
｣
に

浪
揮
な

r浬
輿
超
し
信
仰
も
､
も
っ
ぱ
ら
竺
道
生
の
投
醇
と
考
え
て
い
る
O
L

か
し
､
遠
公
に
竺
道
生
の
投
静
が
無
い
と
ほ
言
わ
な
い
が
､
そ
れ
が
全
て
で
も

な
い
だ
ろ
う
｡

そ
う
考
え
る
柴
犬
の
理
由
は
'
｢虚
山
道
公
話
｣
を
東
晋
の
音
速
の
話
と
言

っ
て
片
付
け
ら
れ
な
い
理
由
の
も
う

一
つ
で
も
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
既
に
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢慮
山
遠
公
話
｣
に
は
実
在
し
た
も
う

1
人
の
鞍

遠
の
婆
が
投
酵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

〔王
座
讃

｢敦
塩
俗
誹
､
変
文
等
資
料

一
百
九
十
六
掃
目
録
和

(敦
塩
俗
許
文
学
及
通
俗
小
説
紐
目
提
要
)
摘
録
｣
､

¶敦
塩
文
学
論
文
集
L
書
林
大
学
出
版
社
､

一
九
八
七
年
な
ど
)
｡
こ
の
点
に
触

れ
な
い
以
上
､
韓
論
文
は
全
面
的
な
承
認
を
得
ら
れ
ま
い
｡

三

静
静
寺
等
遠

北
周
か
ら
暗
に
か
け
て
､
や
は
り
蕃
遠
と
い
う
高
僧
が
い
た
｡
束
晋
の
寄
道

と
区
別
し
て
､
し
ば
し
ば
浄
野
寺
蕃
遠
と
呼
ば
れ
る
｡
浄
野
寺
は
長
安
に
あ
り
､

晩
年
の
彼
は
そ
こ
で
住
職
を
務
め
た
｡
こ
の
人
は
敦
塩
出
身
で
､
生
涯
を
北
方

に
過
ご
し
､
鹿
山

へ
行

っ
た
こ
と
は
無
い
｡

｢庶
山
遠
公
話
｣
に
浄
野
寺
窓
遠
の
投
影
が
あ
る
と
い
う
説
は
'
彼
に

r浬

韓
疏
L
十
巷
の
著
作
が
あ
る
点
に
基
づ
-

(
r続
高
僧
伝
J
巷
第
八
､
r大
正

蔵
)
五
十
収
C
〕
o
現
存
の

r大
般
浬
輿
撞
表
記
J
十
巷
で
あ
ろ
う

(
r大
正

蔵
L
三
十
七

m
a)
｡
い
っ
ぼ
う

｢塵
山
達
公
話
｣
の
遠
公
も
､
そ
の

r浬
輿

経
L
信
仰
が
た
び
た
び
強
調
さ
れ
､
ま
た

r軽
輿
経
流
砂
L
八
百
余
巷
を
沓
い

た
と
さ
れ
る
｡

宋
晋
の
懲
遠
は

r混
輿
経
｣
と
関
係
が
蒋
い
｡
か
の
法
顕
が
イ

ソドか
trL持

ち
帰
っ
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
仏
駄
故
陀
羅
と
と
も
に

r大
般
嘩
迫
経
L
六
巷

を
訳
出
し
た
の
は
五
世
紀
初
め
へ
東
晋
の
鞍
遠
の
存
命
中
の
こ
と
で
は
あ
る
が
､

小
南

t
郎

｢有
閑
敦
堤
本

{慮
山
遠
公
話
)
的
盛
個
問
題
｣
〔
r
t
九
九
三
年
中

国
古
代
小
説
国
際
研
訂
会
論
文
薬
J
開
明
出
版
社
F
.l
九
九
六
年
)
も
指
摘
す

る
よ
う
に
､
東
晋
の
愁
遠
は

r埋
輿
経
L
を
読
ま
ず
し
て

r法
性
諭
し
を
著
わ

し
r
鳩
摩
羅
什
を
感
嘆
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
虚
無
孤
が

F.大
本
浬
輿
経
J
四
十

巷
を
訳
出
し
た
の
は
､
巷
遠
が
投
し
て
数
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
O

竺
道
生
の
場
合
は
､
塚
本
馨
隆

｢南
朝

｢元
嘉
治
世
｣
の
仏
教
興
隆
に
つ
い

て
｣
(r塚
本
尊
陸
著
作
集
L
第
三
巷
､
大
東
出
版
社
､

一
九
七
五
年
)
も
説
-

よ
う
に
t
r達
輿
荘
L
と
の
EH
緑
は
深
い
D
｣ハ
巻
本

r泥
垣
経
J
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
南
京
を
追
わ
れ
､
虎
丘
山
で

〟石
点
頭
″
の
日
々
を
送
る
が
へ
四
十
巻

の

r大
本
浬
襲
経
)
が
北
方
か
ら
伝
わ
っ
て
名
背
を
回
復
L
l
そ
の
最
期
も

r浬
輿
圧
し
の
講
義
中
だ
っ
た
と
い
う
｡
r高
僧
任
し
巷
七
の
伝
に

〝
r浬
薬

記
J
-
=
･等
を
著
す
″
と
も
あ
る

〔r大
正
蔵
J
巷
五
十
脚

a
)｡
た
だ
し
､
著

作
時
の
具
体
的
な
逸
話
は
無
い
｡

い
っ
ぼ
う
周
推
平

｢英
蔵
斯
二
〇
七
三
巷
子
数
値
話
本
故
事
探
源
｣
〔r敦
塩

苧
輯
刊
J

1
九
九
六
年
第
二
期
)
は
､
浄
彫
寺
奪
還
が

r浬
輿
疏
J
執
筆
時
を

回
想
す
る
-
だ
り

(r大
正
蔵
L
五
十
朋
a
)
に
注
目
す
る
｡

又
た
自
ら
説
き
て
云
う

〝初
め

r浬
薬
疏
J
を
作
-
て
詰
り
､
未
だ
敢
え

て
誹
に
依
ら
ず
ん
は
.､
発
願
し
て
相
を
乞
う
｡
夢
に
自
ら
手
ず
か
ら
七
仏

八
菩
薩
像
を
造
塑
す
る
を
見
る
｡

形
は
並
び
に
端
と
し
て
時
つ
｡
遺
た
自

え
ら
掛

も
て
飾
る
｡
画
す
る
所
既
に
尭
わ
れ
は
､
像
は
皆
な
次
第
に
起
ち
行

-
O
来
復
の
1
億
'
彩
画
し
て
将
に
了
ら
ん
と
す
る
に
､
育
ち
に
一
人
有
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り
て
､
来
た
り
て
従
り
て
筆
を
索
め
､
遠
に
代
わ
り
て
之
を
成
す
｡
覚
め

て
後
に
思
い
て
日
-
､
此
町
相
は
末
世
に
流
る
る
之
境
有
る
也
｡
乃
ち
広

-
之
を
開
赦
す
｡
信
に
夢
の
如
し
兵
″

′

周
論
文
は
､
こ
の

r埋
葬
疏
}
完
成
時
に
見
た
夢
が
､
｢鹿
山
達
公
話
｣
の
却

華
峰
の
部
分
に
変
化
し
た
町
だ
と
説
く
｡

T浬
薬
経
J
を
め
ぐ
る
逸
話
に
つ
い
て
は
第
六
節
で
改
め
て
検
討
す
る
と
し

て
､
｢塵
山
道
公
話
｣
に
浄
財
寺
者
達
の
投
影
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
理
解
し
や

す
い
点
は
他
に
も
あ
る
｡
た
と
え
ば
晋
文
皇
帝
が
登
場
す
る
が
､
晋
に
文
帝
は

い
な
い
O
と
こ
ろ
が
浄
野
寺
薯
遠
は
､
階
の
文
帝
に
招
か
れ
て
長
安
で
活
躍
し

た
の
で
あ
る

(
r大
正
蔵
J
五
十
4-1

a
)｡
そ
も
そ
も
階
文
帝
は
寺
で
養
育
さ
れ

た
と
言
わ
れ
､
の
も
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
ほ
ど
の
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
｡
｢腰

山
遠
公
話
｣
に
お
け
る
晋
文
皇
帝
も
仏
教
に
手
厚
い
か
ら
r
こ
れ
は
支
帯
を
モ

デ
ル
と
L
つ
つ
階
が
晋
に
変
わ
っ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
合
点
が
い
V
.

か
り
に
竺
道
生
の
影
響
を
重
視
す
れ
ば
､
彼
が
南
朝
乗
の
文
帝
治
世
下
に
活

躍
し
た
こ
と
の
反
映
と
言
え
そ
う
だ
が
-
前
述
の
韓
論
文
は
そ
れ
を
採
ら
ず
､

宋
晋
の
簡
文
帝
だ
と
い
う
｡
在
位
は
三
七

一
～
三
七
二
年
だ
か
ら
､
虚
山
の
整

遠
の
活
動
時
期
と
配
酷
は
無
い
し
､
そ
ち
ら
の
蕃
遠
が
竺
法
汝
に
加
勢
し
て
道

恒
を
論
破
し
､
竺
法
汝
が
簡
文
帝
か
ら

r放
光
経
J
の
講
義
に
招
か
れ
た
こ
と

は

r高
僧
伝
j
巷
玉
の
竺
法
汝
の
伝
に
見
え
㌢

(r大
正
蔵
J
巻
五
十
捌
C

)
｡

そ
こ
で
韓
論
文
は
､
｢虚
山
遠
公
話
｣
で
遠
公
が
道
安
と
討
論
す
る
話
も
こ
こ

に
由
来
す
る
の
だ
と
い
う
｡

し
か
し
討
論
と
い
え
ば
､
東
晋
の
悪
道
は

｢沙
門
不
敬
王
者
論
｣
を
説
い
て

桓
玄
に
屈
し
な
か
っ
た
こ
と
の
ほ
う
が
有
名
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
浄
鮮
寺
蕃
遠

も
､
北
周
武
帝
の
廃
仏
の
意
向
に
其
っ
向
か
ら
反
論
し
て
気
を
吐
い
た

(第
四

･
五
節
参
照
).
こ
の
よ
-
に
二
人
の
鞍
遠
は
､
単
に
同
名
で
あ
る
と
い
う
以
.

外
に
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
も
う

一
つ
挙
げ
れ
ば
､
東
晋
の
態
遠
に
は

r大

尭
大
義
聾
1

と
い
う
'
鳩
摩
羅
什
と
の
教
義
問
答
集
が
あ
る
が
､
浄
野
寺
憲
遠

に
も

｢大
乗
義
章
L
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
名
前
の
等
容
が
あ
り
､
ま
ま
後
世
の

仏
書
目
録
で
も
混
同
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
｡

か
く
て
聾
者
も
ま
た
､
鷹
山
の
遠
公
が
造
形
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
浄
野
寺

蕃
遠
の
存
在
を
無
視
で
き
な
い
と
考
え
る
が
､
そ
の
理
由
は
以
上
に
と
ど
ま
ら

な

い
｡

四

｢障
浄
影
寺
沙
門
恵
遠
和
尚
因
縁
記
｣

浄
野
寺
替
遠
の
生
涯
を
､
虚
構
を
交
え
て
記
し
た
数
値
文
書
が
､
｢虚
山
遠

公
話
｣
と
は
別
に
存
在
す
る
｡
こ
れ
に
は
繁
簡
の
二
種
類
が
あ
り
､
陳
詐
龍

｢仏
化
散
策
｣
(r敦
燈
学
園
零
拾
3
台
帝
商
務
印
昏
館
､

t
九
八
六
年
)
で
は

″

蕃
遠
国
縁
記
″

と
総
称
し
た
う
え
で
､
敵
性
文
啓
の
P
二
六
八
〇
と
P
三
五

七
〇
に
基
づ
き
校
訂
を
行
な
っ
で
い
る
｡
重
視
す
.(.き
ほ
､
こ
れ
ら
や
資
料
に

お
い
て
浄
野
寺
老
遠
が
遠
公
と
呼
ば
れ
､.
し
か
も
鹿
山
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る
｡

･ま
ず
詳
し
い
ほ
う
は

｢暗
浄
野
寺
沙
門
恵
遠
和
尚
因
縁
記
｣
と
い
う
題
名
を

持
つ
O
以
下
こ
れ
を

｢者
達
和
尚
因
縁
記
｣
と
略
称
し
た
い
｡
な
お
同
.J
文
章

が
p
t二
七
二
七
に
も
見
え
る
｡
ま
た
三
つ
の
文
昔
の
う
ち
p
三
五
七
〇
だ
け
は

窓
遠
を
審
遠
に
作
る
D

寄
写
年
代
だ
が
､
p
二
六
八
〇
旺
″

帰
義
軍
節
度
都
頭
内
親
従
守
常
葉
県

令
″
と
い
う
字
句
が
見
え
る
か
ら
帰
義
軍
時
代
､
つ
ま
り
八
四
八
年
以
降
と
な

る
O
ま
た
p
三
七
二
七
に
は

〝広
牌
五
年
正
月
″
と
記
さ
れ
る
か
ら
'
広
偶
は

三
年
ま
で
だ
が
九
五
五
年
に
比
定
で
き
る
｡
残
る
P
三
五
七
〇
の
年
代
は
未
詳
Q

九
七
二
年
に
智
か
れ
た

｢鷹
山
連
生
話
｣
と
聖
肌
後
関
係
は
微
妙
だ
が
､
後
述

す
る
内
啓
上
の
特
徴
か
ら
先
行
す
る
と
見
倣
し
て
良
か
ろ
う
｡
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で
は
昧
氏
の
校
訂
や
p
三
七
二
七
も
参
照
の
う
え
-
少
し
ず
つ
区
切
り
な
が

ら

｢窓
過
和
尚
閃
操
記
｣
の
全
文
を
読
み
下
し
て
い
こ
う
｡

師
､
俗
姓
は
張
氏
'
敦
塩
の
人
也
｡
紐
か
に
年
三
歳
に
し
て
出
家
を
志
恭

し
､
紫
塵
に
恋
せ
ず
､
大
赦
に
惜
帰
す
｡
十
三
に
て
落
磐
し
､
六
礼
に
肪

-
る
無
し
D
大
小
中
東
-
瓶
も
て
水
を
注
ぐ
が
如
し
｡
地
味
は
輩
塩
L
､

戒
月
は
垣
明
な
り
｡
曹
課
に
杖
錫
し
､
江
罰
を
周
遊
す
o

こ
こ
ま
で
な

r統
高
僧
伝
｣
の
伝
と
比
較
す
る
と
､
敦
塩
出
身
で
三
歳
の
と
き

仏
道
を
志
し
､
十
三
で
出
家
し
た
点
は
変
わ
ら
な
い
が
､
姓
を
本
来
の
李
で
は

な
-
張
と
し
た
り
P
管
撰

(
い
ま
の
広
東
省
に
あ
る
｡
た
だ
し
原
文
で
は
三
つ

と
も
漕
撰
)
や
江
.･
覇
を
旅
し
た
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
異
な
る
｡

な
お
智
漢

は
､
禅
宗
で
有
名
な
六
祖
憲
能
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い

(第
十
節
参
照
).

時
に
周
武
帝
､
大
法
を
刑
剖
L
茎
寅
を
致
さ
ん
と
欲
す
｡
遠
公
､
是
に
於

い
て
敢
姫
を
顧
み
ず
､
屡
は
し
は
逆
鱗
之
唯
を
献
ず
｡
武
帝
に
謂
い
て
日

く
〝

三
重
の
地
獄
は
貴
購
を
棟
は
ず
″

帝
は
乃
ち
罪
慈
し
､
湧
磐
直
上
し

て
冠
を
衝
く
｡
僧
衆
は
驚
但
し
､
投
身
し
て
地
無
し
｡
遠
公
､
神
情
は
易

ら
ず
､
風
調
は
常
の
如
し
｡
直
ち
に
鹿
山
に
入
り
､
而
し
て
仏
道
を
求
む
｡

其
の
時
､
道
俗
と
も
色
を
失
い
､
面
面
相
い
看
て
r
両
面
は
襟
を
宿
し
､

死
す
と
も
恨
み
顛
き
が
如
し
｡
四
衆
は
逓
い
に
相
い
謂
い
て
日
-

〟此
の

公
は
別
も
足
れ
像
敏
之
中
の
讃
法
菩
薩
な
り
″

衆
心
は
僻
仰
L
t
名
は
喪

中
に
轡
-
｡

こ
こ
で
浄
野
寺
蕃
遠
を
遠
公
と
呼
び
､
か
つ
盤
山
に
入
っ
た
と
記
す
の
は
重
要

で
あ
る
｡
r続
高
僧
伝
L
で
は
政
郡
の
西
山

(
い
ま
の
河
南
省
に
あ
る
)
に
逃

れ
た
の
だ
か
ら
-
東
晋
の
者
達
の
イ
メ
-
.･L
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
｡
先
に

｢恵
違
和
尚
歯
藤
記
｣
が

｢慮
山
道
公
話
｣
よ
り
先
行
す
る
と
考
え

て
お
い
た
G
Lは
､
こ
の
点
に
基
づ
-
｡
こ
の
部
分
は
字
句
の
輯
似
か
ら
み
て
I

全
体
的
に
は

1統
高
僧
伝
J
が
記
す
北
岡
武
帝
と
の
舌
低
の
経
緯
を
､
改
変
を

加
え
つ
つ
略
述
し
た
と
み
て
良
か
ろ
う
｡

師
､
身
長
は
八
尺
､
腰
に
九
園
有
り
､
容
止
は
粛
然
､
時
に
龍
泉
と
称
さ

る
O
r高
僧
伝
J
に
入
り
､
横
浜
の
仁
噂
な
り
0
鷹
山
に
隠
跡
L
､
毎
に

自
ら
説
法
す
る
に
､
群
石
は
声
に
応
ず
｡

身
長
う
ん
ぬ
ん
聖

一句
は

r続
高
僧
伝
J
に
見
え
､
〝入

r高
僧
伝

L″
と
も
育

っ
て
い
る
か
ら
､
そ
れ
を
参
照
し
つ
つ
斬
文
的
に
宙
き
起
こ
し
た
も
の
か
｡
四

字
句
が
続
き
平
広
に
も

1
定
の
配
慮
が
潰
え
る
.
な
お
瀞
石
が
説
法
に
反
応
し

た
と
い
-
の
は
､
例
の
石
点
頭
を
想
起
さ
せ
る
｡
し
か
し
､
こ
ち
ら
が
竺
道
生

の
伝
承
に
附
会
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ね
は
な
る
ま
い
｡

時
に
1
人
有
り
て
､
常
に
来
た
り
て
食
を
献
ず
O
後
に
有
る
1
tEEr
斉
杏

過
ぐ
れ
ど
其
の
食
は
重
ら
ず
｡
続
け
て
飯
鉢
を
馳
す
れ
ど
､
食
は
乃
ち
穆

疎
た
り
｡
因
-
て
其
の
故
を
問
う
｡
答
え
て
云
わ
-
〝

我
は
走
れ
北
方
の

毘
抄
門
の
第
三
之
子
､
諸
天
､
和
尚
に
配
事
す

〝和
尚
は
又
た
問
う
″
汝
､

今
日
は
何
故
に
遅
晩
し
て
其
の
時
を
失
う
や
″

太
子
は
答
え
て
日
く

″今

度
'
天
朝
は
晩
-
散
ず
､
稽
遅
す
る
所
以
な
り
O
人
間
之
食
､
穆
疎
た
る

所
以
な
り
″

又
た
問
う
″

天
朝
は
何
故
に
晩
-
散
ず
る
や
″

答
え
て
日
く

〝

周
武
帝
の
仏
法
を
破
滅
せ
し
む
右
に
縁
り
て
､
痢
疾
に
し
て

〔而
)
崩

ぜ
L
む

〔令
)
｡
樟
暗
､
合
に
天
下
に
当
た
る
.(
L
″
和
尚
､
因
り
て
暗

君
に
授
記
を
与
う

か汝
は
若
し
位
に
曇
ら
は
､
必
ず
窮
く
再
び
三
宝
を
隆

す
べ
L
″
仏
法
の
興
り
て

(需
〕
今
日
に

(千
)
至
る
ほ
､
此
れ
別
も
悪

法
聖
者
の
威
神
之
力
也
｡

こ
の
最
後
の
一
段
は

r統
高
僧
伝
L
と
は
全
く
異
な
り
､
あ
た
か
も
排
仏
の
た

め
に
武
帝
の
代
で
北
周
が
滅
び
へ
浄
野
寺
鞍
遠
の
力
あ
っ
て
初
め
て
願
文
帝
が

崇
仏
し
た
か
の
よ
う
に
香
い
て
い
る
.
ど
こ
か
階
支
帯
が
子
供
の
こ
ろ
､
智
仙

な
る
尼
が

〟児
は
当
に
大
貴
な
る
ベ
L
､
東
国
よ
り

〔従
)
来
た
ら
ん
｡
仏
法



塵山の速公とは誰か?

は
当
に
滅
ぶ
.(
L
､
児
に
由
り
て
之
を
興
せ
″
と
言
っ
た
話

(
r続
高
僧
伝
J

巷
二
十
六
道
密
伝
な
ど
)
を
折
節
と
さ
せ
る

(塚
本
蕃
陸

｢陪
仏
教
史
序
説
-

陪
文
帝
誕
生
説
話
の
仏
教
化
と
量
化
-
｣
､
r塚
本
菩
隆
著
作
集
J
第
三
巷
､
ま

た
陳
寅
惜

｢武
墨
与
仏
教
｣､
r金
明
館
帯
考
二
筋
j
上
海
古
井
出
版
社
､

1
九

八
〇
年
参
照
〕
O

と
こ
ろ
で
見
抄
門
天
竺
二
男
と
ほ
､
す
な
わ
ち
耶
喝
で
あ
ろ
う
｡

彼
は
唐
代

の
密
教
経
典
で
護
法
神
と
し
て
登
場
し
I
宋
代
に
は
禅
宗
文
献
に
も
出
て
-
ち

が
､
特
定
の
僧
侶
と
結
び
つ
く
場
合
は
道
量
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
が
普
通
だ

か
ら

〔r入
唐
凍
結
巡
礼
行
記
J
会
昌
元
年
二
月

二
二
月
､
r太
平
広
記
J
等
九

十
二
へ
｢宋
高
僧
伝
L
巷
十
四
な
ど
｡
二
階
堂
蕃
弘

｢
即
時
太
子
考
｣､
r道
敬

の
歴
史
と
文
化
J
雄
山
閣
出
版
､

1
九
九
八
年
参
照
)､
こ
の
記
述
は
そ
の
意

味
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
｡

以
上
は
唐
代
後
半
に
お
い
て
浄
野
寺
蕃
遠
も
伝
説
化
し
r
し
か
も
宋
晋
の
等

速
と
混
同
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も竺
不
す
費
重
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る
.

五

｢遠
公
和
尚
縁
起
｣

さ
て
前
節
で
み
た

｢忠
通
和
尚
因
縁
記
｣
に
対
し
'
簡
略
な
性
う
旺

｢遠
公

和
尚
縁
起
｣
と
屈
さ
れ
て
P
二
六
八
〇
に
の
み
見
え
る
｡
や
は
り
陳
氏
の
校
訂

を
参
照
し
っ
つ
紹
介
す
る
が
､
読
み
下
し
ほ
せ
ず
､
適
宜
改
行
し
っ
つ
t
度
に

全
文
を
掲
げ
る
O

北
方
大
聖
毘
沙
門
天
王
第
三
之
子
､
諸
天
配
道
､
逐
日
往
於
鹿
山
､
就
聖

者
遠
公
前
へ
適
者
食
､
供
哉
不
聞
時
.

周
武
帝
昇
座
､
破
滅
仏
法
'
信
邪
時
｡

窓
達
和
尚
､
不
惟
王
催
､
不
信
邪
教
､
対
而
騎
馬
帝
王
､
ロ
″

三
重
地
獄
､

不
凍
者
購
″

大
衆
安
住
｡
和
尚
直
入
虚
山
O

こ
れ
ら
が

｢恵
遠
和
尚
因
縁
記
｣
の
抜
き
審
き
的
な
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
だ
ろ
う
｡
や
は
り
浄
影
寺
蕃
遠
は
遠
公
と
呼
ば
れ
､
産
山
へ
入
っ
た
設
定
に

な
っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
即
時
の
話
が
武
帝
と
の
対
決
の
前
に
来
る
の
は
不
審
だ
が
､
こ
の

牌
序
の
乱
れ
は
､
し
ば
し
は
文
末
が

〝-
-
時
廿
と
結
ば
れ
る
こ
と
に
関
わ
る

だ
ろ
う
｡
陳
氏
の
校
訂
で
娃

〝時
に
周
武
帝
-
-
″
･
〝時
に
悪
道
和
尚
-
…
″

と
副
詞
に
解
し
て
い
る
が
､
恐
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
｡

原
文
で
は
二
つ
の

〟時
″
の
あ
と
に
揃

っ
て
t
二
宇
分
の
空
白
を
開
け
て
い

る
｡
そ
れ
だ
け
な
ら
続
く
周
武
帝
や
恵
遠
に
敬
意
を
表
し
た
の
だ
と
い
う
解
釈

も
で
き
る
が
､
こ
の

｢遠
公
和
尚
縁
起
｣
は
p
二
六
八
〇
に
お
い
て

｢東
通
和

尚
因
縁
記
｣
の
直
後
に
r
同
じ
筆
跡
で
寄
き
つ
が
れ
て
い
る
D
そ
し
て

｢恵
逮

和
尚
EE転
記
｣
の
杜
う
ほ
､
武
帝
や
意
遠
望
刑
に
空
白
は
無
い
｡

″-
-
時
″
と
結
ば
れ
る
点
か
ら
見
れ
ば
､
恐
ら
-
､
こ
の

｢遠
公
和
尚
縁

起
｣
は
絵
画
の
説
明
な
の
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
も
大
き
な
壁
画
に
幾
つ
か
の
場
面

が
描
か
れ
る
よ
-
な
､
順
序
の
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
o

類
例
と
し
て
後
漢
の
高
僧
で
あ
る
安
世
高
に
関
す
る
も
中
を
挙
げ
よ
う
O
教

壇
文
書
の
S
二

二

三
Ⅴ
や
P
三
〇
三
三
Ⅴ
旺
書
か
れ
て
お

り
､
蘇
遠
鳴

〔M
I
S
o
y
mi
仙
〕
｢敦
坦
写
本
的
某
些
壁
画
題
識
｣
〔r法
国
学
者
敦
塩
草
論
文

選
等
J
中
華
番
局
､

一
九
九
三
年
)
や
張
広
遠

･
栄
振
江

｢数
値

｢瑞
像
記
｣､

瑞
像
囲
及
其
反
映
的
干
闇
｣
(
r散
瞳
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
j
第
三
輯
'

1
九

八
六
年
}
で
校
訂
さ
れ
て
い
る

(な
お
小
野
勝
年

｢数
値
の
釈
迦
瑞
焼
固
｣､

r龍
谷
史
埴
J
第
六
十
三
号
､

一
九
七
〇
年
に
も

l
部
が
括
介
さ
れ
る
〕
O
内
容

自
体
旺

r高
僧
伝
｣
巷

1
の
安
世
高
伝
な
ど
に
見
え
る
も
の
だ
が
､
記
述
に
重

複
や
飛
躍
が
あ
っ
て
､
も
し
啓
物
の
節
略
な
ら
は
甚
だ
乱
暴
と
の
誇
り
を
受
け

そ
う
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
'
ま
ず
p
三
〇
l三
二
Ⅴ
を
､
｢遠
公
和
尚
捧
起
｣
と

同
じ
方
針
で
紹
介
し
よ
う
｡



J且2

後
部
桓
静
夫
-
安
息
国
王
太
子
出
家
､
名
世
商
､
長
大
来
溺
地
道
化
､
広

庶
衆
生
｡

廟
神
舎
物
､
世
苗
汎
舟
於
江
中
l
其
神
文
於
山
頂
上
出
道
世
商
､
挙
首
韮

別
時
d

世
市
庁
重
廟
所
､
見
同
学
者
､
為
発
願
受
記
､
令
神
施
物
巳
､
於
江
南
隷

茸
造
寺
立
塔
｡

世
高
施
物
置
寺
｡

四
つ
の
文
の
う
ち
､
二
番
目
の
末
尾
は

〝時
″

で
結
ば
れ
る
｡
こ
れ
も
句
点
を

打

っ
た
あ
と
に
原
文
で
は
空
自
が
あ
る
｡
途
中
の
略
し
た
所
に
は

″仏
在
昆
耶

離
国
巡
城
行
化
紫
粗
瑞
倣
″
と
あ
る
が
､
安
世
高
に
即
し
て
い
え
ば
明
ら
か
に

桁
文
で
あ
る
L
I
直
前
の
″

時
″
が
こ
こ
に
か
か
ら
な
い
軍
は
S
二
二

三

Ⅴ

と
比
戟
す
れ
ば
明
白
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち

世
高
施
物
置
寺
｡

世
商
行
室
廟
所
､
見
国
学
者
､
為
発
願
受
戒
､
令
神
施
物
､
施
物
巳
､
於

西
南
隷
牽
寺
造
塔
｡

神
廟
拾
物
､
世
高
汎
舟
於
江
中
､
其
神
文
於
山
頂
出
送
世
高
､
挙
首
重
別

時
｡

敏
捷
桓
帝
未
､
安
息
国
王
太
子
出
家
､
名
世
高
､
長
大
来
演
地
道
化
､
広

度
衆
生
o

と
な

っ
て
お
り
､
〝仏
在
毘
耶
離
国
巡
城
行
化
紫
檀
瑞
像

(､
其
仏
在
海
内

行

〕″
な
る
文
が
見
え
る
の
は
第

1
の
中
略
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ち
な
み
に

第
二
の
中
略
部
分
は

〟其
寺
､
.無
茸
王
之
所
建
立
″
と
始
ま
る
が
､
こ
れ
も
明

ら
か
に
安
世
商
と
は
無
関
係
だ
L
､

P
三
〇
三
三
Ⅴ
で
は
兄
い
だ
せ
な
い
｡

p
三
〇
三
三
Ⅴ
と
S
二
二

三
Ⅴ
で
は
文
の
順
序
が
過
で
あ
る
｡
詩
の
流
れ

と
し
て
は
前
者
の
ほ
う
が
ま
し
だ
が
､
そ
の
第
二
文
と
第
三
文
の
内
容
旺
時
間

的
な
混
乱
や
塵
接
が
あ
る
｡
前
者
冒
頭
の

〝廟
神
舎
物
″

と
後
者
中
間
の

″令

神
魔
物
己
″
を
見
比
べ
た
だ
け
で
も
､
そ
れ
旺
親
え
よ
う
｡

こ
う
し
た
混
乱
は
､
こ
の
安
世
南
に
関
す
る
記
述
が

l
満
の
読
み
物
で
は
な

い
こ
と
を
示
す
｡
果
た
し
て
ス
ワ
･l,
ユ

(常
連
鳴
)
論
文
や
方

･
栄
論
文
は
､

S
二
一
二
二
Ⅴ
や
p
三
〇
三
三
Ⅴ
が
〟

壁
画
題
識
″
な
い
し

〝瑞
像
記
″
で
あ

る
こ
と
を
証
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
へ
本
稿
で
は
省
略
し
た
部
分
も
含
め
て
､
二

つ
の
文
宙
に
は
色
々
な
図
像
資
料
の
解
説
が
記
録
さ
れ
て
い
る
中
で
あ
る
｡
そ

の
詳
細
は
ひ
と
ま
ず
両
論
文
に
重
ね
る
と
し
て
､
英
高
旗
に
安
世
帯
を
描
い
た

壁
画
が
現
存
す
る
の
は
興
味
深
い
O
宋
代
の
第
四
五
四
粛
両
道
旗
部
に
は
､
廟

神
が
蛇
の
輩
を
現
し
､
安
世
商
が
こ
れ
を
済
度
す
る
様
子
が
二
.つ
描
か
れ
て
お

り
､
二
つ
の
文
啓
に
見
え
る
話
と
対
応
す
る

(
r仏
教
束
伝
故
事
画
馨
し､
r敦

蛭
石
唐
全
集
J
十
二
､
南
東
印
等
館

(香
港
)
､

1
九
九
九
年
)｡
ま
た
.(
リ
オ

に
よ
れ
ば
第

一
〇
八
盾
の
両
道
に
は

〝鎮
漢
桓
帝
二
､
安
ロ
ロ
国
″

と
読
め
る

膚
識
が
あ
る
と
い
う

〔r伯
希
和
散
瞳
石
窟
筆
記
1
甘
粛
人
民
出
版
社
r

1
九

九
三
年
)｡

S
二
二

三
Ⅴ
に
は
乾
寧
三
年

(
八
九
六
)
の
紀
年
が
あ
る
｡
ま
た
p
t二
〇

三
三
Ⅴ
に
は

〝
乙
巳
年
″
の
語
が
見
え
､
蘇
遠
嶋

｢数
値
石
窟
中
的
瑞
倣
図
｣

(前
掲

r法
国
学
者
敦
煙
草
論
文
選
草
})
は
吐
蕃
期
の
八
t
豆

年
に
比
膚
し
て

い
る
.
こ
れ
ら
と
第
四
五
四
盾
や
第

1
〇
八
居
が
た
.だ
も
に
結
び
つ
か
な
い
と

し
て
も
､
そ
れ
は
却
っ
て
安
世
高
の
モ
チ
I
7
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
こ
と
聖
ホ

す
と
思
わ
れ
る
｡

さ
て

｢遠
公
和
尚
縁
起
｣
に
講
堂
屈
せ
ば
､
そ
れ
は
壁
画
の
題
識
で
あ
ろ
う

と
い
う
町
が
筆
者
の
推
定
で
あ

っ
た
o
そ
し
て
､
よ
り
詳
細
な
内
容
を
持
つ

｢恵
遠
和
尚
EEr経
記
｣
と
も
ど
も
'
浄
野
寺
#
遠
を
遠
公
と
呼
び
鷹
山
と
結
び
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つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
と

｢鹿
山
遠
公
話
｣
に
お
け
る

r浬
輿

経
)
等
塵
と
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
､
｢塩
山
遠
公
話
｣
に
浄
野
寺
者
達
が
投
影

さ
れ
て
い
る
と
い
う
先
行
研
究
は
今
ま
で
以
上
に
肯
定
さ
れ
て
良
い
と
思
う
｡

な
お

｢遠
公
和
尚
縁
起
｣
に
特
畢
さ
れ
る
の
は
､
北
周
武
帝
の
排
仏
に
浄
野

寺
憲
遠
が
抗
し
た
点
で
あ
っ
た
O
｢恵
連
和
尚
国
緑
記
｣
の
主
題
も
そ
こ
に
あ

ろ
う
｡
と
す
れ
ば
.
｢虚
山
連
生
話
｣
に
お
け
る
遠
公
の
道
安
論
破
も
,
お
そ
ら

-
韓
論
文
の
い
う
態
遠

･
竺
法
汝
に
よ
る
道
恒
論
破
よ
り
は

(第
三
節
参
照
)
､

こ
ち
ら
に
負
う
面
が
大
き
い
だ
ろ
う
｡

六

畳
延
の
伝
記

こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
､
｢東
通
和
尚
因
縁
記
｣
や

｢遠
公
和
尚

縁
起
｣
に
は

r浬
輿
経
J
と
の
関
係
が
兄
い
だ
せ
な
い
点
で
あ
る
｡
し
た
が
っ

て
へ
こ
れ
ら
と

｢虚
山
遠
公
話
｣
を
結
び
つ
け
て
畢
足
れ
り
､
で
は
済
ま
な
い
0

聾
者
は
'
浄
野
寺
整
遠
と
同
時
代
の
高
僧
で
あ
る
趣
延
に
注
目
し
て
い
る
O

r統
高
僧
伝
1
で
は
同
じ
巷
第
八
で
磐
遠
の
す
ぐ
前
里
止
伝
さ
れ
る
が
､
そ
の

二
Elは
彼
も

r捜
襲
経
L
の
注
釈
宙
を
番
い
た
こ
と
に
求
め
て
良
か
ろ
う
0
当

時
､
両
者
の
注
釈
は
甲
乙
付
け
が
た
-
並
び
立

っ
て
い
た
こ
と
を
t
r統
高
僧

伝
L
の
塵
延
伝
は
こ
う
記
す

(r大
正
蔵
}
五
十
雌
b
)｡

時
に
諸
英
達
は
愈
な
話
し
､
用
て
遠
公
の
製
す
る
所
に
比
ぶ
れ
ば
､
遠
は

乃
ち
文
句
憾
当
に
し
て
､
世
は
実
に
加
う
る
を
竿
と
す
｡
而
れ
ど
も
宏
綱

を
棟
挙
L
へ
道
鏡
畏
滞
す
る
は
､
剤
も
延
-
之
に
過
ぐ
る
こ
と
久
し
集
｡

こ
こ
で
浄
野
寺
者
達
が
遠
公
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
｡

こ
れ
に
先
立

っ
て
､
r統
高
僧
伝
J
に
旺
塵
延
の

T浬
柴
犬
疏
L
執
費
の
経

緯
が
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
彼
は
俗
姓
を
王
と
い
い
､
満

州
重
森
の
京
族
の
出
だ
が
､
十
六
才
の
と
き
妙
法
師
か
ら

r浬
輿
経
J
の
講
義

を
聞
い
て
出
家
し
た
と
い
う
｡
そ
し
て
二
十
才
の
と
き
に
は
､
自
分
で
講
義
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
や
が
て
太
行
山
百
横
寺

(中
朝
山
)
に
隠
棲
し

て
､
r捜
索
大
武
J
の
執
筆
を
志
し
た
.
夢
に
属
鳴
大
士
が
現
わ
れ
､
経
義
の

解
説
や
討
論
を
し
て
-
れ
た
と
い
う
｡
さ
ら
に
完
成
の
の
ち
､
経
文
と
茄
を
州

治
仁
寿
寺
の
舎
利
塔
に
供
え
て
出
来
を
占
う
と
､
奇
跡
が
起
こ
っ
た
｡

r捜
察
し
の
巷
軸
､
並
び
に
光
明
を
放
ち
'
夜
を
適
し
て
禅
を
呈
す
｡
道

･
俗
は
慶
び
を
称
す
｡
.塔
中
の
舎
利
も
又
た
神
光
を
放
ち
､
三
日
三
夜
､

輝
輝
は
絶
え
ず
o
上
は
天
壌
に
属
し
'
下
は
山
河
を
照
ら
す
｡
合
境
､
光

を
望
み
､
皆
な
来
た
り
て
謁
拝
す
｡
其
の
光
明
の
照
ら
す
所
､
妙
法
師
と

〔与
)
大
い
に
同
じ
け
九
は
､
別
も
師
資
通
感
す
る
也
｡

こ
こ
で
妙
法
師
と
同
じ
と
い
う
Gtは
､
師
匠
の
僧
妙
が
か
つ
て
北
周
太
祖
の
求

め
に
応
じ
て
仏
舎
利
を
供
養
し
た
と
こ
ろ
'
〝当
に
見
る
者
の
寺
家
は
失
火
す

と
甜
う
有
る
べ
″

き
ほ
ど
に
光
を
放
っ
た
こ
と
を
指
す

〔r続
高
僧
伝
}
巻
第

八
㌧
ri(
正
蔵
J
五
十
欄
b
)｡
温
子
の
丑
延
に
も
同
様
の
奇
跡
が
起
こ
っ
た
と

知
り
､
北
周
太
祖
は
彼
を
招
い
て
講
義
を
さ
せ
た
と
い
-
｡
か
く
て
先
に
引
用

し
た
､
浄
彫
寺
蕃
達
と
の
比
校
が
世
間
を
に
ぎ
わ
す
の
で
あ
る
｡

な
お
北
周
太
祖
と
は
､
西
軌
の
宰
相
で
あ
っ
た
宇
文
寮
の
廟
号
だ
が
､
｢北

周
智
L
な
ど
で
は
文

(皇
)
帝
と
し
て
立
伝
さ
れ
る
点
に
も
注
意
し
七
い
Q

さ
tJ
鎖
延
の
伝
で
は
'
つ
づ
い
て
彼
が
南
朝
の
使
者
で
あ
る
周
弘
正
を
論
破

し
た
こ
と
を
特
華
す
る
｡
こ
れ
も
浄
野
寺
等
遠
が
北
周
武
帝
を
論
破
し
た
の
を

想
起
さ
せ
る
｡
武
帝
の
排
仏
に
際
し
て
は
､
何
度
も
諌
め
た
が
聞
き
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
大
行
山
に
隠
棲
し
た
｡
や
が
て
晴
の
世
に
な
る
と
､
塵
延
は
自

ら
文
帝
の
も
と
を
訪
ね
て
仏
法
再
興
に
尽
く
し
た
.
r続
高
僧
伝
)
の
伝
は

〝三
宝
は
再
び
弘
ま
り
､
功
は
初
運
を
非
ぬ
る
者
r
又
た
延
之
力
な
り
尭
″
と

記
す

(
個

a
｡
丑
延
の
伝
記
に
つ
い
て
は
荒
牧
典
俊
編
著

r北
朝
障
唐
中
国
仏

教
思
想
史
}
〔法
蔵
館
､
二
〇
〇
〇
年
)
の
序
章
も
参
照
)o
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こ
う
し
て
見
る
と
'
企
延
と
浄
彫
寺
君
達
が
混
同
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い

で
あ
ろ
う
O
｢悪
逆
和
尚
因
縁
記
｣
が
阿
文
帝
の
崇
仏
を
静
好
寺
輩
速
の
力
に

輔
す
る
の
も
､
そ
う
し
た
混
同
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
ら
ば
､
企
延
Gt

イ
メ
J
･L
も

｢腰
山
道
公
話
｣
に
投
好
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
o

既
述
の
よ
う
に
静
野
寺
怒
達
は

r浬
韓
疏
)
の
完
成
後
､
夢
に
華
を
と
っ
て

助
け
る
人
が
あ
っ
た
｡
い
っ
ぼ
う

｢臆
山
道
公
話
｣
で
は
'
追
公
が

r湿
輿
経

疏
抄
L
を
む
-
前
に
可
否
を
占
お
う
と
､
罪
を
投
げ
た
ら
空
中
に
静
止
し
た
と

さ
れ
る
｡
こ
聖

二
lを
結
び
つ
け
る
先
行
研
究
は
第
三
節
で
紹
介
し
た
が
-
両

者
の
共
通
点
は
輩
だ
け
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
二
人
の
君
達
が
と
も
に
榔
畢
験
疏

の
伝
承
を
持
つ
こ
と
は
挙
異

｢試
論

貞
盛
山
遠
公
話
せ
的
芸
術
手
法
与
構
思
｣

(
r新
国
学
J
第
二
巷
､
二
〇
〇
〇
年
)
の
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

と
は
い
え
丑
延
の

r浬
柴
犬
疏
L
が
仏
舎
利
と
も
ど
も
発
光
し
た
話
と
､
遠

公
が

｢埋
草
経
疏
抄
J
を
火
中
に
投
じ
て
も
燃
え
な
か
っ
た
話
も
ま
た
､
と
も

に
完
成
後
の
こ
と
と
す
る
点
も
含
め
親
近
性
が
高
い
O
ま
た

｢虚
山
道
公
話
｣

に
は
晋
文
皇
帝
が
登
場
す
る
｡
や
は
り
第
三
節
で
､
筆
者
ほ
阿
文
帝
と
の
混
同

を
想
定
し
て
お
い
た
が
､
丑
延
は
僻
文
帝
の
み
な
ら
ず
北
周
文
帝

(太
祖
)
と

も
縁
が
深
い
｡
晋
文
皇
帝
の
来
歴
は
､
こ
こ
か
ら
も
説
明
で
き
よ
う
｡

七

皇
延
の
壁
画

丑
延
は
し
ば
し
は
教
壇
の
壁
画
に
描
か
れ
る
｡
孫
修
身

｢莫
高
窟
仏
教
史
迩

故
事
画
介
紹

(
T
)
｣
〔
r教
壇
研
究
文
集
J
甘
蘭
人
民
出
版
社
r

t
九
八
二
年
)

は
､
英
高
盾
の
多
く
の
両
道
項
部
に
同
じ
構
図
の
丑
延
の
絵
が
あ
る
と
い
う
｡

そ
れ
は

r抗
高
僧
伝
1
の
伝
に
も
記
さ
れ
る
､
百
横
山
に
お
け
る
辞
居
士
と
の

対
話
の
梯
子
で
あ
り
､
第

一
〇
八
旗
の
〟

此
是
百
樺
山
延
法
師
障
処
″
と
い
ケ

梼
題
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
と
す
る
｡
こ
の
事
の
栓
は
､
五
代
の
第
九
八
厨
に
描

か
れ
る
も
の
が
有
名
で
あ
ろ
う
｡

ち
な
み
に
第

一
〇
八
厨
に
つ
い
て
､
題
託
は
'(
リ
オ
も
記
録
し
て
い
る
が
､

お
気
付
き
の
よ
う
に
丑
延
と
安
世
高
が
仲
良
-
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
し
て
果
た
し
て
､
こ
の
文
句
は
p
三
〇
三
三
Ⅴ
や
S
二
1
二
二
Ⅴ
に
も
見
え

る
の
で
あ
る

〔た
だ
し
後
者
は

〟山
″
の
一
字
を
欠
-
)
0

な
お
梅
林
旗
の
第
三
三
成

〔五
代
)
に
も

r丑
宜
法
師
隠
居
百
梯
寺
L
の
絵

が
あ
る
と
言
う

(謝
生
保

r霊
異
聖
迩
-
敦
蛙
壁
画
史
迩
故
事
1
甘
粛
人
民
出

版
社
､
二
〇
〇
〇
年
)
｡
ま
た
百
梯
山
と
の
関
係
で
丑
延
の
こ
と
が
語
り
継
が

れ
た
こ
と
は
様
々
な
文
献
か
ら
窺
え
る

(陳
詐
龍

｢鵡
宋
以
前
山
西
塵
肺
百
梯

寺
的
歴
史
参
考
文
献
小
姓
｣､
r敦
塩
草
林
札
記
し
台
湾
商
務
印
古
館
､

1
九
八

七
年
)
｡

さ
て
孫
論
文
は
第
三
二
三
窟
両
壁
東
鞘
に
､
ま
っ
た
1
別
の
形
で
塵
延
が
描

か
れ
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
｡
そ
ち
ら
は
四
つ
の
絵
か
ら
成
り
､
と
-
に
舎

利
塔
の
発
光
す
る
様
子
を
描
い
た
右
上
の
部
分
は
ひ
と
き
わ
目
に
つ
き
'
本
稿

の
問
題
意
識
か
ら
し
て
も
重
要
で
あ
る
｡

そ
の
傍
題
に
は
何
が
雷
い
て
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
南
壁
東
端
の
写
真
は

r数
値

巽
南
窟
1
三

(
r中
国
石
窟
J
平
凡
社
､

t
九
八

一
年
)
や
前
述
の

r仏
教
京

伝
故
事
画
巷
J
(
r散
瞳
石
窟
全
集
}
十
二
)
な
ど
に
掲
職
さ
れ
る
が
r
判
読
L

に
-
い
所
も
多
い
｡
孫
論
文
や

r数
値
真
南
窟
j
三
の

｢解
説
｣
さ
ら
に
馬
世

長

｢巽
南
窟
第
3
2
3
厨
仏
教
感
応
故
事
画
｣
(
.r敦
塩
研
究
J
試
刊
層

t
期
､

一
九
八
二
年
)
な
ど
の
校
録
も
ふ
ま
え
て
紹
介
し
よ
う
｡
四
つ
の
順
番
も
三
者

三
様
だ
が
､
か
-
に
孫
論
文
に
従
っ
て
右
上

･
右
下

･
左
下

･
左
上
と
し
て
お

ノヽ
○

延
法
師
於
塔
前
､
与
支
帯
説

r捜
輿
経
JI
井
造
疏
論
詰
､
感
舎
利
塔
三

日
放
光
｡

簡
閲
皇
六
年
r
天
下
大
草
'
笹
神
不
応
o
帝
以
間
法
師
言

″斯
国
有
何
不
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馨
､
令
天
下
冗
早
″

延
法
師
運
将
王
於
大
興
殿
安
八
戒
､
天
下
風
雨
順
時
｡

帝
迎
法
師
入
朝
時
｡

-
…
法
師
-
-
帝
費
-
-
著
与
庶
-
-
詰
､
璽
雨
陣
､
至
天
下
井
足
｡

四
つ
の
う
ち
二
つ
が

″時
″
の
語
で
終
わ
っ
て
お
り
､
ま
た
右
下
と
左
上
は
内

容
が

(後
者
は
不
完
全
な
が
ら
へ
天
下
に
雨
が
降
り
注
い
だ
と
い
う
残
存
部
分

や
絵
柄
か
ら
見
る
か
ぎ
り
〕
重
複
す
る
｡
い
ず
れ
も
第
五
節
で

｢連
公
和
尚
縁

起
｣
は
壁
画
の
説
明
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
際
の
特
徴
に
重
な
る
｡

r統
高
僧
伝
J
の
亜
直
伝
と
比
較
し
よ
う
｡
右
下
で
開
皇
六
年

〔五
八
六
)

は
単
底
で
'
晴
文
帝
が
丑
延
に
相
談
し
､
高
官
た
ち
と
も
ど
も
大
興
殿
で
八
戒

を
受
け
る
と
雨
が
降
っ
た
と
述
べ
る
の
は
伝
記
も
同
じ
で
あ
る
｡
し
か
し
帝
を

王
と
呼
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
解
せ
な
い
｡
こ
の
部
分
は
何
か
字
句
の
誤
り
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
｡
ま
た
左
上
は
不
完
全
な
が
ら
､
右
下
と
同
内
容
で
あ
ろ
う

こ
と
は
上
述
し
た
｡

も
っ
と
問
題
に
な
る
の
は
'
右
上
の

r浬
輿
荘
J
に
関
す
る
部
分
で
､
話
の

順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
伝
記
で
は
舎
利
塔
が
発
光
し
た
と
聞
い

て
､
北
周
太
祖

(文
皇
帝
)
が
金
座
を
招
い
た
菅
で
あ
る
｡
し
か
も
皇
帝
を

〝支
帯
〟
と
呼
ぶ
の
は
'
見
る
者
に
階
文
帝
と
の
混
同
を
促
す
｡
左
下
に
述
べ

る
と
こ
ろ
の
盈
延
を
宮
中
に
呼
ん
だ

〟帝
″

托
､
伝
記
を
踏
ま
え
れ
ば
北
周
文

帝
の
苦
で
あ
る
が
､
開
皇
六
年
の
降
雨
を
右
下
と
左
上
で
強
調
し
て
い
る
以
上
へ

壁
画
は
伝
記
を
踏
ま
え
つ
つ
も
､
あ
え
て
混
同
を
促
し
て
い
る
と
も
解
し
得
る
｡

第
三
二
三
膚
は
初
唐
な
い
し
盛
唐
前
期
の
造
営
と
さ
れ
る
｡
r続
高
僧
伝
J

の
畳
延
伝
は
､
鰐
文
帝
の
と
tき

〟勅
有
り
て
広
恩
坊
に

(於
)
地
を
給
い
､
延

I>

法
師
の
衆
を
立
つ
″
と
か

〟道
い
て
帝
師
と
為
す
〃

な
ど
と
記
し
て
い
る
か
ら

(
脚

a
)'
壁
画
が
番
か
れ
た
頃
に
お
い
て
も
障
文
辞
と
塵
延
の
密
接
な
関
係

は
､
そ
の
弟
子
筋
あ
た
り
か
ら
喧
伝
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
｡
と
す
れ
ば

r浬

襲
経
J
の
奇
跡
も
､
北
周
文
帝
か
ら
史
実
を
改
変
し
て
-
博
文
帝
と
の
親
密
ぷ

ウ
を
強
調
し
た
可
能
性
が
あ
る
D

な
お
丑
延
の

r浬
紫
経
L
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
大
き
く
描
か
れ
て
い

る
の
は
'
壁
画
の
東
壁
と
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
0
東
壁
の
写
真
は
-
荊
述
の

r敦
塩
其
高
額
｣
三
に
も
見
え
る
が
､
r報
恩
鐘
画
巷
)
〔r歌
壇
石
原
全
媒
J

九
､
商
務
印
宙
館
香
港
､
二
〇
〇
〇
年
)
の
ほ
う
が
詳
し
い
｡
例
の
ウ
ォ
ー
ナ

I
に
よ
っ
て
一
部
を
は
ぎ
取
ら
れ
た
も
の
の
､
概
ね
残
っ
て
い
る
｡
さ
て
､
こ

の
東
壁
に
お
い
て
門
口
を
挟
ん
で
南
北
に
描
か
れ
る
戒
律
画
は
､
r浬
輿
捷
L

に
由
来
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
旺
前
掲
の
馬
世
長
論
文
に
詳
し
い
｡
す
な

わ
ち
盈
無
識
訳

r大
般
淫
楽
経
j
巷
十
二

｢聖
行
晶
｣
が
説
-
-
僧
侶
に
対
す

る
十
二
の
戒
め
が
-
そ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
庵
識

や
具
体
的
な
描
写
か
ら
肯
定
さ
れ
よ
う
｡

と
も
あ
れ
亜
蓮
を
描
-
壁
画
群
は
'
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
浄
瀞
寺
憲
遠
と
の

混
同
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
第
三
二
三
屈
が

r埋
葬

撞
J
発
光
の
奇
跡
や
文
帝
な
る
皇
帝
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
､

｢鹿
山
遠
公
話
｣
に
通
ず
る
特
徴
で
あ
-
r
安
着
性
愛
延
の
イ
メ
I
･･L
も
ま
た
､

遠
公
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
｡

〝遠
公
″
の
壁
画
類
が
現
存
す
る
か
否
か
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
｡
し
か

し
'
少
な
-
と
も
浄
野
寺
替
遠
の
図
像
資
料
が
か
つ
て
は
存
在
し
た
菅
で
あ
る
｡

そ
れ
を
ボ
ナ
の
は
､
前
述
の

｢遠
公
和
尚
繰
起
｣
だ
け
で
は
な
い
｡

八

p
二
九
七

一
の
性
格

数
値
文
章
の
P
二
九
七

一
は
､
か
つ
て

｢禅
宗
世
系
表
｣
と
呼
ば
れ
た
よ
う

だ
が

(
r教
壇
週
番
総
日
索
引
J
商
務
印
寄
館
､

一
九
六
二
年
)'
い
ま
は

｢壁

画
傍
暫
底
稿
｣
と
さ
れ
る

(敦
煙
研
究
院
編

r数
値
避
雷
総
日
索
引
新
編
J
中

華
寄
席
､
二
〇
〇
〇
年
)
｡

R

(

表
側
)
に
は
､
こ
う
智
い
て
あ
る

(適
宜
改
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行
し
､
注
記
は
略
す
)｡

宋
壁
｡
第

1
､
窮
菩
提
O
第
二
r
富
楼
郡
0
第
三
､
摩
討
迦
栴
延
｡

第
四
㌧
阿
部
樺
.
第
五
､
優
波
梨
｡
第
六
､
羅
侯
罷
｡
第
七
､
闇
夜
多
O

第
八
､
準
修
盤
陀
0
第
九
-
摩
奴
薙
｡
第
十
､
鶴
勤
評
夜
番
｡

第
十

二

節
子
比
丘
｡
第
十
二
､
達
摩
祖
師
｡
第
十
三
､
恵
可
禅
師
｡

第
十
四
､
喋
禅
師
｡
第
十
五
､
倍
大
師
｡
第
十
六
､
弘
忍
禅
師
｡

第
十
七
､
能
大
師
｡
第
十
八
､
無
昔
菩
薩
｡
第
十
九
､
世
親
菩
薩
｡

第
廿
r
羅
什
法
師
｡
第
廿

1
､
仏
図
澄
｡
第
廿
二
､
劉
薩
河
｡

第
廿
三
へ
恵
遠
法
師
｡

第
十
七
ま
で
は
釈
迦
の
弟
子
た
ち
か
ら
ダ
ル
マ
を
経
て
六
祖
憲
能
に
至
っ
て
い

る
か
ら

｢禅
宗
世
系
表
｣
に
見
え
た
-
も
な
い
O

だ
が
第
十
八
以
降
が
､
7
サ

ン
ガ
や
ヴ
丁
ス
.ハ
ン
ド
ク
か
ら
鴨
摩
荏
什

･
仏
Eg
澄

･
劉
薩
阿
そ
し
て
恵
遠

(浄
野
寺
聾
遠
｡
後
述
)
で
終
わ
っ
て
い
る
の
ほ
､
ど
う
見
て
も
別
系
統
で
あ

ろ
う
｡
そ
こ
で
初
め
に

〟東
壁
″

と
あ
る
点
に
も
留
意
し
て
､
｢壁
画
標
題
底

稿
｣
と
呼
ぶ
の
は
穏
健
で
あ
る
D

省
略
し
た
注
記
に
も
､
た
と
え
ば
最
初
の
須

菩
提
に
は
〟

把
香
鈴
､
顛
弟
子
″､
次
の
富
軽
部
に
は

〝把
捉
､
顛
弟
子
″

な

ど
と
輩
の
特
徴
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

た
だ
し
禅
宗
と
の
関
係
は
否
定
で
き
な
い
｡
Ⅴ

(表
側
)
に
は
こ
-
記
さ
れ

て
い
る
｡

第

1
'
大
迦
粟
｡
第
二
'
阿
難
陀
｡
第
三
､
南
部
和
修
D

第
四
､
亜
波
壇
争
｡
第
五
､
捷
多
迦
｡
第
六
､
弥
遭
辿
｡

第
七
､
伏
陀
難
撞
｡
第
八
､
伏
陀
密
多
｡
第
九
､
脇
比
丘
｡

第
十
､
富
楼
郡
｡
第
十

一
､
馬
鳴
菩
薩
｡
第
十
二
㌔
比
薙
｡

†
T

第
十
三
､
龍
樹
.
十
E
lr
軽
輩
｡
(以
下
を
欠
-
)

こ
ち
ら
は
概
ね
禅
宗
の
法
灯
説
に
よ
る
｡
釈
迦
の
弟
子
た
ち
の
原
触
れ
も
､
こ

ち
ら
の
方
が

一
般
的
で
あ
る
｡
中
絶
し
て
い
る
と
は
い
え
､
そ
こ
に
は
表
側
の

記
述
を
訂
正
す
る
意
図
が
親
え
よ
う
｡

こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
田
中
良
昭

｢
r付
法
蔵
因
縁
伝
)
と

r付
嘱
法
蔵
伝

略
抄
JJ
(
r数
値
禅
宗
文
献
の
研
究
J
i(
東
出
版
社
､

l
九
八
三
年
)
が
必
読

で
あ
る
｡
そ
れ
は

r付
法
蔵
因
縁
伝
J
に
お
け
る
酉
天
二
十
三
祖
説
か
ら
唐
代

禅
宗

･
密
教
ま
た
法
相
宗
の
法
灯
説
に
至
る
展
開
を
､
敦
瞳
文
香
を
博
捜
し
っ

つ
跡
付
け
た
論
文
だ
が
､
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
も
誠
に
興
味
深
い
｡

p
t
一九
七

一
R
に
つ
い
て
､
田
中
論
文
は
二
十
三
億
を
数
え
る
こ
と
か
ら
､

″本
来
は

r付
法
蔵
伝
J
の
説
-
酉
天
竺

1十
三
祖
像
で
は
な
か
っ
た
か
″
と

読
-
｡
そ
の
う
え
で
､
祖
師
た
ち
の
他
に
イ
ン
ド
や
中
国
の
高
僧
と
い
っ
た
雑

多
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
点
か
ら
､
P
l
一六
八
〇
や
p
二
七
七
五
な
ど
同
論
文

が

〝問
題
と
す
る
こ
れ
ら

一
連
の
文
献
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
″

と
す
る
O
こ
の
一
選
の
文
献
は
r
″仏
十
大
弟
子
讃
-
西
天
二
十
･<
祖

の
伝
灯
説
､
イ
ソ

ド

･
中
国
苗
代
表
的
な
菩
薩

･
三
蔵

･
法
師

･
禅
師

･
和
尚

の
因
縁
記
や
誤
文
等
を
雑
然
と
集
録
し
た
″

も
の
と
総
括
さ
れ
て
お
り
I
p
二

七
七
五
Ⅴ
の
よ
う
に

〝国
緑
記
や
讃
文
の
目
次
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
″

断
片
的
な
羅
列
も
あ
る
｡

お
気
付
き
の
よ
う
に
p
二
六
八
〇
と
は
､
｢悪
道
和
尚
因
縁
記
｣
･
｢遠
公
和

尚
縁
起
｣
を
記
す
文
昏
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
t
も
-
二
つ
の

｢恵
遠
和
尚
因
縁

記
｣
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
P
t二
五
七
〇
や
p
三
七
二
七
も
､
EE
中
論
文
の

〝問

題
と
す
る
こ
れ
ら

1
連
の
文
献
″
に
含
ま
れ
る
｡
し
か
ら
ば
p
二
九
七

1pR
の

〟第
廿
三
､
恵
遠
法
師
″
と
は
基
本
的
に
浄
野
寺
慧
遠
の
は
ず
で
あ
る
｡
こ
れ

も
浄
野
寺
蕃
遠
の
図
像
資
料
が
存
在
し
I
あ
わ
せ
て
彼
の
伝
承
が
為
さ
れ
て
い

た
こ
と
の
一
証
左
と
言
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
田
中
論
文
の
言
-

〝
一
連
の
文
献
″

に
は
､
道
安
の
名
が
散
見
す

る
o
道
安
と
い
え
ば
､
束
晋
の
蕃
遠
に
と
っ
て
ほ
師
匠
の
菅
だ
が
r
｢圧
山
遠

公
話
｣
で
は
遠
公
の
孫
弟
子
と
さ
れ
､
し
か
も
敵
役
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
､
こ
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の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
｡

九

道
安
の
讃

｢虚
山
道
生
活
｣
に
お
け
る
道
安
の
扱
い
に
つ
い
て
は
､
す
で
堅
花
の
普
庇

が

｢弁
遠
祖
成
遣
畢
｣
で

″
二
証
″
と
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
た
に
等
し
い
こ

と
を
､
第

l
節
か
ら
第
二
節
に
か
け
て
栢
介
し
た
｡
確
か
に
'
史
実
に
基
づ
い

た
設
定
と
は
考
え
に
-
い
｡
で
は

｢鹿
山
道
公
話
｣
は
な
ぜ
'
道
安
を
遠
公
の

孫
弟
子
と
し
て
r
L
か
も
敵
投
と
し
て
描
い
て
い
る
の
か
O
こ
れ
に
対
す
る
従

来
の
説
の
う
ち
､
有
力
な
も
の
は
以
下
聖

1
つ
で
あ
ろ
う
0

1
つ
は
束
晋
の
道

安

･
慾
遠
の
師
弟
関
係
を
逆
転
さ
せ
て
興
趣
を
生
み
出
す
た
め
､
も
う

1
つ
は

速
公
に
粋
筋
寺
者
達
の
投
好
が
あ
る
よ
う
に
道
安
に
も
北
周
の
道
安

(俗
姓
は

挑
)
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
詳
細
は
前
掲
の
諸
論
文

を
参
照
さ
れ
た
い
｡

繋
者
も
こ
聖

一
つ
の
考
え
方
自
体
に
異
論
は
無
い
が
､
他
に
背
景
は
血
㌫

で

あ
ろ
う
か
O
こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
､
前
掲
の
小
南
論
文
で
あ
る
｡
そ
こ
で

は
ま
ず

｢鹿
山
遠
公
話
｣
に
お
け
る
道
安
と
連
生
の
舌
戦
を
､
唐
後
半
か
ら
五

代
に
か
け
て
実
際
に
行
な
わ
れ
て
い
た
誹
経
儀
式
､
と
-
に

″論
証
″
を
直
接

反
映
し
た
も
の
だ
と
指
摘
す
る
｡
そ
の
う
え
で
'
東
晋
の
道
安
も
慧
遠
も
少
な

く
と
も
伝
説
的
に
は
講
経
儀
式
な
ど
の
作
法
を
定
め
た
人
物
と
見
倣
さ
れ
て
い

た
こ
.と
を
､
r高
僧
伝
J
の
唱
等
活
や
道
安
伝
あ
る
い
は

r法
苑
珠
林
j
巷
三

十
六

｢
唄
賛
蔚
｣
を
根
拠
に
述
べ
る
o
そ
し
て
民
間
芸
能
に
お
い
て
は
､
伝
説

上
の
創
始
者
に
後
世
の
附
会
が
集
中
さ
れ
る
の
は
珍
し
-
な
い
と
説
い
て
い
る
｡

先
に
栢
介
し
た
法
灯
説
関
連
の
文
献
群
も
視
野
に
入
れ
る
と
､
小
南
論
文
の

指
摘
は
盛
宴
性
を
増
す
｡
ま
ず
北
周
の
道
安
と
い
え
ば
､
コ
一散
論
｣
を
説
い

た
仏
教
師
部
の
理
論
派
闘
士
と
い
う
側
面
が
､
中
国
仏
教
史
で
は
強
調
さ
れ
る
.

し
か
も

T浬
輿
捷
J
を
尊
び
､
恕
連
な
ら
ぬ
苦
俊
と

r浬
輿
経
L
を
め
ぐ
っ
て

討
論
L
た
こ
と
も

r統
高
僧
伝
｣
巷
二
十
三
の
伝
に
は
見
え
る
か
ら

〔r大
正

蔵
L
五
十
脚
b
～
脚
b
)I
こ
れ
だ
け
で

｢虚
心
遠
公
話
｣
に
投
影
さ
れ
る
理

由
と
考
え
て
も
長
か
ろ
う
｡
た
だ
他
に
､
こ
の
挑
道
安
は
甚
僧
伝
説
の
伝
承
に

も

一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
ふ
し
が
宛
え
る
0
そ
れ
聖
ボ
ナ
の
ほ

｢劉
薩

詞
和
尚
因
縁
記
｣
で
あ
る
｡

劉
薩
珂
こ
と
沓
達
は
､
r冥
祥
記

j
(r法
苑
疎
林
J
巷
八
十
六
)
で
は
地
獄

巡
り
の
体
験
が
､
ま
た

r高
僧
伝
L
巷
十
三
の
伝
で
は
後
の
江
南
に
お
け
る
寺

仏
礼
拝
の
旅
が
主
に
描
か
れ
る
｡
こ
れ
ら
六
朝
期
の
文
献
か
ら
ほ
､
社
が
四
世

紀
兼
に
晩
年
を
迎
え
た
こ
と
も
窺
え
る
｡
と
こ
ろ
が

F統
高
僧
伝
L
巷
二
十
五

の
伝
に
な
る
と
'
北
瓢
の
太
延
元
年

(
四
三
五
)
に
な
っ
て
掠
州
番
市
部
で
仏

像
の
出
現
を
予
言
し
､
正
光
年
間

(五
二
〇
～
五
二
五
)
の
初
年
に
現
実
と
な

っ
た
話
が
附
加
さ
れ
る
｡

こ
れ
を
宙
い
た
初
唐
の
道
宜
は
､
執
筆
に
当
た
っ
て

″軌
道
安
の
制
す
る
像
の
碑
を
見
″

た
と
述
べ
て
い
る

(
T大
正
蔵
十
五
十
帖

a
)｡
こ
の
軌
道
安
が

｢
二
教
諭
｣
の
道
安
で
あ
る
こ
と
は
陳
詐
髄

｢劉
薩
珂

研
究
｣
(r教
壇
資
料
考
屑
㌧

台
野
面
廟
印
背
館
､,
一
九
七
九
年
〕
参
照
Q

さ
て

｢割
薩
詞
和
尚
EE
[線
記
｣
は
EB
中
論
文
の
い
-

1
連
の
文
献
群
の
う
ち

p
二
六
八
〇
･
p
三
五
七
〇
･
p
三
七
二
七
に
見
え
､
内
容
は
地
獄
巡
り
と
琳

像
出
現
の
予
言
の
ほ
か
に
､
軌
薩
河
が
駈
耳
王
の
耳
を
治
し
た
と
か
'
イ
ソ
ド

に
も
其
高
蘭
に
も
行
っ
た
な
ど
と
､
様
々
な
尾
鰭
が
つ
い
て
い
る
｡

ち
な
み
に
ロ
.ハ
の
耳
と
い
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ミ
ダ
ス
王
が
想
起
さ
れ
る

こ
と
は
､
醜
菅
野

〔H
e
tene
V
e
tch
)
が

｢劉
薩
河
与
其
高
額
｣
〔
r法
国
学

者
敦
塩
草
論
文
選
挙
J
中
華
番
局
､

一
九
九
三
年
)
で
既
に
説
い
て
い
る
O
彼

女
自
身
は

｢敦
塩
写
本
布
石
顔
中
的
劉
薩
詞
伝
説
｣
〔前
掲
酉
)
に
な
る
と
､

こ
の
髄
耳
王
は
五
世
紀
の
赫
遊
民
だ
と
言
っ
て
両
者
の
関
係
に
否
定
的
だ
が
､

中
村
忠
行

｢
王
様
の
耳
は
魅
馬
の
耳
｣
〔r甲
南
女
子
大
学
紀
要
)
第
二
十
号
､



威山の遠公とは誰か?

1
九
八
四
年
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
r大
鏡
J
冒
頭
部
や

r三
国
通
事
J
巷

二
の
記
述
を
み
れ
ば
､
ミ
ダ
ス
王
の
話
は
十

一
世
紀
か
遅
-
と
も
十
三
世
紀
ま

で
に
は
束
7
.･ケ
ア
に
伝
わ
っ
て
い
た
苦
で
あ
る
｡
と
V
に
後
者
で
は
新
羅
の
景

文
大
王
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
､
普
及
し
て
い
れ
ば
こ
そ
他
者

へ
附
会
さ
れ
た

り
後
日
談
も
生
ま
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
時
期
的
に
先
行
す
る

｢劉
面

河
和
尚
田
鹿
記
｣
ほ
､
ギ
リ
シ
ャ
神
話
東
漸
の
l
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
.

さ
て
劉
薩
詞
は
､
r統
高
僧
伝
)
の
伝
に
あ
る
よ
う
に
'
貞
観
年
間

〔六
二

七
-
六
四
九
)
の
初
め
に
お
い
て
既
に
山
西

･
駅
西

一
帯
で
は

〟並
び
に
其
の

形
を
囲
写
し
″

〝劉
師
仏
″
と
呼
ば
れ
て
い
た

(r大
正
蔵
J
五
十
純

a
)o

｢劉
薩
珂
和
尚
因
縁
記
｣
に
肘
会
が
甚
だ
し
い
所
以
も
窺
え
る
が
､
こ
の
囲
掠

記
に
も
眺
道
安
の
碑
文
が
〝

又
道
安
法
師
碑
記
云
″
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

道
量
が
説
い
て
い
た
よ
-
に
､
挑
道
安
は
劉
薩
詞
の
像
の
た
め
に
碑
文
を
作

っ

た
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を

｢劉
薩
珂
和
尚
国
縁
記
｣
が
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
､

伝
承
に
お
い
て
鉄
道
安
の
権
威
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

果
た

し
て
然
ら
ば
､
小
南
論
文
の
所
説
に
照
ら
し
て
､
挑
道
安
が

｢鷹
山
遠
公
話
｣

に
投
影
さ
れ
る
必
然
性
も
増
そ
う
と
言
う
も
の
で
あ
る
｡

も
う

ー
っ
､
｢弥
天
釈
道
安
第

二

と
項
き
れ
る
､
Pl三
三
五
五
Ⅴ
忙
見
え

る
許
も
注
目
さ
れ
る
｡

189

敏
哉
偉
器
､

博
胞
墳
典
､

塁
陥
襲
国
､

出
入
同
聾
､

紫
禁
献
可
､

凡
蒜
諜
思
､

罫
紙
永
播
r

間
世
英
霊
｡

採
掠
義
経
｡

逮
至
成
案
｡

宴
宇
弥
称
O

周
要
語
謝
｡

与
伐
絶
倫
｡

芳
垂
万
春
｡

気
菓
岳
せ
､

初
地
修
証
､

門
衆
億
兆
､

薬
付
働
課
､

櫛
風
休
雨
､

竹
島
宙
値
へ

こ
れ
が
来
者
中
道
安
の
讃
で
あ
る
こ
と
ほ
､

才
槽
文
星
｡

弥
天
立
名
｡

範
士

1
人
｡

不
納
謀
臣
｡

野
次
寮
塵
｡

丹
青
写
真
｡

箇
名
の
.〃弥
天
釈
道
安
″
が
″

四

海
習
聖
歯
″
と
封
を
成
す
こ
と
か
ら
も

〔r高
僧
伝
し
巷
五
､
r大
正
蔵
J
五
十

況
C

)
r
本
文
の
た
と
え
ば
九
句
tZZlに
符
塁
が
或
陽
を
陥
落
さ
せ
た
と
記
す
こ

と
な
ど
か
ら
も
r
明
ら
か
で
あ
ろ
う
.
道
安
の

〟田
掠
記
″
の
有
無
は
未
詳
だ

が
､
帯
の
存
在
は
､
彼
に
つ
い
て
も

l
定
の
伝
承
が
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
類

推
さ
せ
る
･｡
さ
ら
に
二
十
四
旬
日
に
〝

丹
青
も
て
真
を
写
す
″
と
あ
る
の
ほ
､

こ
れ
が
画
許
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
0

と
こ
ろ
で
雷
名
の
末
尾
に
″

第

㌃

と
あ
る
点
に
つ
い
て
､
田
中
論
文
は

〝

仏
十
大
弟
子
の
標
題
形
式
に
ま
ど
あ
き
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
″
と
指
摘
す
る
｡

一
連
の
文
献
群
に
お
い
て
は
仏
十
大
弟
子
の
記
が
､
た
と
え
ば

〝摩
珂
迦
菓
､
.

頭
陀
第

㌃

の
よ
う
な
題
名
と
共
に
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
が
'
道
安
が
仏

弟
子
と
同
格
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
.
法
灯
説
に
お
い
て
ほ
､

仏
弟
子
も
そ
う
で
な
い
者
も
重
要
性
は
等
し
い
筈
で
'
道
安
は
本
来
そ
の
系
譜

に
は
入
ら
な
い
け
れ
ど
､
前
述
し
た
p
二
九
七

一
の
ご
と
き
を
見
れ
ば
､
･あ
る

種
の
伝
承
で
旺
道
安
も
祖
師
の
一
人
と
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
｡
ち
な
み

に
劉
薩
詞
が
瑞
像
の
出
現
を
予
言
し
た
こ
と
は

｢劉
薩
詞
和
尚
因
縁
記
｣
の
紹

介
中
に
一
言
し
た
が
､
そ
の
瑞
像
は
劉
薩
阿
自
身
と
混
同
き
れ
つ
つ
盛
ん
に
描

か
れ
て
お
り
､
後
世
に
お
い
て
惟
釈
迦
像
と
見
催
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た

〔肥

田
路
莫

｢涼
州
番
禾
県
瑞
像
の
説
話
と
造
形
｣
T
r仏
教
芸
術
J
二
一
七
､

1
九

九
四
年
)｡

と
･,?
あ
れ
東
晋
の
道
安
に
つ
い
て
も
伝
承
が
為
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
､
民

間
芸
能
の
登
場
人
物
と
た
っ
て
も
不
思
惑
は
な
い
｡
そ
れ
が
小
南
論
文
の
い
う

伝
説
上
の
創
始
者
な
ら
尚
更
で
あ
る
｡

で
は
な
ぜ
敵
役
に
な
る
の
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
推
測
だ
が
､
語
り
手
は
自
ら
を

道
安
に
擬
し
た
中
で
は
な
い
か
｡
｢鹿
山
道
公
話
｣
の
遠
公
旺
道
安
を
論
破
し

た
あ
と
成
仏
す
る
の
で
あ
る
｡
い
ま
だ
悟
り
に
至
ら
な
い
道
安
が
そ
の
こ
と
を

回
想
す
る
､
と
い
っ
た
設
定
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
.ち
ら
か
｡
し
か
も
道
安



1即

中
名
は
､
前
述
の
よ
う
に
語
り
の
倍
恕
性
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
っ
た
o
ま
た

話
の
な
か
で
道
安
は
商
い
お
布
施
を
と
っ
て
誹
駅
を
し
て
い
る
｡
も
し
か
L
た

ら
語
り
手
は
､
道
安
が
舌
戦
に
敗
れ
る
輩
を
自
分
に
だ
ぶ
ら
せ
る
こ
と
で
､
聞

き
手
の
槻
排
を
と
ろ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡

十

禅
宗
と
の
関
わ
り

｢慮
山
連
公
話
｣
に
お
け
る
討
論
の
描
写
を
-
通
俗
化
し
た
荊
捷
儀
礼
の
反

映
と
し
て
捉
え
る
中
が
小
南
儲
文
で
あ
り
､
壁
書
も
前
節
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え

て
推
論
を
め
ぐ
ら
せ
た
｡
｢鹿
山
遠
公
話
｣
は

″正
式
の
詐
経
の
儀
式
次
第
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
､
資
重
な
資
料
で
あ
る
″

こ
と
は
､
夙
に
入
来
哉
高
編

訳

r仏
教
文
学
非
)
の
訳
注
十
七
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
唐
後
半
か
ら

五
代
と
い
う
作
品
成
立
の
時
代
菅
栄
を
考
え
れ
ば
'
も
う

l
つ
想
起
さ
れ
る
の

は
禅
宗
に
お
け
る
討
論
の
風
で
あ
る
｡

｢鹿
山
遠
公
話
｣
と
法
灯
説
に
1
定
の
関
係
が
あ
る
こ
と
旺
上
述
し
て
き
た

が
､
そ
も
そ
も
誰
が
衣
鉢
を
継
ぐ
か
､
あ
る
い
は
正
当
な
系
譜
に
属
す
る
か
､

こ
う
し
た
討
論
を
盛
ん
に
始
め
た
の
は
荷
沢
神
会
で
あ
ろ
う

(六
七
0
-
-
七

六
二
El･〕
0
彼
が
六
祖
慾
能
の
正
当
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
､
神
罪

を
北
宗
禅
と
攻
撃
し
て
自
ら
の
南
宗
禅
を
宣
揚
t
た
記
録
は
数
値
文
馨
に
数
多

-
残
さ
れ
て
い
る
が

(
た
と
え
ば

r神
会
和
尚
禅
話
録
L
中
華
晋
局
､

一
九
九

六
年
参
照
)
､
中
で
も
特
に

r菩
揖
達
摩
南
宗
定
是
非
論
L
に
お
け
る
栄
達
法

師
と
の
舌
戦
の
描
写
な
ど
を
読
ん
で
､
｢腰
山
遠
公
話
｣
を
想
起
す
る
の
は
聾

者
だ
け
で
あ
ろ
-
か
｡
と
も
あ
れ
､
や
が
て
禅
問
答
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る

討
論
の
風
は
'
神
会
が
盛
唐
の
人
で
あ
る
か
ら
､
ま
さ
し
-

｢鹿
山
連
生
話
｣

の
成
長
期
あ
た
り
か
ら
盛
ん
だ
っ
た
訳
で
あ
る
｡

別
の
角
度
か
ら

｢魔
山
遠
公
話
｣
と
禅
宗
の
関
連
を
市
境
す
る
資
料
は
S
二

〓
ハ
五
で
あ
る
｡
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
徐
俊

｢八鹿
山
連
生
詰
り
的
荷
尾
括

詩
｣
(
T文
学
出
産
J

]
九
九
五
年
第
六
期
)
ま
た
同
氏
の

r敦
坦
詩
集
残
巻
輯

考
J
〔中
華
田
局
､
二
〇
〇
〇
年
)
に
詳
し
い
｡
S
二
〓
ハ
五
の
末
尾
に
は
三

首
の
伯
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
第

一
首
は

〟身
生
智
来
生
″
に
始
ま
る
五
言
八
句
､

第
二
首
は
″

儒
亜
説
五
典
″
に
始
ま
る
五
言
十
二
句
だ
が
､
い
ず
れ
も

｢鹿
山

遺
公
話
｣
に
見
え
る
佃
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
第
三
首
は

詰
肺
軌
也
室
鐸
鳴
､
空
界
唯
間
浩
浩
声
｡

除
隊
香
蜜
空
袈
過
､
双
双
宝
苦
満
空
行
｡

高
低
廻
与
頚
弥
等
､
広
間
周
円
滞
日
明
｡

這
日
人
入
管
総
見
へ
此
時
個
個
発
心
塁
C

と
い
う
七
言
八
旬
で
､
こ

れ
自
体
は

｢虚
山
遠
公
話
｣
･
忙
ほ
見
え
な
い
｡
し
か

し

｢鷹
山
遠
公
話
｣
の
結
末
は
S
二
〇
七
三
に
番
写
さ
れ
て
い
た
い
も
の
の
遠

公
の
成
道
を
も
っ
て
終
わ
る
こ
と
や
､
そ
れ
を
詩
伯
に
よ
っ
て
結
ぶ
こ
と
な
ど

は
十
分
予
想
さ
れ
る
｡
し
て
み
れ
ば
第
三
首
の
内
容
や
第

]
･
二
首
と
の
関
係

か
ら
見
て
r
こ
れ
が

｢底
山
遠
公
話
｣
の
逸
文
で
あ
る
と
い
う
徐
僚
説
は
肯
定

さ
れ
よ
う
｡

前
述
の
韓
論
文
や
李
論
文
は
､
｢鹿
山
道
公
話
｣
の
浄
土
信
仰
的
色
彩
を
重

視
す
る
が
､
さ
て
三
首
の
借
の
他
に
､
S
二
二
ハ
五
匹
は
何
が
省
い
て
あ
る
か
｡

F数
塩
詩
集
残
巷
輯
考
)
の
校
録

･
考
証
に
よ
れ
ば
'
｢亡
名
和
尚
地
学
歳
｣
以

下
､
合
計
十
二
首
の
詩
侶
類
な
の
だ
が
'
こ
れ
ら
は
全
て
禅
関
係
の
も
の
と
見

供
し
て
且
か
ら
う
｡
冒
頭
の
一
首
は

｢僧
亡
名
息
心
緒
｣
と
し
て

r景
徳
伝
灯

録
)
巻
三
十

(
r大
正
蔵
J
五
十

一
欄
a
)
に
見
え
る
O.
つ
づ
い
て

｢育
寒
山

和
上
誠
肉
偶
｣
は

r景
徳
伝
打
線
)
巷
二
十

(油
a
)
に
伝
の
あ
る
伝
楚
禅
師

の
作
と
考
え
ら
れ
､
｢先
洞
山
和
上
辞
親
侶
｣
は

｢竹
均
山
洞
山
惜
本
禅
師
語

録
J
〔r大
正
蔵
L
四
十
七
516
C

)
に
見
え
､
｢祖
師
侶
｣
は
西
天
第
二
十
二
祖

摩
畢
籍
の
偶
と
さ
れ
て
お
り

(

r祖
堂
集
)
巷
11〕
r
｢先
帝
峯
和
上
辞
親
侶
｣
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も
伝
楚
禅
師
の
作
と
考
え
ら
れ
る
｡
さ
ら
に

｢思
大
和
上
坐
禅
銘
｣
は

｢祖
宝

典
J
巷
三
に
伝
の
あ
る
帯
居
和
尚
こ
と
菅
原
行
恩
の
作
と
考
え
ら
れ
る
し
､

｢龍
牙
和
上
侮
｣
三
首
は

r禅
門
諸
祖
師
侶
頒
-
(
rFE
層
蔵
-
第
二
編
軍

1+

一
套
第
五
冊
)
に
見
え
､
｢真
覚
和
上
偶
｣
は

｢永
爵
真
覚
大
師
証
道
歌
｣

(r景
徳
伝
灯
録
)
巷
三
十
､
欄
b
)
の
一
部
で
あ
り
､
残
る
二
首
も
龍
牙
和
上

お
よ
び
洞
山
和
上
の
作
と
し
て
上
述
の
宙
に
見
え
る
の
で
あ
る
O
な
お
､
こ
れ

ら
の
作
者
が
概
ね
石
頭
宗
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
､
既
に
田
中
且
昭

｢修
道
借

I
L
〔F講
座
敦
僅
3
8
r敦
塩
仏
典
と
禅
J
大
東
出
版
社
､

一
九
八
〇
年
)
が

言
及
し
て
い
る
｡

思
え
ば

r浬
柴
経
J
は
禅
宗
と
も
同
線
が
深
い
.
た
と
え
ば
有
名
な
狗
子
仏

性

(犬
で
も
仏
に
な
り
得
る
か
)
の
公
案
托
､
〝
一
切
衆
生
､
悉
有
仏
性
″
と

い
う

r浬
架
経
)
の
教
え
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う

(
た
と
え
ば

r正
法
眼
蔵
J

第
三

｢仏
性
｣
参
照
)｡
ま
た
六
祖
賛
能
と

r浬
襲
経
J
の
関
係
も
注
意
す
べ

き
で
あ
る
｡

そ
も
そ
も
値
は
広
東
の
貧
し
い
柴
売
り
だ
っ
た
こ
ろ
､
と
あ
る
経

典
の
朗
読
を
聞
い
て
仏
道
に
志
し
た
と
い
Jn
｡
r六
祖
壇
経
)
な
ど
後
世

1
般

化
し
た
伝
承
に
よ
れ
ば
､
そ
の
経
典
は

r金
剛
経
｣
と
さ
れ
る
が
-
仏
性
を
重

視
す
る
六
祖
の
思
想
か
ら
み
て
､
本
来
は

r浬
葉
経
J
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
｡

そ
れ
は
敦
堤
本

r六
祖
規
程
1
と
成
立
時
期
児
並
行
し
っ
つ
も
些
か
異
な
る
伝

承
を
録
す
る

r曹
漢
大
師
伝
L
が
､
具
体
的
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る

〔石
井

修
道

r禅
語
録
j
､
中
央
公
論
社
､

f
九
九
二
年
).

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
'
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
｢恵
遠
和
尚
g
I緑
記
｣

で

″達
公
″

が
″

曹
漢
に
杖
錫
″

し
た
と
さ
れ
る
点
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
O

曹
漠
と
は
｣ハ
祖
巷
能
が
晩
年
を
過
ご
し
た
広
末
北
部
の
土
地
で
ぁ
っ
て
､
そ
の

大
党
寺
に
お
け
る
説
法
の
記
録
が
r
す
な
わ
ち

rlハ
祖
堪
経
).
だ
と
さ
れ
る
｡

い
っ
ぼ
-
浄
野
寺
碁
遠
は
､
僧
綱
禅
師
に
学
ん
だ
こ
と
も
あ
る
か
ら

(
r大
正

蔵
J
五
十
4-1
C
)
､
禅
宗
と
の
関
わ
り
ほ
否
定
で
き
な
い
も
の
の
r
管
漢
と
は

緑
も
ゆ
か
り
も
無
か
っ
た
｡

六
祖
憲
能
の
生
涯
を
彩
る
町
も
討
論
で
あ
る
c
r曹
渓
大
師
伝
L
で
は
彼
が

r浬
輿
経
1
と
出
会
う
に
際
し
て
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
｡
テ
キ
ス
ト
は
石
井
修

道

｢
r曹
渓
大
師
伝
｣
考
｣
(r駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
J
第
四
十
六
号
'

一
九
八
八
年
)
に
基
づ
き
､
読
み
下
し
て
お
く
｡

尼
日
く

｢既
に
字
を
識
ち
ぎ
れ
ば
､
如
何
に
し
て
其
の
義
を
解
釈
せ
ん
｣

大
師
8
-

｢仏
性
之
理
へ
文
字
も
て
能
-
鮮
す
る
や
に
関
す
る
に
非
ず
｡

今
､
文
字
を
識
ら
ざ
れ
ど
何
を
か
怪
し
ま
ん
｣
衆
人
之
を
聞
き
､
皆
な
嵯

歎
す
｡

や
が
て
整
能
性
湖
北
に
五
祖
弘
忍
を
訪
ね
､
広
東
人
に
悟
り
は
開
け
な
い
と

渋
る
弘
忍
に
対
し
て
､
仏
性
に
何
の
違
い
が
あ
る
か
と

一
喝
し
て
弟
子
入
り
を

認
め
ら
れ
､
衣
鉢
を
拙
ぐ
に
至
る
O
こ
の
点
は

r暫
撰
大
師
伝
)
も

r六
祖
埴

鐘
L
も
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
､
r六
祖
埴
経
J
で
は
更
に
-
北
宗
禅
の
神
秀
と
詩
借

に
よ
っ
て
跡
目
を
争
う
静
も
加
わ
る
｡
後
代
の
テ
キ
ス
ト
ほ
ど
神
葬
の
敵
役
と

し
て
の
色
彩
が
強
-
な
る
よ
う
で
あ
る

〔柳
田
聖
山
主
篇

r六
祖
壇
経
諸
本
集

成
L
重
文
出
版
社
､

l
九
七
六
年
｡
駒
沢
大
学
禅
宗
史
研
究
会
縮

r昔
能
研

究
し
大
修
館
書
店
'

一
九
七
八
年
)｡

広
東
を
訪
れ
た
替
能
は
､
印
宗
法
師
が

r浬
薬
経
J
を
講
じ
て
い
る
の
を
聴

き
､
い
わ
ゆ
る
風
晴
間
苔
に
参
加
す
る
O
旗
が
勤
-
の
で
も
風
が
敷
く
の
で
も

な
く
､
心
が
劫
-
の
だ
と
巷
能
が
喝
破
す
る
の
を
聞
い
て
､
印
宗
は
教
え
を
乞

-
｡

懲
能
が
″

r埋
葬
経
J
は
其
の
仏
性
不
二
之
法
を
明
ら
む
｡
即
ち
此
れ
禅

也
″
と
述
べ
､
詳
し
く
解
説
し
た
の
で
､
″印
宗
の
衆
人
の
為
に

r埋
葬
経
L

を
説
-
所
は
､
措
お
瓦
確
の
如
し
″
と
印
宗
は
脱
帽
七
､
聴
衆
た
ち
も
巷
能
に

ひ
れ
伏
し
た
の
で
あ
っ
た

〔r曹
渓
大
師
伝
L)
｡
こ
れ
は
.｢鹿
山
遠
公
話
｣
で
､

道
安
の

r埋
葬
経
L
講
義
を
遠
公
が
圧
倒
す
る
に
至
る
G
Lと

f
脈
適
ず
る
よ
う

に
感
ず
る
｡



1三世

の
も
に
神
会
ほ
､
昔
能
の
乱
打
に
耐
え
て
こ
れ
を
論
破
L
t
衣
鉢
を
継
い
だ

と
い
う
｡
以
上
'
巷
能
を
め
ぐ
る
討
論
の
数
々
に
は
､
弟
子
が
師
匠
を
論
破
し

て
独
り
立
ち
し
て
ゆ
-
と
い
う
構
図
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ
は
禅
宗

に
お
け
る
師
弟
相
承
の
7
典
型
で
も
あ
ろ
-
｡
｢鹿
山
道
公
話
｣
で
師
匠
の
遠

公
が
孫
弟
子
の
道
安
を
論
破
す
る
と
い
う
中
も
､
そ
れ
を

一
捻
り
し
た
面
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
｡
ま
た
奴
隷
と
な
っ
た
遠
公
が
皇
帝
の
信
任
厚
い
道
安
を
圧

倒
す
る
の
は
､
苦
能
と
神
葬
あ
る
い
は
神
会
と
神
芽
の
イ
メ
I
.･L
に
重
な
る
所

が
あ
る
よ
う
に
も
思
う
｡

な
お

｢仏
教
文
学
集
｣
の
訳
注
五
三
が
､
｢鹿
山
連
生
話
｣
の
末
尾
近
く
に

用
い
ら
れ
る
〟

｢心
王
｣
と
い
う
術
語
は
､
唐
代
で
は
南
宗
禅
､
と
く
に
馬
祖

禅
の
伝
統
の
中
で
愛
用
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
は
か
な
り
密
教
的
な
色
合

い
を
帯
び
て
用
い
ら
れ
て
い
る
〃
と
指
摘
す
る
の
も
.興
味
深
い
｡
こ
れ
も

〕
鷹

山
遠
公
話
｣
と
禅
宗
の
関
連
を
不
す

一
方
で
､
密
教
的
な
色
合
い
と
雷
え
は
法

灯
説
の
展
開
に
お
い
て
も
見
逃
せ
な
い
こ
と
は
田
中
且
昭
氏
の
研
究
が
説
い
て

い
た
か
ら
で
あ
る
｡

｢虚
山
連
生
話
｣
成
立
の
背
景
と
し
て
禅
宗
の
取
替
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
ま
い
｡
こ
の
点
を
さ
ら
に
検
討
す
れ
ば
､
遠
公
の
モ
デ
ル
や
作
品
成
立
の
背

景
を
さ
ら
に
見
出
だ
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
-
｡
ち
な
み
に
､
東
晋
の
賛

遠
の

｢禅
門
産
序
｣
は
法
灯
説
形
成
の
初
期
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
い
た

(柳
田
聖
山

r初
期
禅
宗
史
宙
の
研
究
j
法
蔵
館
､

)･九
六
七
年
)｡

十

一

話
と
画

蛇
足
の
よ
う
だ
が
､
r六
祖
増
経
J
で
神
秀
と
悪
能
が
詩
偶
に
よ
っ
て
討
論

す
る
場
面
設
定
も
､
本
稿
の
関
心
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
｡
い
ま
数
値
本
か
ら

引
く

(周
紹
長
編

r敦
塩
写
本
埴
経
原
本
J
文
物
出
版
社
､

一
九
九
七
年
｡
李

申
ほ
か
校
注

r数
値
岨
桂
台
校
簡
注
)
山
西
古
帯
出
版
社
､

1
九
九
九
年
)0

大
師
の
堂
前
に
三
間
里
居
廊
有
り
｡
此
の
廊
下
に
於
い
て
供
養
す
｡

r傍

伽
J
の
変
を
画
し
､
井
び
に
五
祖
大
師
の
衣
法
を
伝
授
す
る
を
画
し
､
後

代
に
流
行
し
て
記
と
為
さ
ん
と
欲
す
｡
画
人
の
虚
替
､
壁
を
看
了
れ
り
､

明
日
手
を
下
す
｡

こ
の
壁
に
神
葬
が
先
ん
じ
て
伯
を
宙
き
F
.
そ
の
内
容
を
間
い
た
等
能
も
自
分
の

伯
を
人
に
頼
ん
で
宙
い
て
も
ら
う
と
い
う
風
に
話
は
進
む
｡

こ
こ
で
r
壁
に
は

r摂
伽
症
L
の
変
相
園
と
祖
師
が
伝
法
す
る
様
子
を
描
-
予
定
で
あ
っ
た
と
い

う
｡
寺
院
の
壁
画
に
変
相
図
や
高
僧
を
描
-
こ
と
は
､
た
と
え
ば

r歴
代
名
画

記
}
巷
三

｢両
京
寺
観
等
画
壁
｣
に
も
皐
-
の
記
録
が
残
る
が
､
敦
塩
文
宙
の

-
ち
変
文
は
変
相
図
と
の
関
係
が
深
い
｡
高
僧
の
伝
承
に
図
像
資
料
が
用
い
ら

れ
た
と
す
れ
ば
､
敦
坦
文
宙
に
見
え
る
高
僧
伝
承
と
の
関
係
性
当
然
検
討
に
値

す
る
｡
そ
し
て
本
稿
で
は

｢鹿
山
遠
公
話
｣
の
成
立
過
程
で
､
両
者
に
1
定
の

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
で
は
肝
腎
の

｢鹿
山
達

公
話
｣
に
即
し
て
何
か
関
係
が
窺
え
る
だ
ろ
-
か
Q

も
し
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
:
標
題
五
文
事
の
末
尾
に
あ
る
〟

話
″

が
そ
れ

を
示
す
だ
ろ
う
｡
こ
の
文
字
は
画
と
同
音
だ
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
の
理
由

で
は
奇
矯
の
語
り
を
免
れ
が
た
い
が
､
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
別
の
作
品
に
即

し
た
議
論
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
S
二
一
四
四
の

｢韓
抽
虎
話
本
｣
と
仮
称
さ
れ

る
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
情
の
韓
檎
虎
と
い
う

将
軍
を
モ
ア
ル
旺
し
た
話
だ
が
､
雷
名
は
無
い
.

た
だ
末
尾
に
〝

画
本
既
終
､

並
顛
抄
略
″
と
記
し
て
あ
る
の
で
､
〝画
本
″
は

〟諸
本
″
の
当
て
字
か
誤
記

と
見
催
し
て
､

一
般
に

｢韓
輪
虎
諸
本
｣
と
仮
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
韓
建
舘

｢数
値
写
本

(韓
檎
虎
画
本
)
初
探

(
ニ

ー

.″
画
本
″

″足
本
″
創
作
与
抄
巷
時
間
考
弁
｣
(
r敦
塩
学
輯
刊
J

I
九
八
六
年
第

1.捕
)

の
よ
う
に
､
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
も
あ
る
｡
テ
キ
ス
ト
中
の
〝

画
″
字
の
用
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例
や
唐
宋
旺
お
け
る
画
本
な
る
言
葬
の
用
例
､
.さ
ら
に
は
変
文
が
絵
解
き
と
さ

れ
る
点
な
ど
が
論
拠
で
あ
る
｡

ま
た
話
本
な
る
概
念
も
難
し
い
.
こ
れ
に
つ
い
て
臥
山
稔

｢白
話
小
説
研
究

に
お
け
る

｢話
本
｣
の
定
義
に
つ
い
て
-
中
国
白
話
小
説
研
究
に
お
け
る
一
展

望

〔
m

)I
｣
〔r東
北
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
)
第
七
号
r

1
九

九
九
年
)
は
敦
塩
文
書
を
直
接
の
対
象
と
し
な
い
も
の
の
､
研
究
史
が
整
理
さ

れ
て
い
て
参
考
に
な
る
｡

さ
て

｢韓
抽
虎
話
本
｣
は
文
体
上
の
特
徴
が
.｢虚
山
遠
公
話
｣
に
近
い
.
普

た
遠
公
に
浄
野
寺
審
遠
ら
の
投
影
が
あ
る
以
上
､
内
容
的
に
も
時
期
設
定
が
近

い
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
屯
は
S
二
1
E
I四
Ⅴ
が

r金
剛
頂
嘩

-
･･壇
法
儀
則
1

と
い
う
密
教
資
料
で
､
そ
れ
が
法
灯
説
に
関
わ
る
こ
と
が
中
は
-
田
中
良
昭
氏

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
町
も
興
味
深
い
｡
お
そ
ら
く

｢虚
山
遠
公
話
｣
の

〟

話
″
ほ
､
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
〟

画
″

の
意
味
を
担
っ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
だ
ろ
う
｡

確
か
に

｢韓
抽
虎
話
本
｣
や

｢腰
山
遠
公
話
｣
の
文
体
は
､
狭
義
の
変
文
と

は
異
な
古
o
後
者
が
散
文
を
挟
み
つ
つ
七
冨
古
体
の
韻
文
を
主
と
し
､
い
わ
ゆ

る
説
唱
体
と
見
ら
れ
る
.の
対
し
'
前
者
は
基
本
的
に
散
文
体
だ
か
ら
､
後
代
の

″話
本
″
的
と
言

っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
｡
絵
解
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る

〟-
-
･処
､
若
為
陳
説
〟
の
溝
の
表
現
も
見
当
ieLな
い
｡
だ
か
ら
､
こ
れ
ら
を

変
文
の
聴
噂
か
ら
外
し
､
絵
画
と
の
関
連
も
認
め
た
i
考
え
方
も
あ
る
.
し
か

し
､
説
唱
体
で
な
け
れ
ば
絵
解
き
は
で
き
な
い
の
町

と
い
う
素
朴
な
疑
問
は

払
拭
で
き
な
い
｡

こ
れ
は
､
題
名
に
見
ら
れ
る

〟変
〔文
〕″
や
″

話
″
な
ぜ
と
い
っ
た
)1]]壷

那
.･L
サ
ン
ル
分
類
と
し
て
ど
れ
だ
け
意
味
を
持
つ
か
､
七
い
-
問
題
に
関
わ
っ

て
ゆ
く
.
確
か
に
か
つ
tJ
r数
値
変
文
集
)
の
各
の
下
に
集
め
ら
れ
た
諸
作
品

は
雑
多
に
す
ぎ
た
｡
そ
こ
で
､
た
と
え
は
梅
鯉
恒

(≦

ntor
H
.M
a
ir〕
.r唐

代
空
文
L
(中
国
仏
教
文
化
研
究
所
編
､

1
九
九
九
年
0
度
智
は
1
九
八
九
年
)

な
ど
ほ
露
文
と
そ
G
L他
を
極
限
ま
で
峻
別
す
る
り
だ
が
､
小
南

t
郎
氏
の
書
評

(
r中
国
文
学
報
j
第
四
十
六
冊
r

l
九
九
三
年
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
″こ

の
厳
密
な
規
定
方
法
を
適
用
し
て
ゆ
-
な
ら
､
ど
の
文
芸
様
式
に
も
屈
さ
な
い

多
-
の
作
品
が
迫
さ
れ
る
″
恐
れ
が
あ
ろ
う
｡
し
か
し
周
紹
良
性
か
編

r数
値

変
文
講
経
文
因
縁
揖
校
)
(江
蘇
古
詩
出
版
社
､

一
九
九
八
年
)
の
よ
う
に
､

｢虚
山
遠
公
話
｣
な
ど
な
変
文
な
ど
か
ら
切
り
離
す
動
き
は
他
に
も
見
ら
れ
る
｡

も
っ
と
も
金
岡
照
光
編

r数
値
の
文
学
文
献
J
〔
F講
座
数
塩
3
9
､
大
束
出
版

社
､

t
九
九
〇
年
)
の
よ
う
に
､
作
品
を
表
題
に
見
え
る
言
葉
で
ひ
と
ま
ず
細

別
L
つ
つ
も
､
な
る
べ
-
野
が
り
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
試
み
も
他
方
に
は
あ

る
が
､
こ
.の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
言
え
は
､
こ
ん
ど
は
壁
画
と
の
関
係
を
否
定
す

る
点
が
問
題
に
な
る
｡

聾
者
に
結
論
を
急
t
,
つ
も
-
ほ
無
い
が
r
本
稿
に
は
こ
-
し
た
問
題
を
醇
-

た
め
の
準
備
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
､
ひ
と
ま
ず
の
結
び
と
す

る
｡



194

WhoisamodelofLu島hanYuangong(塵山遠公)7

UJIOKA Masashi

TheLushanYuangongliua(鹿山遠公話HsastoryoftheBuddhistpriestnamedYuangong.

Huiyuan(巷遠目ntheDon首Jim(束晋)period,whopracticedasceticisminLushan.isgeneraHy

regardedasamodelofYuangong.

SomescholarsaysZhuDaosheng(竺道生)intheLiuSong(劉宋Iperiodisalsoaprototype,

thisviewisbasedontheLiansheGaoxianZhuan(蓮社市野伝).Butitisnotsatisfactory,because

weknow山erewasanotherHuiyuanintheSu舌(防)period.ThismonkiscalledJingyingsi

Huiyuan(浄彫寺碁遠),whoisfamousforannotatingtheNirvanaSutra(理解捷).Itmustbe

notedthatYuangonginthestoryalsorespects,annotates,andlecturesontheNirvanaSutra.

Addedtothis.仇eauthorpointsoutthat仇eHuiyuanHeshangYinyuanJH態遠和尚因縁記),

astoryofJingyingsiHuiyuanintheDunhuang(敦塩1manuscripts.confuseshimwithHuiyuan

intheDongJimperiod.TheauthoralsoexplainstheYuangongHesharlgYuanqi(遠公和満縁起).

adigestoftheHuiyuanHesha咽 YinyuanJi,hasphraseswhichendwi山theword"sh呈"(時),so

tllatthisisprobabalyakindofpicturestory.

Tanyan(轟延),ahighpriestequallyadmiredwi血JingyingsiHuiyuanintheSuiperiod,was

oftenpaintedasmuralsintheMogaogrottos(英商店),ItisnoteworthythatthepaintingsofCave

323hasasceneinwhichTanyanfinishedwritingnotesontheNiⅣanaSutraanddomiracles,

becausetheLushanYuangongHuahasasimilarepisode･Theauthorinterpretsthat,exceptfor

JingyingsiHuiyuan.theimageofTanyanalso0VerlapswithYuangong･

TheHuiyuanHeshangYinyuanJisaysJingyingsiHuiyuanhadbeentoCaoxi(甘撰).butit

isnotfact･Ca甲iisaplacerememberedinconnectionwithHui'neng(馴 臥thesixthpatriarch
ofZenBuddhism.SomemanuscriptsonZenfromDunhuangrecordthenameofJingyingsi

HuiyuanandthelostpartoftheLushanYuangongHu且,sotheauthoremphasizesZen'sinfluence

onthestory.


