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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

は　

じ　

め　

に

　

廬
山
慧
遠
（
三
三
四
～
四
一
六
）
の
「
佛
影
銘
幷
序
」（『
廣
弘
明
集
』

卷
一
五
。
大
正
藏
五
二
・
一
九
七
下
～
一
九
八
中
）
は
、
慧
遠
晩
年
の
義

熙
九
年
（
四
一
三
）
九
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
那
伽
訶
羅
國

（
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
。
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
東
部
）
の
石
室
中
に
あ
る

「
佛
影
」
を
模
し
て
自
身
が
廬
山
に
造
營
し
た
佛
影
窟
を
記
念
し
た

も
の
で
、
こ
の
と
き
崇
佛
の
同
志
た
ち
に
も
銘
の
制
作
が
依
賴
さ
れ
、

謝
靈
運
（
三
八
五
～
四
三
三
）
も
「
佛
影
銘
幷
序
」（『
廣
弘
明
集
』
卷

一
五
）
を
書
い
て
い
る
。

　

銘
文
の
内
容
か
ら
繪
畫
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の

廬
山
の
「
佛
影
」
は
、
佛
の
圖
像
を
重
視
し
た
慧
遠
お
よ
び
そ
の
教

團
の
人
々
に
と
っ
て
、
一
般
的
な
禮
拜
の
對
象
と
し
て
、
あ
る
い
は

ま
た
禪
定
實
習
の
手
だ
て
と
し
て
、
こ
れ
以
前
に
制
作
さ
れ
た
阿
弥

陀
佛
像
な
ど
と
同
樣
の
意
義
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
仏

影
と
い
う
も
の
の
特
質
に
目
を
向
け
れ
ば
、
晩
年
の
慧
遠
に
と
っ
て

こ
の
佛
影
は
、
さ
ら
に
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
佛
影
銘
」
序
の
中
で
慧
遠
は
、
鳩
摩
羅
什
と
の
交
渉
や
長
年
の
探

究
を
經
て
到
達
し
た
「
法
身
」
觀
を
自
在
に
展
開
し
な
が
ら
、
衆
生

を
導
く
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
「
佛
影
」
な
ら
で
は
の
意
義
を
強
調

し
て
い
る
。
仏
影
が
一
般
的
な
仏
像
と
異
な
る
点
は
、
ど
の
程
度
距

離
を
置
い
て
見
る
か
に
よ
っ
て
見
え
方
が
異
な
る
こ
と
、
山
中
洞
窟

と
い
う
特
殊
な
場
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
仏
影
な
ら

で
は
の
意
義
と
は
、
そ
れ
ら
の
特
質
と
深
く
關
係
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
「
法
身
」
と
そ
れ
に
關
わ
る
言
語

表
現
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
、
慧
遠
が
ど
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
て

佛
影
の
意
義
を
主
張
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
法
身
に
關
わ
る
思
想
と
そ
の
表
現
は
、
同
じ
く
「
佛

①

②

慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩

─
─
両
者
の
「
佛
影
銘
幷
序
」、
及
び
謝
詩
「
入
華
子
崗
是
麻
源

第
三
谷
」「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
を
め
ぐ
っ
て
─
─

堂　

 

薗　

 

淑　

 

子

愛
知
教
育
大
學
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影
銘
」
を
制
作
し
た
謝
靈
運
に
も
傳
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
佛
影

と
は
そ
も
そ
も
窟
中
に
留
め
ら
れ
た
佛
の
姿
で
あ
り
、
そ
こ
で
説
法

を
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
山
中
の
佛
教
聖
地
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
山
水
中
に
お
い
て
超
越
的
存
在
を
感
得
し
た
こ
と
を
度
々

詠
じ
る
謝
詩
と
は
、
通
底
す
る
部
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佛
影

に
關
わ
る
慧
遠
の
思
想
と
そ
の
表
現
は
、
謝
靈
運
の
山
水
詩
制
作
に

も
影
響
を
與
え
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
兩
者
の
「
佛

影
銘
幷
序
」
と
謝
靈
運
の
「
入
華
子
崗
是
麻
源
第
三
谷
」
及
び
「
從

斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩
に
見
ら
れ
る
思
想
・
表
現
上
の
重
な
り
合
い

を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
關
係
性
を
實
證
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

慧
遠
「
佛
影
銘
幷
序
」

　

那
伽
訶
羅
國
の
佛
影
の
こ
と
は
、
慧
遠
の
招
き
を
受
け
て
一
時
期

廬
山
に
い
た
佛
陀
跋
陀
羅
の
譯
に
な
る
『
佛
説
觀
佛
三
昧
海
經
』
卷

七
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
教
化
を
受
け
た
龍
が

釋
尊
に
窟
中
に
留
ま
る
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
釋
尊
は
岩
壁
に
入

り
込
ん
で
自
ら
の
姿
を
と
ど
め
、
ま
た
衆
生
の
は
た
ら
き
か
け
に
応

じ
て
説
法
も
行
っ
た
と
傳
え
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
姿
は
「
衆
生
見
時
、

遠
望
則
見
、
近
則
不
現
（
衆
生
が
見
る
と
き
、
遠
く
か
ら
望
め
ば
見
え
る

の
だ
が
、
近
づ
く
と
見
え
な
く
な
る
）」（
大
正
藏
一
五
・
六
八
一
・
中
）
と

い
う
不
思
議
な
見
え
方
を
す
る
と
い
う
。
こ
の
佛
影
の
奇
聞
は
「
感

應
」、
す
な
わ
ち
信
心
の
誠
が
通
じ
れ
ば
時
や
場
所
に
か
か
わ
ら
ず

必
ず
應
報
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
靈
驗
と
し
て
、
中
國
の
佛

教
徒
に
も
感
動
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
そ

の
よ
う
な
遺
跡
を
現
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
廬
山
に
模
造
す
る
こ
と
に

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

船
山
徹
氏
に
よ
れ
ば
、
衆
生
の
「
感
」
に
よ
り
靈
妙
に
「
應
」
じ

て
く
る
存
在
と
し
て
佛
陀
を
と
ら
え
る
理
解
は
、
六
朝
時
代
を
通
じ

て
廣
く
繼
承
さ
れ
た
佛
陀
觀
の
底
流
で
あ
っ
た
が
、
鳩
摩
羅
什
以
降
、

佛
身
に
は
色
身
（
＝
生
身
）
と
法
身
の
二
種
が
あ
り
、
法
身
佛
こ
そ

が
究
極
・
絶
對
の
佛
で
あ
る
と
の
理
解
が
ひ
ろ
く
定
着
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
法
身
に
つ
い
て
は
「
眞
身
」
と
「
應
身
」
の
二
種

を
想
定
す
る
二
種
法
身
説
が
展
開
さ
れ
廣
く
支
持
さ
れ
て
い
く
が
、

そ
の
よ
う
な
法
身
の
學
術
思
想
の
基
底
に
は
、
佛
像
を
通
し
て
一
心

に
佛
に
は
た
ら
き
か
け
れ
ば
佛
─
─
法
身
佛
─
─
は
必
ず
や
應
現
す

る
、
と
い
う
人
々
の
信
念
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
慧
遠
の
「
佛
影

③
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

銘
」
序
に
は
廬
山
に
佛
影
を
制
作
す
る
に
至
っ
た
理
由
と
そ
の
經
緯

が
書
か
れ
て
い
る
が
、
感
應
思
想
と
法
身
論
が
必
然
的
に
つ
な
が
る

と
す
れ
ば
、
慧
遠
が
佛
影
制
作
の
意
義
を
説
く
の
に
法
身
に
關
わ
る

言
説
を
持
ち
出
す
の
は
當
然
の
流
れ
と
い
え
よ
う
。
以
下
に
擧
げ
る

一
段
に
は
、「
法
身
」
の
語
が
三
回
使
わ
れ
て
い
る
。

爾
乃
思
沾
九
澤
之
惠
、
三
復
無
緣
之
慈
、
妙
尋
法
身
之
應
、
以

神
不
言
之
化
。
化
不
以
方
、
唯
其
所
感
、
慈
不
以
緣
、
冥
懷
自

得
。
譬
日
月
麗
天
、
光
影
彌
暉
、
群
品
熙
榮
、
有
情
同
順
。
咸

欣
懸
映
之
在
己
、
罔
識
曲
成
之
攸
寄
。
妙
物
之
談
、
功
盡
於
此
。

將
欲
擬
夫
幽
極
以
言
其
道
、
髣
髴
存
焉
而
不
可
論
。
何
以
明
之
。

法
身
之
運
物
也
、
不
物
物
而
兆
其
端
、
不
圖
終
而
會
其
成
。
理

玄
於
萬
化
之
表
、
數
絶
乎
無
名
者
也
。
若
乃
語
其
筌
寄
、
則
道

無
不
在
。
是
故
如
來
、
或
晦
先
跡
以
崇
基
、
或
顯
生
塗
而
定
體
。

或
獨
發
於
莫
尋
之
境
、
或
相
待
於
既
有
之
場
。
獨
發
類
乎
形
、

相
待
類
乎
影
。
推
夫
冥
寄
、
爲
有
待
耶
、
爲
無
待
耶
。
自
我
而

觀
、
則
有
間
於
無
間
矣
。
求
之
法
身
、
原
無
二
統
。
形
影
之
分
、

孰
際
之
哉
。
而
今
之
聞
道
者
、
咸
摹
聖
體
於
曠
代
之
外
、
不
悟

靈
應
之
在
茲
。
徒
知
圓
化
之
非
形
、
而
動
止
方
其
跡
。
豈
不
誣

哉
。（
大
正
藏
五
二
・
一
九
七
下
～
一
九
八
上
）

さ
て
佛
が
限
り
な
い
恩
惠
を
施
す
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
、
何
度
も
緣
の
な
い
慈
悲
を
繰
り
返
さ
れ
、
法
身
の
應
現
を

奥
深
く
尋
ね
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
言
葉
で
は
な
い
教
化
を

神
秘
に
發
揮
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
化
は
決
ま
っ
た
方
法
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
信
心
が
通
じ
た
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
慈
悲
は
佛
緣
に
應
じ
て
な
さ
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
無
意
識
下
に
感
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
太
陽
や
月
が
天
に
か
か
り
、
光
が
い
っ
そ
う
輝
き
を
放
て
ば
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
喜
び
榮
え
、
心
あ
る
す
べ
て
の
生
き
物
が
そ

ろ
っ
て
順
う
よ
う
な
も
の
だ
。
み
な
自
分
が
遙
か
に
照
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
く
成
り
立
つ

そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
萬
物
へ
の
靈
妙

な
作
用
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
は
こ
こ
に

語
り
盡
く
さ
れ
て
い
る
。［
し
か
し
法
身
の
］
奥
深
い
極
地
を

推
し
は
か
っ
て
そ
の
道
を
言
葉
で
表
そ
う
と
す
れ
ば
、
お
ぼ
ろ

げ
に
こ
こ
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
言
葉
で
語
る
こ
と
は
で

④

⑤



中
国
文
学
報　

第
九
十
二
册

─ 4 ─

き
な
い
。
ど
う
や
っ
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
か
。
法
身
が
萬

物
に
は
た
ら
き
か
け
る
際
に
は
、
萬
物
に
關
わ
る
こ
と
な
く
そ

の
始
め
を
起
こ
し
、
終
わ
り
を
企
圖
す
る
こ
と
な
く
そ
の
成
就

を
實
現
さ
せ
る
。
そ
の
理
法
は
あ
ら
ゆ
る
變
化
を
越
え
た
と
こ

ろ
に
潛
み
、
そ
の
理
數
は
無
名
の
境
界
に
超
然
と
し
て
い
る
。

も
し
こ
の
現
象
界
に
お
け
る
［
外
在
的
な
］
よ
り
ど
こ
ろ
に
つ

い
て
言
え
ば
、
道
は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
そ
の
た

め
に
如
來
は
、
以
前
の
足
跡
を
隱
し
て
世
俗
を
超
え
た
高
い
境

地
を
示
し
た
り
、
生
の
道
筋
に
姿
を
現
し
て
そ
の
體
を
確
立
し

た
り
す
る
。
尋
ね
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
境
地
に
た
だ
獨
り
現

れ
、
そ
う
か
と
思
え
ば
こ
の
現
象
界
に
物
と
關
わ
り
物
を
賴
み

と
し
て
存
在
す
る
。
獨
り
現
れ
る
と
こ
ろ
は
「
形
」
の
よ
う
な

も
の
で
あ
り
、
物
と
關
わ
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
「
影
」
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
［
内
在
的
な
］
よ
り
ど

こ
ろ
に
つ
い
て
推
し
は
か
れ
ば
、
そ
れ
は
「
有
待
」
で
あ
ろ
う

か
、
そ
れ
と
も
「
無
待
」
で
あ
ろ
う
か
。「
我
」
の
立
場
か
ら

み
れ
ば
、
區
別
な
き
と
こ
ろ
に
區
別
を
つ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
法
身
の
見
地
か
ら
考
え
れ
ば
、
も
と
も
と
二
つ
に
分
か

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
形
」
と
「
影
」
の
區
分
を
、
誰

が
判
別
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
今
日
佛
道
を
志
す
者
は
、
み
な

［
釋
尊
の
］
聖
な
る
體
を
遙
か
な
る
御
代
の
か
な
た
に
追
い
求

め
て
、
靈
妙
な
る
應
現
が
今
こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
分
か
っ
て
い

な
い
。
融
通
無
碍
な
教
化
が
形
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知
識
と
し
て
知
る
ば
か
り
で
、
擧
動
を
釋
尊
の
足
跡
に
な
ら

お
う
と
し
て
い
る
。
何
と
間
違
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

ま
ず
法
身
に
つ
い
て
、
慧
遠
は
こ
こ
で
そ
の
は
た
ら
き
を
日
月
と

そ
の
光
に
た
と
え
て
い
る
。
慧
遠
と
鳩
摩
羅
什
の
や
り
と
り
を
今
に

伝
え
る
『
大
乘
大
義
章
』
の
卷
上
・
一
に
は
、「
眞
法
身
」
に
關
す

る
鳩
摩
羅
什
の
返
答
と
し
て
「
眞
法
身
者
、
猶
如
日
現
、
所
化
之
身
、

同
若
日
光
（
眞
法
身
と
は
、
太
陽
の
現
れ
の
よ
う
な
も
の
で
、
變
化
し
た

身
は
、
日
光
の
よ
う
な
も
の
で
す
）」
と
あ
る
。
眞
法
身
が
太
陽
の
よ
う

な
光
の
本
源
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
樣
々
に
變
化
し
て
姿
を
現
す
變
化

身
は
日
光
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
慧
遠
が
こ
の
鳩
摩

羅
什
の
返
答
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
る
と
、「
佛
影
銘
」
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
法
身
」
と
は
、
鳩
摩
羅
什
の
い
う
「
眞
法
身
」
と
「
所
化

⑥
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之
身
」（
變
化
身
）
を
合
わ
せ
た
概
念
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
説
明
で
き

よ
う
。

　

ま
た
慧
遠
は
こ
こ
で
、
如
來
に
は
二
種
類
の
あ
り
よ
う
が
あ
る
と

し
、「
先
跡
を
晦か

く

し
て
以
て
基
を
崇た
か

く
し
」「
尋
ぬ
る
莫
き
の
境
に
獨

發
す
」
る
あ
り
よ
う
が
「
形
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
生
塗
に
顯
れ

て
體
を
定
め
」「
既
有
の
場
に
相
待
す
」
る
あ
り
よ
う
は
「
影
」
に

相
當
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
獨
發
於
莫
尋
之
境
」
と
い

う
表
現
は
、『
大
乘
大
義
章
』
卷
上
・
六
の
、
慧
遠
が
眞
法
身
佛
に

つ
い
て
述
べ
た
「
正
當
獨
處
於
玄
廓
之
境
（［
眞
法
身
佛
は
］
ま
さ
に

奥
深
く
か
け
離
れ
た
境
界
に
た
だ
獨
り
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ

う
）」
と
明
ら
か
な
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
羅
什
が
こ
の
慧
遠
の
問

い
か
け
を
概
ね
是
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、「
獨
發
」
と

は
眞
法
身
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
だ
ろ
う
。
一
方
の
「
相
待
」
は
、

我
々
と
同
じ
こ
の
現
象
界
へ
の
現
れ
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
羅
什

の
い
う
「
所
化
之
身
」（
變
化
身
）
に
相
當
す
る
。
慧
遠
の
法
身
觀
は
、

明
確
な
表
現
を
と
っ
て
は
い
な
い
が
、
後
代
の
二
種
法
身
説
に
か
な

り
近
い
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

で
は
慧
遠
の
こ
の
よ
う
な
法
身
觀
は
、
佛
影
の
意
義
と
ど
の
よ
う

に
關
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
當
た
っ
て
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
、
人
々
を
導
く
よ
り
ど
こ
ろ
を
表
す
二
つ
の
言

葉
、「
筌
寄
」
と
「
冥
寄
」
で
あ
る
。「
筌
」（「
荃
」）
は
『
莊
子
』

雜
篇
・
外
物
「
荃
者
所
以
在
魚
、
得
魚
而
忘
荃
（
荃
は
魚
を
捕
ら
え
る

た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
魚
を
手
に
入
れ
れ
ば
荃
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま

う
）」
に
基
づ
く
、
眞
理
へ
到
達
す
る
た
め
の
手
段
の
喩
え
と
し
て

頻
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
。「
筌
寄
」
の
用
例
と
し
て
は
、
劉
宋
の
朱

廣
之
「
疑
夷
夏
論
諮
顧
道
士
」
の
「
致
會
之
源
既
坦
、
筌
寄
之
塗
方

壅
（［
佛
・
道
が
］
同
じ
く
す
る
本
源
は
平
ら
か
に
な
っ
た
が
、
悟
り
に
い

た
る
た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
手
だ
て
は
塞
が
っ
て
し
ま
っ
た
）」（『
弘

明
集
』
卷
七
。
大
正
藏
五
二
・
四
四
中
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
顧
歡
「
夷

夏
論
」
の
、
道
教
と
佛
教
が
道
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
も
中

華
の
人
間
が
佛
教
の
方
法
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に

つ
い
て
、
そ
れ
で
は
「
筌
寄
」
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
筌
寄
」
は
、
信
仰
へ
と
導
く
初
歩
的
な

よ
り
ど
こ
ろ
の
意
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
佛
影
銘
」
序
に
お
い

て
は
、「
筌
寄
」
は
明
ら
か
に
「
生
塗
に
顯
れ
て
體
を
定
め
」「
既
有

の
場
に
相
待
す
」
と
さ
れ
る
如
來
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

⑦
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『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』
の
譯
の
よ
う
に
「
法
身
の
應
現
」
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
法
身
の
應
現
そ
の
も
の
は
一
般
の
人
々
に
と

っ
て
初
歩
的
な
手
段
と
は
言
い
が
た
い
。
序
に
「
其
の
筌
寄
を
語
れ

ば
、
則
ち
道
は
在
ら
ざ
る
無
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慧
遠
が
念
頭

に
置
い
て
い
る
の
は
誰
で
も
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
中
國
に
お
け
る
佛
教
信
仰
が
傳
來
當
初
よ
り
主
に
佛
像

に
よ
っ
て
廣
ま
っ
た
事
實
を
考
え
て
も
、「
筌
寄
」
が
第
一
に
指
し

示
す
の
は
應
現
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
應
現
の
「
跡
」
で
あ
る
佛

の
圖
像
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
の
「
冥
寄
」
の
用
例
と
し
て
は
、
東
晉
の
郗
超
「
奉
法
要
」

（『
弘
明
集
』
卷
一
三
。
大
正
藏
五
二
・
八
七
下
）
に
「
是
以
有
心
於
理

者
、
審
影
響
之
難
誣
、
廢
事
證
而
冥
寄
（
こ
こ
か
ら
［
報
應
の
］
理
に

心
を
よ
せ
る
も
の
は
、
影
や
響
が
［
形
や
聲
に
］
ぴ
た
り
と
應
じ
て
違
う
こ

と
が
な
い
と
い
う
事
実
を
理
解
し
、
事
象
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
は
問

題
と
は
せ
ず
に
目
に
見
え
ぬ
境
界
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
）」
と
あ
り
、
佛

教
の
説
く
「
報
應
」
は
目
に
見
え
る
事
例
に
よ
っ
て
檢
證
で
き
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、「
理
」
と
し
て
了
悟
し
「
冥
寄
」
す
べ
き
も

の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
目
に
は
見
え
な
い
が
「
理
」
に
通
じ
る
、

ひ
そ
や
か
な
よ
り
ど
こ
ろ
の
意
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
用
例
と
し
て
、

晉
の
釋
僧
衛
の
「
十
住
經
含
注
序
」
に
は
、「
夫
外
國
法
師
究
摩
羅

耆
婆
者
、
挺
天
悟
於
命
世
、
邁
英
風
于
季
俗
。
乘
冥
寄
而
孤
遊
、
因

秦
運
以
弘
道
（
外
國
の
法
師
鳩
摩
羅
什
は
、
生
ま
れ
つ
い
た
聡
明
さ
が
當

世
に
ず
ば
抜
け
て
名
高
く
、
優
れ
た
德
風
が
末
世
に
際
立
っ
て
い
た
。
ひ
そ

や
か
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
從
っ
て
た
だ
獨
り
遊
行
し
、
後
秦
王
朝
の
國
運
に
よ

っ
て
道
を
廣
め
た
）」（『
出
三
藏
記
集
』
卷
九
。
大
正
藏
五
五
・
六
一
下
）

と
あ
り
、
當
初
は
小
乘
を
學
ん
で
い
た
鳩
摩
羅
什
が
大
乘
の
教
義
に

め
ぐ
り
合
い
、
後
秦
王
朝
の
も
と
で
大
乘
思
想
を
廣
め
た
こ
と
を
記

述
す
る
過
程
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
冥
寄
」
は
、
そ
の
者

の
心
を
ひ
そ
か
に
導
い
て
何
か
に
目
を
開
か
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
無

形
の
導
き
を
表
す
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
「
佛
影
銘
」
序
の
よ
う
に
「
筌
」
と
「
冥
」
を
對
比
さ
せ
た

例
と
し
て
は
、
江
淹
「
雜
體
詩
三
十
首
・
許
徴
君
自
序
」
の
「
張
子

闇
内
機
、
單
生
蔽
外
像
。
一
時
排
冥
筌
、
泠
然
空
中
賞
（
張
毅
は
體

内
の
き
ざ
し
に
疎
く
［
そ
の
た
め
に
病
死
し
］、
單
豹
は
體
外
の
狀
況
に
暗

か
っ
た
［
た
め
に
虎
に
食
い
殺
さ
れ
た
］。
内
部
の
無
形
な
る
も
の
も
外
部

の
有
形
な
る
も
の
も
い
っ
ぺ
ん
に
追
い
や
り
、
輕
や
か
に
空
中
で
自
在
に
楽

⑧
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

し
も
う
）」（『
文
選
』
卷
三
一
）
が
あ
る
。
こ
の
用
例
に
お
け
る

「
冥
」
と
「
筌
」
は
、
目
に
見
え
な
い
内
在
的
な
も
の
と
目
に
見
え

る
外
在
的
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば

「
冥
寄
」
と
「
筌
寄
」
も
、
現
象
界
に
内
在
す
る
無
形
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
、
佛
の
圖
像
の
よ
う
に
外
在
す
る
有
形
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
と
い

う
對
比
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
含
意
を
持
つ
「
冥
寄
」
に
つ
い
て
、
慧
遠
序
で
は

「
夫
の
冥
寄
を
推
せ
ば
、
有
待
と
爲
さ
ん
や
、
無
待
と
爲
さ
ん
や
。

我
よ
り
し
て
觀
れ
ば
、
則
ち
間
無
き
に
間
有
り
と
す
。
之
を
法
身
に

求
む
れ
ば
、
原
と
二
統
無
し
。
形
・
影
の
分
、
孰
か
之
を
際
せ
ん

や
」
と
い
い
、『
莊
子
』
及
び
そ
の
郭
象
注
に
由
來
す
る
「
有
待
」

「
無
待
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。「
有
待
」
と
は

「
賴
む
と
こ
ろ
が
あ
る
」
の
意
で
、
こ
の
現
象
界
に
お
け
る
萬
物
の

あ
り
方
を
示
し
、
一
方
の
「
無
待
」
は
「
賴
む
と
こ
ろ
が
な
い
」、

す
な
わ
ち
絶
對
自
由
の
境
地
を
示
す
。
東
晉
の
支
遁
（
三
一
四
～
三

六
六
）
は
、
そ
の
「
阿
彌
陀
佛
像
讚
幷
序
」
で
「
非
無
待
者
、
不
能

遊
其
疆
。
非
不
疾
者
、
焉
能
致
其
速
（
無
待
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
境

界
に
遊
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
急
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
そ

の
速
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）」（『
廣
弘
明
集
』
卷
一
五
。
大
正

藏
五
二
・
一
九
六
中
）
と
述
べ
、
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
ず
ま
た
何
も
の

に
も
應
じ
る
佛
の
あ
り
方
を
「
無
待
」
と
言
い
表
し
た
。
慧
遠
は

「
無
待
者
」
の
表
現
と
し
て
支
遁
が
用
い
た
こ
の
「
急
ぐ
こ
と
な
く

速
い
」
と
い
う
『
易
』
の
表
現
を
法
身
に
援
用
し
、
法
身
の
感
應
に

關
す
る
鳩
摩
羅
什
へ
の
問
い
か
け
に
お
い
て
「
若
法
身
獨
運
、
不
疾

而
速
、
至
於
會
應
群
麁
、
必
先
假
器
（
も
し
法
身
が
単
獨
で
動
き
、
急

が
な
く
て
も
速
い
と
し
て
も
、
凡
夫
た
ち
に
應
じ
る
と
な
れ
ば
、
必
ず
ま
ず

器
を
借
り
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）」（『
大
乘
大
義
章
』
卷
中
・
七
）
と
述

べ
て
い
る
。「
見
佛
」
實
踐
を
重
ん
じ
續
け
た
慧
遠
の
實
體
的
な
法

身
觀
が
窺
わ
れ
る
が
、
晩
年
に
書
か
れ
た
こ
の
「
佛
影
銘
」
で
は
、

法
身
の
う
ち
絶
對
的
な
眞
法
身
と
し
て
の
「
獨
發
」
の
あ
り
よ
う
を

「
無
待
」、
衆
生
と
共
に
あ
る
變
化
身
と
し
て
の
「
相
待
」
の
あ
り

よ
う
を
「
有
待
」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は

「
形
」
と
「
影
」
の
よ
う
に
一
體
不
可
分
で
あ
る
と
述
べ
て
い
て
、

よ
り
發
展
的
な
法
身
觀
を
示
し
て
い
る
。

　

丈
六
の
佛
像
の
よ
う
な
「
筌
寄
」
は
、
そ
の
昔
釋
尊
が
こ
の
世
に

殘
し
た
「
跡
」
で
あ
り
、
人
々
を
信
仰
へ
と
導
き
感
応
の
手
だ
て
と

⑨

⑩
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も
な
る
身
近
な
手
段
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
有
待
の
次
元
に
あ
る
。

「
筌
」
の
語
が
示
す
通
り
、
最
後
に
は
忘
却
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
内
な
る
導
き
で
あ
る
「
冥
寄
」
に
つ
い
て
は
、
無
待

（「
形
」）
か
有
待
（「
影
」）
か
と
區
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

慧
遠
は
言
う
。
こ
の
説
き
方
は
、
法
身
を
區
別
す
る
こ
と
自
體
の
誤

り
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
無
論
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

一
般
的
な
見
解
に
疑
義
を
唱
え
よ
う
と
す
る
語
氣
が
感
じ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
こ
の
現
象
界
に
「
寄
」
せ
ら
れ
た
も
の
は
一
般
的
に
は
す
べ

て
有
待
と
見
な
さ
れ
る
が
、「
冥
寄
」
は
法
身
に
通
じ
る
無
形
の
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
待
と
も
無
待
と
も
言
え
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
認
識
が
段
末
の
主
張
、「
今
の

道
を
聞
く
者
は
、
咸
な
聖
體
を
曠
代
の
外
に
摹な

ら

い
て
、
靈
應
の
茲
に

在
る
を
悟
ら
ず
。
徒
ら
に
圓
化
の
形
に
非
ざ
る
を
知
り
て
、
動
止　

其
の
跡
に
方く

ら

べ
ん
と
す
。
豈
に
誣
な
ら
ざ
ら
ん
や
」
─
─
今
の
佛
教

信
者
は
み
な
遙
か
昔
に
こ
の
世
に
現
れ
た
釋
尊
を
「
聖
な
る
本
體
」

と
し
て
そ
の
跡
ば
か
り
を
追
い
求
め
て
い
る
が
、
大
事
な
の
は
い
ま

こ
の
場
に
お
い
て
佛
の
應
現
を
感
得
し
、
そ
の
教
化
が
形
を
超
え
た

も
の
、
姿
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
眞
に
了
解
す
る
こ
と
な
の
だ

─
─
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
慧
遠
が
色
身
の
對
語
と
し
て
の
「
法

身
」
に
言
及
し
た
意
圖
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
慧
遠
は
こ
こ
で
、

色
身
に
囚
わ
れ
な
い
悟
り
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
と
り
わ
け
「
冥

寄
」
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
先
ん
じ
て
結
論
を
言
え
ば
、
慧
遠
が
こ
こ
で
「
冥
寄
」
の

意
義
を
強
調
し
た
の
は
、
佛
影
が
一
般
的
な
佛
像
と
同
樣
の
「
筌

寄
」
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
な
く
、「
冥
寄
」
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
う
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
明
に
暗
に
衆
生
を
導
く

あ
り
さ
ま
は
、
本
山
の
佛
影
の
こ
と
を
描
い
た
銘
文
其
二
に
以
下
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

茫
茫
荒
宇
、
靡
勸
靡
奬
。
淡
虛
寫
容
、
拂
空
傳
像
。
相
具
體
微
、

沖
姿
自
朗
。
白
毫
吐
曜
、
昏
夜
中
爽
。
感
徹
乃
應
、
扣
誠
發
響
。

留
音
停
岫
、
津
悟
冥
賞
。
撫
之
有
會
、
功
弗
由
曩
。（
大
正
藏
五

二
・
一
九
八
上
）

果
て
し
な
く
と
り
と
め
な
い
宇
宙
に
は
、
励
ま
し
助
け
る
も
の

も
な
い
。
そ
こ
で
あ
る
か
な
き
か
に
容
姿
を
寫
し
、
空
を
拂
っ

て
肖
像
を
傳
え
た
。
顏
は
そ
な
わ
り
體
は
ほ
の
か
に
、
沖
虛
な

⑪
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

姿
は
す
っ
き
り
と
明
る
い
。
白
毫
は
光
を
放
ち
、
闇
夜
も
夜
明

け
の
よ
う
な
爽
や
か
さ
。
信
心
が
通
じ
れ
ば
應
じ
、
求
め
る
心

が
誠
で
あ
れ
ば
響
き
を
返
す
。
殘
さ
れ
た
音
色
は
ほ
ら
あ
な
に

と
ど
ま
り
、
悟
り
へ
の
橋
渡
し
が
ひ
そ
や
か
に
感
得
さ
れ
る
。

觸
れ
あ
え
ば
出
會
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
は
た
ら
き
は
過
去
に

よ
ら
な
い
。

　

こ
の
段
は
龍
の
懇
願
に
よ
っ
て
釋
尊
が
そ
の
像
を
殘
し
、
感
に
應

じ
て
説
法
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
餘
韻
が
後
々
ま
で
ほ
ら
あ
な
に
と

ど
ま
っ
て
密
や
か
な
悟
り
へ
の
橋
渡
し
と
な
り
、「
冥
賞
」
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
末
尾
は
先
に
引
用
し
た
序
文
「
化
は
方
を
以

て
せ
ず
、
唯
だ
其
の
感
ず
る
所
に
し
て
、
慈
は
緣
を
以
て
せ
ず
、
冥

懷
自
得
す
」
と
方
向
性
を
一
に
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
佛
と
緣
の

な
か
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
今
こ
こ
で
無
意
識
下
に
「
津
」
と
觸
れ

あ
う
こ
と
に
よ
り
感
悟
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
。「
冥
賞
」
は
「
冥
寄
」
を
「
賞
」
す
る
意
と
み
な
せ
よ
う
。

釋
尊
が
そ
の
ほ
ら
あ
な
に
殘
し
た
餘
韻
や
面
影
、
明
確
な
音
や
形
を

爲
さ
な
い
、
言
わ
ば
聲
な
き
聲
、
形
な
き
形
を
ひ
そ
か
に
感
得
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
に
關
わ
ら
ず
そ
の
者
は
悟
り
の
世
界
に
渡
っ

て
い
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
後
に
續
く
銘
文
其

三
に
は旋

踵
忘
敬
、
罔
慮
罔
識
。
三
光
掩
暉
、
萬
象
一
色
。
庭
宇
幽
藹
、

歸
塗
莫
測
。
悟
之
以
靜
、
震
之
以
力
。
惠
風
雖
遐
、
維
塵
攸
息
。

匪
伊
玄
覽
、
孰
扇
其
極
。（
大
正
藏
五
二
・
一
九
八
上
）

た
ち
ま
ち
敬
い
の
情
す
ら
忘
れ
、
あ
ら
ゆ
る
思
慮
も
識
別
の
心

も
消
え
て
し
ま
う
。
日
も
月
も
星
も
光
を
隱
し
、
萬
象
が
一
色

に
つ
つ
ま
れ
る
。
屋
敷
は
ほ
の
ぐ
ら
く
、
歸
り
道
も
推
し
量
れ

な
い
。
靜
け
さ
に
よ
っ
て
悟
ら
せ
、
法
力
に
よ
っ
て
身
震
い
さ

せ
る
。
智
慧
の
風
は
遙
か
彼
方
か
ら
吹
く
け
れ
ど
も
、
こ
れ
こ

そ
塵
界
の
け
が
れ
が
収
束
す
る
と
こ
ろ
。
こ
の
奥
深
き
洞
察
が

な
け
れ
ば
、
だ
れ
が
か
の
幽
極
に
い
ざ
な
わ
れ
よ
う
か
。

と
あ
っ
て
、
色
身
に
對
す
る
敬
い
や
分
別
の
心
さ
え
忘
れ
た
解
脱
の

境
地
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
玄

覽
」
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
「
極
」
に
通
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

⑫
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れ
る
。
こ
の
「
極
」
は
、
序
に
「
將
に
夫
の
幽
極
を
擬は
か

り
て
以
て
其

の
道
を
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
髣
髴
と
し
て
焉
に
存
し
て
論
ず
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
「
幽
極
」
に
他
な
ら
ず
、
究
極
の
佛
と
し

て
の
法
身
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

「
冥
賞
」
に
よ
っ
て
達
し
た
境
地
を
こ
の
よ
う
に
描
く
の
は
、
た

と
え
佛
緣
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
佛
が
形
と
し
て
殘
し
た
跡
を

盲
目
的
に
崇
拜
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
形
な
き
「
津

悟
」
を
受
け
止
め
心
に
深
く
了
悟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
色
身

へ
の
執
着
す
ら
な
い
絶
對
無
分
別
の
境
地
へ
と
到
達
で
き
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。「
賞
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
押
韻
の
影
響
も

あ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
も
「
津
悟
」
を
受
け
取
る
者
の
主
体
的
な
心

の
あ
り
よ
う
、
佛
と
の
相
互
的
關
係
性
の
深
さ
が
重
要
で
あ
る
こ
と

を
表
す
た
め
だ
ろ
う
。「
聖
體
を
曠
代
の
外
に
摹な

ら

」
う
の
で
は
な
く

「
靈
應
の
茲
に
在
る
を
悟
」
れ
、
と
い
う
序
文
の
主
張
と
ま
さ
し
く

軌
を
一
に
し
て
お
り
、
佛
教
徒
に
對
す
る
戒
め
の
意
が
感
じ
取
れ
る
。

　

さ
ら
に
廬
山
の
佛
影
の
こ
と
を
描
く
銘
文
其
四
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

希
音
遠
流
、
乃
眷
東
顧
。
欣
風
慕
道
、
仰
規
玄
度
。
妙
盡
毫
端
、

運
微
輕
素
。
託
采
虛
凝
、
殆
映
霄
霧
。
迹
以
像
告
、
理
深
其
趣
。

奇
興
開
襟
、
祥
風
引
路
。
清
氣
迴
於
軒
宇
、
昏
明
交
而
未
曙
。

髣
髴
鏡
神
儀
、
依
俙
若
眞
遇
。（
大
正
藏
五
二
・
一
九
八
上
）

靈
妙
な
る
音
な
き
音
（
佛
の
教
え
）
は
遠
く
ま
で
傳
わ
り
、
か

く
て
は
じ
め
て
こ
の
東
の
地
も
顧
み
ら
れ
た
。
そ
の
風
を
喜
び

そ
の
道
を
慕
い
、
振
り
仰
い
で
奥
深
い
の
り
に
遵
っ
た
。
そ
の

巧
妙
さ
は
筆
先
に
盡
く
さ
れ
、
そ
の
筆
運
び
は
淡
い
白
地
に
ほ

の
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
透
き
通
っ
た
彩
色
を
施
さ
れ
、
あ
た

か
も
空
に
浮
か
ぶ
も
や
が
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
佛
の

足
跡
は
こ
の
像
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
、
佛
の
理
は
こ
の
趣
の
中

に
奥
深
く
込
め
ら
れ
て
い
る
。
世
に
も
稀
な
興
趣
が
心
を
開
か

せ
、
め
で
た
い
風
が
進
む
べ
き
道
に
導
く
。
清
ら
か
な
氣
が
堂

内
を
め
ぐ
り
流
れ
、
暗
さ
と
明
る
さ
が
交
錯
し
て
ま
だ
夜
が
明

け
き
ら
な
い
。
お
ぼ
ろ
げ
に
神
の
容
儀
を
う
つ
し
だ
し
、
ぼ
ん

や
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
眞
に
對
面
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

　

こ
こ
に
は
佛
影
に
よ
る
感
應
の
あ
り
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

⑬
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と
り
わ
け
佛
影
な
ら
で
は
の
特
徴
を
強
調
す
る
表
現
が
と
ら
れ
て
い

る
。「
采
を
虛
凝
に
託
し
、
殆
ど
霄
霧
を
映
ず
」、「
髣
髴
と
し
て
神

儀
を
鏡て

ら
し
、
依
俙
と
し
て
眞
に
遇
う
が
ご
と
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、

佛
影
は
あ
る
か
な
き
か
に
目
に
映
る
も
の
で
あ
っ
て
、
眞
に
佛
に
對

面
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
は
姿
を
捉
え

得
な
い
。
曹
虹
氏
は
、
自
身
と
佛
祖
或
い
は
法
身
と
の
感
應
を
描
く

「
髣
髴
鏡
神
儀
、
依
俙
若
眞
遇
」
が
「
髣
髴
」「
依
俙
」
と
曖
昧
模

糊
を
強
調
し
て
い
る
點
に
つ
い
て
、
法
身
の
「
圓
化
之
非
形
」
と
い

う
意
義
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
序
の
中

で
「
幽
極
」
に
つ
い
て
用
い
た
「
髣
髴
」
の
語
を
こ
の
感
應
の
場
面

で
も
使
っ
て
い
る
の
は
、
佛
影
に
よ
る
感
應
が
法
身
佛
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
所
見
に
囚
わ
れ
な
い
境
界

に
ま
で
我
々
を
導
く
冥
寄
と
な
り
う
る
こ
と
、
を
示
す
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

で
は
こ
の
章
の
最
後
に
、
ど
う
し
て
佛
影
は
冥
寄
の
役
割
を
も
果

た
し
得
る
と
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
本
山
の

佛
影
に
つ
い
て
、『
高
僧
法
顯
傳
』
に
は
「
去
十
餘
歩
觀
之
、
如
佛

眞
形
。
金
色
相
好
、
光
明
炳
著
、
轉
近
轉
微
、
髣
髴
如
有
（
十
歩
餘

り
遠
ざ
か
っ
て
佛
影
を
眺
め
る
と
、
あ
た
か
も
佛
の
眞
形
の
よ
う
で
あ
る
。

金
色
の
相
好
で
、
光
明
を
輝
か
し
く
放
っ
て
い
る
が
、
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ

ど
か
す
ん
で
し
ま
い
、
お
ぼ
ろ
げ
に
存
在
す
る
よ
う
だ
）（
大
正
藏
五
一
・

八
五
九
上
）
と
あ
り
、
近
づ
い
た
と
き
の
特
有
の
見
え
方
を
や
は
り

「
髣
髴
」
の
語
で
表
し
て
い
る
。
一
般
的
な
佛
像
と
の
最
大
の
違
い

は
、
こ
の
遠
く
か
ら
は
明
ら
か
に
見
え
る
が
近
づ
く
と
か
す
ん
で
し

ま
う
と
い
う
點
に
あ
り
、
そ
の
見
え
方
を
廬
山
で
も
再
現
す
る
た
め
、

淡
彩
に
よ
っ
て
ほ
の
か
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
描
か
せ
た
こ
と
が

銘
文
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
對
面
す
る
者
と
の
距
離
や
そ
の

見
方
、
或
い
は
氣
候
な
ど
の
外
的
狀
況
、
ひ
い
て
は
對
面
者
の
そ
の

時
々
の
心
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
捉
え
ら
れ
る
姿
が
多
樣
に
變
化

し
、
し
か
も
そ
の
時
々
の
違
い
を
對
面
者
が
自
身
は
っ
き
り
と
認
識

で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
慧
遠
は
「
見
佛
」
を
重
視
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
が
、『
大
乘
大
義
章
』
卷
上
・
五
に
よ
る
と
、
眞
法

身
は
十
住
の
菩
薩
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
點
に
慧
遠
が
固

執
し
て
い
る
の
を
知
っ
た
鳩
摩
羅
什
は
、
慧
遠
に
次
の
よ
う
に
返
答

し
て
い
る
。

⑮
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佛
身
微
妙
、
無
有
麁
穢
、
爲
衆
生
故
、
現
有
不
同
。
又
衆
生
先

世
種
見
佛
因
緣
、
厚
薄
各
異
。
…
乃
至
眞
法
身
、
十
住
菩
薩
亦

不
能
具
見
、
唯
諸
佛
佛
眼
乃
能
具
見
。
又
諸
佛
所
見
之
佛
、
亦

從
衆
緣
和
合
而
生
、
虛
妄
非
實
。

佛
の
身
は
微
妙
な
も
の
で
、
粗
末
で
あ
る
と
か
汚
れ
て
い
る
と

か
い
う
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
衆
生
の
た
め
に
、
異
な
る
現

れ
方
を
す
る
の
で
す
。
ま
た
衆
生
が
前
世
で
見
佛
の
因
緣
を
得

た
場
合
も
、
因
緣
の
厚
さ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
り
ま
す
。

…
眞
法
身
と
も
な
る
と
、
十
住
の
菩
薩
で
あ
っ
て
も
く
っ
き
り

と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
諸
佛
の
佛
眼
だ
け
が
く
っ
き
り

と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
諸
佛
の
見
た
佛
も
、
ま
た

多
く
の
緣
が
和
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、［
そ

の
意
味
で
は
］
虛
妄
で
あ
っ
て
眞
實
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
來
佛
身
に
眞
・
粗
の
區
別
は
な
く
、
見
る
者
の
因
緣
に
よ
っ
て

見
え
方
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
佛
眼
で
の
み
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
眞
法
身
も
、
衆
生
が
見
る
粗
な
る
佛
身
も
、

悟
り
を
開
く
と
い
う
意
味
で
は
「
實
」
で
あ
り
、
空
寂
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
は
「
非
實
」
で
あ
っ
て
、
區
別
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。

佛
影
は
そ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
目
に
映
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
自
ら
の

心
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
變
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
佛
身

も
含
め
本
來
す
べ
て
虛
な
の
だ
と
い
う
理
を
對
面
者
に
悟
ら
せ
、
結

果
所
見
に
囚
わ
れ
な
い
「
圓
化
」
が
達
成
さ
れ
る
、
と
慧
遠
は
考
え

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
髣
髴
」
と
い
う
表
現
は
、
鳩
摩
羅
什

の
い
う
「
佛
身
微
妙
」
を
、
一
般
人
に
も
わ
か
り
や
す
い
感
覺
的
な

擬
態
語
に
置
き
換
え
た
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
銘
文
其
四
に
「
迹
は
像
を
以
て
告
げ
、
理
は
其
の
趣
に
深
し
。

奇
興　

襟
を
開
き
、
祥
風　

路
を
引
く
。
清
氣　

軒
宇
に
迴
り
、
昏

明
交
わ
り
て
未
だ
曙あ

け
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
慧
遠
は
佛
影
本
體
だ

け
で
な
く
、
山
中
に
あ
る
佛
影
窟
の
清
々
し
く
神
聖
な
趣
を
描
き
出

す
こ
と
に
意
を
拂
っ
て
い
る
。
冥
寄
は
先
に
引
い
た
郗
超
「
奉
法

要
」
の
例
の
よ
う
に
、「
事
」
に
よ
る
實
證
で
は
な
く
「
理
」
に
よ

る
了
悟
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
は
「
趣
」
の
中
に
奥

深
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
慧
遠
は
言
う
。
佛
の
圖
像
と
し
て
の
佛
影

は
、
第
一
義
的
に
は
こ
の
世
の
釋
尊
の
形
跡
を
傳
え
る
筌
寄
で
あ
る

が
、
そ
の
樣
々
に
捉
え
ら
れ
る
お
ぼ
ろ
な
形
狀
と
山
中
洞
窟
特
有
の
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趣
と
が
渾
然
一
體
と
な
っ
た
佛
影
窟
は
、
理
を
悟
ら
せ
る
冥
寄
と
し

て
作
用
し
う
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
慧
遠
「
佛
影
銘
幷
序
」
は
、
佛
影
窟
が
「
筌
寄
」

と
し
て
佛
の
存
在
を
實
感
さ
せ
多
く
の
人
々
を
信
仰
へ
と
誘
う
効
果

を
持
つ
だ
け
で
な
く
、「
冥
寄
」
と
し
て
人
々
の
内
な
る
目
を
開
か

せ
、
色
身
に
囚
わ
れ
な
い
絶
對
無
分
別
の
境
地
へ
と
到
達
さ
せ
る
力

が
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
説
く
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
次
に
、

慧
遠
の
佛
影
窟
造
營
に
贊
同
し
て
書
か
れ
た
謝
靈
運
の
「
佛
影
銘
幷

序
」
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

二　

謝
靈
運
「
佛
影
銘
幷
序
」

　

『
廣
弘
明
集
』
卷
一
五
に
収
め
ら
れ
る
謝
靈
運
「
佛
影
銘
幷
序
」

は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
慧
遠
が
造
營
し
た
佛
影
窟
に
つ
い
て
道

秉
が
銘
の
執
筆
を
依
賴
し
て
き
た
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

序
文
の
冒
頭
に
は
、

夫
大
慈
弘
物
、
因
感
而
接
。
接
物
之
緣
、
端
緒
不
一
。
難
以
形

撿
、
易
以
理
測
。
故
已
備
載
經
傳
、
具
著
記
論
矣
。（
大
正
藏
五

二
・
一
九
九
中
）

そ
も
そ
も
佛
の
大
い
な
る
慈
悲
が
物
に
廣
く
及
ぶ
の
は
、
物
の

は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
觸
れ
あ
う
た
め
で
あ
る
。［
慈
悲

が
］
物
と
觸
れ
あ
う
に
至
る
緣
に
つ
い
て
は
、
端
緒
が
［
多
樣

で
］
一
つ
で
は
な
い
。
目
に
見
え
る
形
で
は
と
ら
え
が
た
く
、

道
理
で
も
っ
て
推
し
は
か
る
方
が
た
や
す
い
。
だ
か
ら
子
細
に

經
や
傳
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
記
や
論
に
著
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
の
書
き
出
し
は
意
味
に
多
少
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、

慧
遠
序
の
「
化
は
方
を
以
て
せ
ず
、
唯
だ
其
の
感
ず
る
所
に
し
て
、

慈
は
緣
を
以
て
せ
ず
、
冥
懷
自
得
す
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
謝
靈
運
の
銘
及
び
序
に
は
、「
法
身
」「
筌
寄
」「
冥

寄
」
等
の
語
彙
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　

謝
靈
運
が
こ
の
銘
で
重
點
的
に
描
く
の
は
、
慧
遠
も
制
作
に
當
た

っ
て
特
に
意
を
拂
っ
た
佛
影
特
有
の
見
え
方
、
そ
し
て
佛
影
の
存
す

る
場
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
か
す
ん
で
し
ま

う
と
い
う
あ
の
特
有
の
見
え
方
と
場
の
趣
を
、
謝
靈
運
は
銘
文
の
中
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で
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

曉
爾
長
夢
、
貞
爾
沈
詖
。
以
我
神
明
、
成
爾
靈
智
。
我
無
自
我
、

實
承
其
義
。
爾
無
自
爾
、
必
祛
其
僞
。
／
僞
既
殊
塗
、
義
故
多

端
。
因
聲
成
韻
、
即
色
開
顏
。
望
影
知
易
、
尋
響
非
難
。
形
聲

之
外
、
復
有
可
觀
。
／
觀
遠
表
相
、
就
近
曖
景
。
匪
質
匪
空
、

莫
測
莫
領
。
倚
巖
輝
林
、
傍
潭
鑒
井
。
借
空
傳
翠
、
激
光
發
冏
。

／
（
大
正
藏
五
二
・
一
九
九
中
～
下
。
／
は
換
韻
を
表
す
）

お
ま
え
の
長
い
夢
を
呼
び
覺
ま
し
、
お
ま
え
の
久
し
い
偏
り
を

た
だ
そ
う
。
私
の
神
妙
な
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
お
ま
え
の

靈
妙
な
る
智
慧
を
成
り
立
た
せ
よ
う
。
私
に
は
實
體
と
し
て
の

我
と
い
う
も
の
は
な
い
、
た
だ
し
く
そ
の
意
味
を
受
け
と
り
な

さ
い
。
お
ま
え
に
は
實
體
と
し
て
の
お
ま
え
と
い
う
も
の
は
な

い
、
必
ず
そ
の
僞
り
を
は
ら
い
清
め
な
さ
い
。
／
そ
の
僞
り
と

は
別
の
道
を
歩
み
だ
せ
ば
、［
自
我
は
存
在
し
な
い
と
い
う
］

正
し
い
意
味
［
へ
の
到
達
］
に
は
も
と
も
と
多
く
の
糸
口
が
あ

る
。［
釋
尊
の
］
聲
に
因
っ
て
説
法
の
し
ら
べ
が
形
成
さ
れ
、

色
身
に
即
し
て
顔
か
た
ち
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。［
こ
の
世

に
殘
さ
れ
た
］
そ
の
影
を
望
み
見
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
響
き
を
聞
き
取
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

［
色
身
と
い
う
］
形
聲
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
も
、
さ
ら
に
觀
照

す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
／
遠
く
離
れ
て
眺
め
る
と
顔
か
た
ち
を

現
す
が
、
近
く
で
見
る
と
か
げ
っ
て
定
か
で
は
な
い
。
實
體
あ

る
も
の
で
は
な
く
空
虛
な
わ
け
で
も
な
く
、
測
れ
る
も
の
で
は

な
く
理
解
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
や
に
寄
り
そ
っ
て
林

に
輝
き
を
放
ち
、
淵
の
そ
ば
で
そ
の
深
み
に
姿
を
映
し
だ
す
。

空
虛
に
よ
っ
て
み
ど
り
を
傳
え
、
光
と
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
き
ら

め
き
を
發
す
る
。

　

二
人
稱
の
「
爾
」、
一
人
稱
の
「
我
」
を
用
い
た
表
現
は
、
あ
た

か
も
自
分
自
身
が
佛
影
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
覺

を
讀
者
に
與
え
、
佛
と
の
感
應
の
あ
り
さ
ま
を
傳
え
る
の
に
功
を
奏

し
て
い
る
。
佛
は
迷
妄
の
中
に
あ
る
己
の
「
僞
」
を
正
し
、「
我
に

自
我
無
し
」「
爾
に
自
爾
無
し
」
と
い
う
正
し
い
「
義
」
を
知
ら
し

め
る
た
め
に
色
身
と
い
う
「
聲
」
や
「
色
」
を
伴
っ
て
立
ち
現
れ
た
、

と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
現
象
界
に
佛
が
殘
し
た
「
影
」「
響
」
を
知
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覺
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
影
」

「
響
」
は
慧
遠
が
い
う
と
こ
ろ
の
筌
寄
、
よ
り
具
體
的
に
は
佛
像
や

佛
典
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
續
け
て
色
身
と
い
う
「
形
聲
」

を
超
え
た
と
こ
ろ
に
さ
ら
に
觀
る
べ
き
も
の
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
が
、
色
身
を
超
え
た
と
こ
ろ
と
は
法
身
に
通
じ
る
境
界
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
こ
れ
は
冥
寄
を
觀
照
し
て
法
身
に
通
じ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
慧
遠
の
言
う
「
冥
賞
」
と
同
様
の
意
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
次
の
「
遠
き
に
觀
れ
ば
相
を
表
し
、
近
き
に
就
け
ば

景
を
曖か

げ

す
。
質
に
匪
ず
空
に
匪
ず
、
測
る
莫
く
領
す
る
莫
し
」
は
、

有
形
と
無
形
の
は
ざ
ま
に
あ
る
佛
影
の
髣
髴
た
る
あ
り
さ
ま
、

「
質
」
で
も
「
空
」
で
も
な
い
そ
の
實
相
を
表
し
て
お
り
、
續
く

「
巖
に
倚
り
て
林
に
輝
き
、
潭
に
傍
い
て
井
に
鑒て

ら
す
。
空
を
借
り

て
翠
を
傳
え
、
光
を
激
し
て
冏ひ

か

り
を
發
す
」
は
、
空
氣
と
水
が
作
り

出
す
彩
り
や
き
ら
め
き
を
描
く
こ
と
で
、
佛
影
窟
周
邊
の
趣
を
傳
え

て
い
る
。
こ
れ
は
慧
遠
の
銘
文
其
四
に
あ
っ
た
、「
理
は
其
の
趣
に

深
し
」
と
い
う
佛
影
窟
な
ら
で
は
の
あ
り
さ
ま
を
具
體
的
に
描
き
出

し
た
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
謝
靈
運
の
「
佛
影
銘
」
は
、
佛
影
が

筌
寄
と
冥
寄
の
兩
方
を
兼
ね
る
と
い
う
慧
遠
「
佛
影
銘
」
の
趣
旨
を

踏
ま
え
た
う
え
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
慧
遠
銘
の
其
三
に
記
さ
れ
て
い
た
、
色
身
に
對
す
る
敬
い

す
ら
消
え
た
絶
對
無
分
別
の
境
地
は
、
こ
の
銘
で
は
表
立
っ
て
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
表
立
っ
て
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
謝

靈
運
の
主
た
る
關
心
が
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
謝
靈
運

が
慧
遠
以
上
に
言
葉
を
費
や
し
て
い
る
の
は
何
よ
り
も
そ
の
「
趣
」

を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
廬
山
の
佛
影
窟
を
描
寫
す
る
段
落
に
は

以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

敬
圖
遺
蹤
、
疏
鑿
峻
峯
。
周
流
歩
櫩
、
窈
窕
房
櫳
。
激
波
映
墀
、

引
月
入
窗
。
雲
往
拂
山
、
風
來
過
松
。
／
地
勢
既
美
、
像
形
亦

篤
。
采
淡
浮
色
、
詳
視
沈
覺
。
若
滅
若
無
、
在
摹
在
學
。
由
其

潔
精
、
能
感
靈
獨
。
誠
之
云
孚
、
惠
亦
孔
續
。
／
（
大
正
藏
五

二
・
一
九
九
下
）

謹
ん
で
殘
さ
れ
た
足
跡
を
描
き
出
し
、
險
し
い
峯
を
切
り
開
い

て
設
け
る
。
め
ぐ
る
廊
下
、
奥
ゆ
か
し
い
窗
格
子
。
ぶ
つ
か
り

あ
う
波
は
踊
り
場
に
照
り
映
え
、
い
ざ
な
わ
れ
た
月
は
窗
邊
に

差
し
込
む
。
雲
は
流
れ
ゆ
き
て
山
を
拂
い
、
風
は
吹
き
寄
せ
て

⑯



中
国
文
学
報　

第
九
十
二
册

─ 16 ─

松
を
過
ぎ
る
。
／
地
勢
が
美
し
い
う
え
に
、
姿
形
も
ま
た
眞
摯

に
作
ら
れ
て
い
る
。
色
彩
は
淡
く
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
、
細

か
く
見
よ
う
と
す
る
と
知
覺
か
ら
遠
ざ
か
る
。
消
え
て
し
ま
う

か
の
よ
う
で
あ
り
存
在
し
な
い
よ
う
で
も
あ
り
、
よ
く
寫
し
よ

く
ま
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
清
き
誠
の
心
に
よ
っ
て
、
靈
妙
な

る
獨
立
者
に
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
誠
」
は
「
孚
」

と
言
い
表
さ
れ
、［『
易
』
益
卦
に
「
有
孚
惠
心
」
と
い
う
よ
う

に
］
惠
み
も
ま
た
大
い
に
續
く
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
は
、「
地
勢
」
の
優
美
さ
と
「
像
形
」
の
眞
摯
さ
と
が
同

等
の
重
み
を
持
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
慧
遠
の
い
う
「
理
」
の
感
得

の
た
め
に
は
双
方
が
と
も
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
描
こ
う
と
し
て
い

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
詳
ら
か
に
視
ん
と
す
れ
ば
覺
を
沈
む
」
の

「
沈
覺
」
は
用
例
を
見
い
だ
し
が
た
い
語
で
あ
る
が
、
細
部
ま
で
捉

え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
の
姿
は
知
覺
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う

の
は
、
色
身
へ
の
執
着
が
眞
の
悟
り
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
を
含
意

す
る
と
考
え
ら
れ
、
所
見
に
囚
わ
れ
な
い
境
地
を
説
く
慧
遠
の
主
張

が
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
滅
す
る
が
ご
と
く
無
き
が
ご
と
く
、
摹う

つ

す

に
在
り
學ま

ね

る
に
在
り
」
は
、
髣
髴
と
し
て
か
き
消
え
て
し
ま
い
そ
う

な
本
山
の
佛
影
の
特
性
が
廬
山
に
お
い
て
も
よ
く
再
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
稱
え
る
も
の
で
、
そ
の
後
の
「
其
の
潔
精
に
由
り
て
、
能
く

靈
獨
を
感
ぜ
し
む
」
は
、
慧
遠
が
「
或
い
は
尋
ぬ
る
莫
き
の
境
に
獨

發
し
、
或
い
は
既
有
の
場
に
相
待
す
」
と
言
い
表
し
た
法
身
と
の
感

應
が
、
こ
こ
で
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
謝

靈
運
は
、「
法
身
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
、
慧
遠
「
佛
影

銘
」
で
強
調
さ
れ
て
い
た
佛
影
な
ら
で
は
の
意
義
を
理
解
し
、
佛
影

の
髣
髴
た
る
さ
ま
と
そ
の
場
の
風
景
描
寫
に
特
に
重
點
を
置
い
て

「
佛
影
銘
幷
序
」
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

三　

謝
靈
運
「
入
華
子
崗
是
麻
源
第
三
谷
」
詩

　

で
は
謝
靈
運
の
他
の
詩
文
に
、
慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
の
關
わ
り
は

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
死
の
前
年
で
あ
る
元
嘉
九
年

（
四
三
二
）
冬
、
臨
川
内
史
で
あ
っ
た
時
期
の
「
華
子
崗
に
入
る　

是
れ
麻
源
の
第
三
谷
な
り
」
詩
（『
文
選
』
卷
二
六
）
を
取
り
上
げ
る
。

詩
の
舞
台
で
あ
る
華
子
崗
は
、
李
善
注
に
引
く
謝
靈
運
「
山
居
圖
」

に
よ
れ
ば
、
祿
里
の
弟
子
で
あ
る
華
子
期
が
こ
の
頂
に
飛
來
し
た
こ
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と
か
ら
そ
の
名
を
持
つ
と
い
う
神
仙
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
。
ま
た
麻

源
は
、『
太
平
寰
宇
記
』
卷
一
一
〇
に
よ
れ
ば
、
仙
女
麻
姑
が
得
道

し
た
と
傳
え
ら
れ
る
麻
姑
山
の
西
北
に
あ
る
と
い
う
。

　

華
子
崗
に
入
る　

是
れ
麻
源
の
第
三
谷
な
り

1
南
州
實
炎
德　
　

南
州　

實
に
炎
德
あ
り

2
桂
樹
凌
寒
山　
　

桂
樹　

寒
山
を
凌
ぐ

3
銅
陵
映
碧
潤　
　

銅
陵　

碧
潤
映
え

4
石
磴
瀉
紅
泉　
　

石
磴　

紅
泉
瀉そ

そ

ぐ

5
既
枉
隱
淪
客　
　

既
に
枉ま

ぐ　

隱
淪
の
客

6
亦
棲
肥
遯
賢　
　

亦
た
棲
む　

肥
遯
の
賢

7
險
逕
無
測
度　
　

險
逕　

測
度
す
る
無
く

8
天
路
非
術
阡　
　

天
路　

術
阡
に
非
ず

9
遂
登
羣
峯
首　
　

遂
に
登
る　

羣
峯
の
首

10
邈
若
升
雲
烟　
　

邈
た
る
こ
と
雲
烟
に
升
る
が
ご
と
し

11
羽
人
絕
髣
髴　
　

羽
人　

髣
髴
た
る
こ
と
絕
え

12
丹
丘
徒
空
筌　
　

丹
丘　

徒
ら
に
空
筌
な
る
の
み

13
圖
牒
復
摩
滅　
　

圖
牒　

復
た
摩
滅
し

14
碑
版
誰
聞
傳　
　

碑
版　

誰
か
聞
き
傳
え
ん

15
莫
辯
百
世
後　
　

辯
ず
る
莫
し　

百
世
の
後

16
安
知
千
載
前　
　

安
く
ん
ぞ
知
ら
ん　

千
載
の
前

17
且
申
獨
往
意　
　

且し
ば

ら
く
獨
往
の
意
を
申の

べ

18
乘
月
弄
潺
湲　
　

月
に
乘
じ
て
潺
湲
た
る
を
弄
ぶ

19
恒
充
俄
頃
用　
　

恒
に
俄
頃
の
用
に
充あ

つ

20
豈
爲
古
今
然　
　

豈
に
古
今
の
爲
に
然
ら
ん
や

　

華
子
崗
に
入
る　

こ
れ
は
麻
源
の
第
三
谷
で
あ
る

1　

南
方
の
州
で
は
誠
に
太
陽
の
德
が
盛
ん
で

2　

桂
の
木
が
冬
の
山
々
で
青
々
と
し
て
い
る

3　

銅
山
に
は
エ
メ
ラ
ル
ド
色
の
光
澤
が
照
り
映
え

4　

石
の
坂
道
に
は
［
丹
砂
を
含
む
］
赤
い
泉
が
注
ぐ

5　

隱
淪
の
神
人
が
訪
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば

6　

隱
遁
す
る
賢
人
が
住
み
着
く
こ
と
も
あ
る

7　

險
し
い
小
徑
は
推
し
測
り
よ
う
も
な
く

8　

天
ま
で
續
く
路
は
普
通
の
小
道
で
は
な
い

9　

そ
う
し
て
居
並
ぶ
峯
の
一
番
上
ま
で
登
り
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10　

遙
か
な
さ
ま
は
雲
の
上
ま
で
登
っ
た
か
の
よ
う

11　
［
し
か
し
］
仙
人
は
影
も
形
も
見
え
ず

12　

丹
丘
は
た
だ
無
意
味
に
筌
と
し
て
殘
る
だ
け

13　
［
仙
人
の
跡
を
傳
え
る
］
圖
や
牒
も
ま
た
す
り
減
っ
て
消
え

14　

碑
や
版
も
誰
が
聞
き
傳
え
て
い
よ
う
か

15　

百
代
後
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

16　

千
年
前
を
ど
う
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う

17　

し
ば
ら
く
は
獨
立
獨
歩
の
氣
持
ち
の
ま
ま

18　

月
明
か
り
に
乘
じ
て
せ
せ
ら
ぎ
を
樂
し
も
う

19 　
［
獨
往
の
意
は
］
今
ま
で
も
つ
ね
に
そ
の
時
々
を
生
き
る

た
め
に
用
い
て
き
た

20 　

ど
う
し
て
古
今
通
じ
合
う
た
め
に
そ
う
し
て
き
た
だ
ろ
う

か

　

華
子
崗
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
エ
メ
ラ
ル
ド
色
に
照
り
映
る

銅
山
や
丹
砂
の
泉
が
注
ぐ
坂
道
な
ど
神
秘
な
山
の
中
を
、
不
測
の
險

し
い
道
の
り
の
末
に
雲
の
上
の
頂
上
ま
で
た
ど
り
着
く
。
と
こ
ろ
が

仙
人
の
面
影
は
ま
っ
た
く
途
絶
え
て
感
知
で
き
ず
、
た
だ
そ
の
昔
仙

化
を
導
い
た
こ
の
丹
丘
だ
け
が
「
筌
」
と
し
て
む
な
し
く
殘
っ
て
い

る
。「
佛
影
銘
」
と
の
關
わ
り
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の

第
11
句
以
降
で
あ
る
。

　

第
11
句
「
羽
人
」
は
仙
人
華
子
期
を
指
し
、
か
つ
て
こ
の
頂
に
あ

っ
た
と
傳
え
ら
れ
る
仙
人
の
姿
が
お
ぼ
ろ
げ
に
す
ら
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
を
「
髣
髴
た
る
こ
と
絶
ゆ
」
と
表
現
し
て
い
る
。
仙
人
ゆ
か
り

の
地
で
古
の
仙
人
の
面
影
を
感
得
す
る
、
或
い
は
そ
の
存
在
を
把
握

す
る
の
は
、
佛
影
窟
の
よ
う
な
遺
跡
で
昔
の
應
現
の
餘
韻
を
感
じ
る
、

或
い
は
佛
の
應
現
そ
の
も
の
を
期
待
す
る
感
覺
と
同
種
の
も
の
と
言

え
る
。
自
身
の
信
心
の
強
さ
、
あ
る
い
は
現
在
の
心
の
狀
態
を
推
し

は
か
ろ
う
と
す
る
宗
教
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。
第
12
句
の
「
空
筌
」

は
、
華
子
期
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
本
來
仙
化
の
手
段
と
な
る
べ
き
こ

の
「
丹
丘
」
が
、
今
の
自
分
に
と
っ
て
は
何
の
価
値
も
な
い
、

「
筌
」
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

續
く
第
13
・
14
句
で
は
、
仙
人
の
存
在
を
傳
え
る
圖
録
や
遺
物
が
現

存
し
な
い
こ
と
を
い
う
が
、
こ
の
發
想
は
前
章
で
見
た
「
佛
影
銘
幷

序
」
の
、「
形
を
以
て
撿と

ら

え
難
く
、
理
を
以
て
測
り
易
し
。
故
に
已

に
備つ

ぶ
さ

に
經
傳
に
載
せ
、
具
に
記
論
に
著
す
」
と
近
似
す
る
。
佛
の
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応
現
を
形
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
經
典
や
傳
記

の
た
ぐ
い
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
「
理
」
を
推
し
は
か
る
こ
と
が

必
要
に
な
る
。
そ
れ
と
同
樣
に
仙
人
の
存
在
を
實
見
す
る
こ
と
は
難

し
く
、
そ
の
た
め
に
記
録
の
た
ぐ
い
が
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
物
さ
え
殘
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

「
羽
人
」「
髣
髴
」「
丹
丘
」
は
い
ず
れ
も
『
楚
辭
』
遠
遊
を
典
據

と
す
る
が
、
こ
の
う
ち
「
羽
人
」「
髣
髴
」
の
二
語
は
、
隆
安
四
年

（
四
〇
〇
）
仲
春
に
廬
山
の
諸
道
人
が
慧
遠
と
と
も
に
廬
山
の
石
門

を
遊
行
し
て
詠
ん
だ
と
い
う
「
遊
石
門
詩
」
の
序
（『
古
詩
紀
』
卷
三

七
）
に
も
見
え
る
。
第
20
句
の
「
古
今
」
の
語
も
見
え
る
た
め
、
該

當
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

乃
其
將
登
、
則
翔
禽
拂
翮
、
鳴
猿
厲
響
。
歸
雲
廻
駕
、
想
羽
人

之
來
儀
、
哀
聲
相
和
、
若
玄
音
之
有
寄
。
雖
髣
髴
猶
聞
、
而
神

以
之
暢
、
雖
樂
不
期
歡
、
而
欣
以
永
日
。
…
宇
宙
雖
遐
、
古
今

一
契
。
靈
鷲
邈
矣
、
荒
途
日
隔
。
不
有
哲
人
、
風
跡
誰
存
。
應

深
悟
遠
、
慨
焉
長
懷
。

か
く
て
登
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
鳥
た
ち
が
羽
を
振
る
っ
て

高
く
飛
び
、
テ
ナ
ガ
ザ
ル
た
ち
は
激
し
い
聲
で
鳴
き
交
わ
す
。

歸
り
ゆ
く
雲
が
向
き
を
變
え
て
進
む
さ
ま
は
、
仙
人
が
飛
び
來

る
美
し
い
姿
を
想
起
さ
せ
、
哀
し
げ
な
聲
が
調
和
す
る
さ
ま
は
、

［
悟
り
を
開
か
せ
る
］
奥
深
き
聲
が
そ
こ
に
宿
っ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。
あ
る
か
な
き
か
に
聞
こ
え
た
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、

精
神
は
そ
れ
で
の
び
や
か
に
な
り
、
そ
の
音
樂
は
喜
び
を
意
圖

し
た
も
の
で
は
な
い
の
に
、
樂
し
ん
で
一
日
を
過
ご
す
こ
と
が

で
き
る
。
…
空
間
も
時
間
も
果
て
し
な
い
け
れ
ど
も
、
古
今
は

一
瞬
で
交
わ
る
。
靈
鷲
山
は
遙
か
に
遠
く
、
荒
れ
果
て
た
道
は

日
に
日
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
哲
人
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
趣

を
傳
え
る
跡
を
誰
が
殘
せ
よ
う
か
。
感
應
に
よ
る
導
き
は
奥
深

く
悟
り
は
高
遠
で
、
慨
嘆
し
な
が
ら
こ
の
思
い
を
抱
き
續
け
る
。

　

廬
山
も
匡
俗
が
廬
を
結
ん
だ
と
傳
え
ら
れ
る
仙
人
ゆ
か
り
の
山
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
「
羽
人
」
と
い
う
の
は
、
ま
る
で
意
思
が
あ
る
か

の
よ
う
に
動
く
「
歸
雲
」
の
あ
り
さ
ま
に
超
越
者
の
飛
翔
を
想
起
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
鳥
た
ち
が
羽
を
振
る
っ
て
悠
々
と
飛
ぶ

姿
を
目
に
し
た
こ
と
が
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
自
在
な
雲
の
あ

⑰
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り
さ
ま
に
超
越
者
の
飛
翔
を
想
起
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。「
羽

人
」
と
對
を
爲
す
「
玄
音
」
に
つ
い
て
は
、
慧
遠
「
念
佛
三
昧
詩
集

序
」
に
「
察
夫
玄
音
之
叩
心
聽
、
則
塵
累
毎
消
、
滞
情
融
朗
（
奥
深

き
聲
が
心
の
耳
に
語
る
の
を
察
す
れ
ば
、
俗
世
の
し
が
ら
み
は
そ
の
度
に
消

え
、
惑
え
る
情
は
す
っ
き
り
と
明
ら
か
に
な
る
）」（『
廣
弘
明
集
』
卷
三
〇
。

大
正
藏
五
二
・
三
五
一
中
）
と
い
う
用
例
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
塵

累
」
を
滅
却
す
る
力
を
持
つ
佛
の
聲
を
意
味
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
よ
う
な
超
越
者
の
聲
を
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
哀
し
き
ハ
ー
モ
ニ
ー
の

中
に
聞
き
取
る
と
い
う
、
特
殊
な
體
驗
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
序
の
後
半
で
は
、「
哲
人
」
が
足
跡
を
殘
し
た
神
聖
な
場
に

お
い
て
は
、
釋
尊
か
ら
遙
か
に
時
を
隔
て
た
「
今
」
で
あ
っ
て
も
特

別
な
體
驗
を
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

仙
道
と
佛
道
を
區
別
す
る
意
識
は
こ
こ
に
は
な
く
、「
哲
人
」
の
遺

跡
を
等
し
く
重
ん
じ
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
華
子
崗
や
廬
山
、

あ
る
い
は
本
山
の
佛
影
窟
の
よ
う
な
靈
地
に
お
い
て
は
、
時
を
超
え

て
超
越
者
の
氣
配
を
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
ら
れ
る
と

い
う
共
通
認
識
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
言
わ
ば
「
冥
寄
」
に
よ
る
悟

り
の
具
體
的
な
あ
り
さ
ま
を
描
い
た
の
が
、「
歸
雲
」「
哀
聲
」
の
部

分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
例
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
仙
人
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
知
ら

れ
る
華
子
崗
に
分
け
入
っ
た
と
い
う
謝
靈
運
の
詩
も
、
古
の
超
越
者

と
時
を
超
え
て
通
じ
合
う
た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
、
華
子
期

の
面
影
を
探
し
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
見
な
せ
よ
う
。
し
か
し

髣
髴
た
る
姿
も
、
記
録
・
碑
文
の
た
ぐ
い
も
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ

何
の
役
に
も
立
た
な
い
「
空
筌
」
と
し
て
の
「
丹
丘
」
だ
け
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
「
冥
寄
」
も
「
筌
寄
」
も
な
い
と
い

う
こ
と
、
古
の
世
界
と
今
と
を
つ
な
ぐ
、
或
い
は
古
の
超
越
者
と
自

分
と
を
つ
な
ぐ
「
津
」（
渡
し
場
）
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
と
な
る
と
過
去
の
超
越
者
と
時
を
超
え
一
體
と
な
る
こ
と
、

廬
山
諸
道
人
の
い
う
「
古
今
一
契
」
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
。

第
15
句
以
降
に
は
、
そ
の
絶
望
か
ら
く
る
投
げ
や
り
な
氣
持
ち
が
強

く
表
れ
て
い
る
。

　

第
17
句
の
「
獨
往
」
は
、
獨
立
獨
歩
の
隱
者
を
意
味
し
、
始
寧
隠

棲
期
の
作
と
さ
れ
る
謝
靈
運
「
山
居
賦
」（『
宋
書
』
卷
六
七
本
傳
）
の

自
注
に
も
登
場
す
る
。『
老
子
』『
荘
子
』
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で

あ
る
。
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哲
人
不
存
、
懷
抱
誰
質
。
糟
粕
猶
在
、
啓
縢
剖
袠
。
見
柱
下
之

經
二
、
覩
濠
上
之
篇
七
。
…
或
平
生
之
所
流
覽
、
並
於
今
而
棄

諸
。
驗
前
識
之
喪
道
、
抱
一
德
而
不
渝
。（
自
注
：
…
柱
下
、
老

子
、
濠
上
、
莊
子
、
二
・
七
、
是
篇
數
也
。
云
此
二
書
、
最
有
理
、
過

此
以
往
、
皆
是
聖
人
之
教
、
獨
往
者
所
棄
。）

「
哲
人
」
が
存
在
し
な
い
と
な
れ
ば
、
こ
の
思
い
を
誰
に
問
い

た
だ
そ
う
か
。［
過
去
の
哲
人
た
ち
の
］
殘
り
か
す
は
今
な
お

現
存
し
て
お
り
、
そ
の
書
物
を
ひ
も
と
い
て
み
る
。
老
子
の
經

典
二
篇
を
目
に
し
、
荘
子
の
七
篇
を
目
に
や
き
つ
け
る
。
…

［
經
書
か
ら
律
暦
に
至
る
多
く
の
書
は
］
折
に
觸
れ
て
普
段
讀

み
あ
さ
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
今
で
は
捨
て
て

顧
み
な
い
。
以
前
の
識
者
が
進
む
べ
き
道
を
見
失
っ
た
こ
と
に

鑑
み
て
、
一
つ
の
德
目
を
じ
っ
と
守
っ
て
心
變
わ
り
を
し
な
い
。

（
自
注
：
…
柱
下
は
、
老
子
、
濠
上
は
、
莊
子
、
二
・
七
と
は
、
篇
の

數
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
は
、
最
も
道
理
が
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
み
な
聖

人
の
教
え
は
、
獨
立
獨
歩
の
者
が
捨
て
て
顧
み
な
い
も
の
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。）

　

聖
人
の
教
え
を
今
に
傳
え
る
書
は
、
儒
教
で
は
重
ん
じ
ら
れ
る
が
、

『
荘
子
』
外
篇
・
天
道
の
輪
扁
の
語
に
よ
れ
ば
、
聖
人
の
殘
り
か
す

で
あ
る
。
過
去
の
「
哲
人
」
た
ち
に
我
が
思
い
を
問
う
て
み
よ
う
と
、

以
前
は
彼
ら
が
殘
し
た
書
物
を
廣
く
讀
み
あ
さ
っ
て
い
た
が
、
今
は

「
獨
往
」
の
者
と
し
て
そ
れ
ら
殘
り
か
す
を
き
っ
ぱ
り
と
捨
て
去
り
、

た
だ
一
つ
の
守
る
べ
き
道
を
心
に
抱
き
續
け
て
い
る
、
と
「
山
居

賦
」
で
は
い
う
。

　

死
の
一
年
前
の
作
で
あ
る
「
入
華
子
崗
」
詩
に
お
い
て
も
、「
羽

人
」
の
「
空
筌
」
の
み
が
殘
る
現
狀
を
踏
ま
え
て
、
百
代
後
や
千
年

前
の
こ
と
な
ど
分
か
ろ
う
は
ず
も
な
く
執
着
す
る
こ
と
は
無
意
味
だ

か
ら
、
今
こ
の
と
き
を
重
ん
じ
て
月
明
か
り
の
下
で
せ
せ
ら
ぎ
を
楽

し
も
う
、
と
い
う
心
持
ち
を
詠
っ
て
い
る
。
し
か
し
今
現
在
を
重
ん

じ
る
姿
勢
と
い
う
の
は
、
慧
遠
が
「
佛
影
銘
」
序
で
強
調
し
て
い
た

よ
う
に
、「
靈
應
の
茲
に
在
る
を
悟
」
っ
て
こ
そ
宗
教
的
な
意
味
で

の
精
神
の
解
放
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。「
哲
人
」
が
実
在
し
た

と
さ
れ
る
時
代
か
ら
い
く
ら
隔
た
っ
て
い
て
も
、「
一
德
を
抱
き
て

渝か

わ
ら
ず
」
に
、
廬
山
諸
道
人
の
言
う
「
古
今
一
契
」
を
信
じ
續
け

て
こ
そ
解
脱
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
廬
山
の
僧
侶
た
ち
や
始
寧
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期
の
謝
靈
運
は
考
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
詩
の
末
句
で

は
「
豈
に
古
今
の
爲
に
然
ら
ん
や
」
と
、
そ
の
「
古
今
一
契
」
を
強

い
語
調
で
し
り
ぞ
け
る
。
反
語
が
繰
り
返
さ
れ
る
後
半
の
こ
の
言
い

回
し
か
ら
は
、
仙
人
の
存
在
を
客
觀
的
に
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
、

感
情
的
・
主
觀
的
に
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら

れ
る
。

　

矢
淵
孝
良
氏
は
、「
三
江
事
多
往
、
九
派
理
空
存
（
三
江
で
は
出
來

事
の
多
く
が
過
去
の
も
の
と
な
り
、
九
江
に
は
［
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
］

理
だ
け
が
空
し
く
存
在
す
る
）」
と
詠
わ
れ
る
「
入
彭
蠡
湖
口
」
詩

（『
文
選
』
卷
二
六
）
と
こ
の
詩
を
例
と
し
て
、
臨
川
時
代
の
山
水
遊

覽
は
一
時
の
娯
楽
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
山
水
を
悟
り
の
場
と
考

え
る
始
寧
時
代
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
神
仙
世
界
お
よ
び
過
去
の
聖

賢
の
存
在
を
想
起
せ
し
め
る
自
然
を
求
め
た
永
嘉
時
代
の
山
水
遊
覽

と
も
ま
っ
た
く
質
を
異
に
し
、
同
樣
に
山
水
を
遊
覽
し
な
が
ら
も
そ

の
心
境
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
謝
靈
運
は

永
嘉
太
守
時
代
に
は
、「
誰
謂
古
今
殊
、
異
世
可
同
調
（
誰
が
古
と
今

と
は
異
な
る
な
ど
と
言
う
の
か
、
時
代
が
違
っ
て
も
同
調
す
る
こ
と
は
で
き

る
の
だ
）」（「
七
里
瀨
」
詩
、『
文
選
』
卷
二
六
）
と
、
古
人
・
聖
人
と
時

を
越
え
て
同
化
す
る
境
地
を
力
強
く
詠
っ
て
い
た
。
始
寧
時
代
に
は
、

佛
教
の
安
居
に
つ
い
て
「
在
茲
城
而
諧
賞
、
傳
古
今
之
不
滅
（
こ
の

周
囲
を
取
り
囲
ま
れ
た
域
内
で
は
皆
が
調
和
し
理
解
し
合
い
、
古
今
に
わ
た

っ
て
不
滅
で
あ
る
も
の
を
傳
え
て
い
る
の
だ
）」（「
山
居
賦
」、『
宋
書
』
卷

六
七
本
傳
）
と
述
べ
て
、
古
今
を
通
じ
て
不
變
不
滅
で
あ
る
こ
と
に

對
す
る
確
信
を
表
明
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
詩
で
は
、
ず
っ
と
信

念
と
し
て
持
ち
續
け
て
い
た
は
ず
の
「
古
今
一
契
」
を
放
棄
し
、
た

だ
た
だ
眼
前
の
風
物
に
か
り
そ
め
の
慰
み
を
求
め
る
救
い
の
な
い
心

情
を
描
い
て
い
る
。

　

獨
往
の
者
と
し
て
今
こ
の
ひ
と
と
き
を
楽
し
ん
で
い
る
の
は
、
第

19
句
に
よ
れ
ば
、
獨
往
の
意
に
よ
っ
て
そ
の
時
々
の
生
を
滿
た
し
て

き
た
今
ま
で
の
あ
り
方
と
少
し
も
變
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ

れ
ま
で
は
そ
の
姿
勢
が
、
古
の
超
越
者
と
時
を
超
え
て
通
じ
合
う
と

い
う
信
念
と
一
體
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
今
こ
こ
に
至
っ
て
、
そ

の
信
念
の
み
が
棄
て
ら
れ
た
。
第
20
句
の
強
い
反
語
は
、
獨
往
の
者

と
し
て
の
今
ま
で
の
あ
り
方
が
ま
さ
し
く
古
今
一
致
の
た
め
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
逆
説
的
に
言
い
表
し
た
も
の
と
言
え
る
。
對
し
て
第
19

句
は
、
自
己
を
中
心
に
し
て
眼
前
を
生
き
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
あ

⑱
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り
方
の
う
ち
、
古
と
通
じ
る
と
い
う
部
分
の
み
を
切
り
離
し
、
現
時

點
で
も
繼
續
中
の
、
眼
前
の
み
に
目
を
向
け
る
あ
り
方
を
「
俄
頃
」

の
語
に
よ
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
。「
俄
頃
」
は
、
た
と
え
ば
同
時

期
の
宗
炳
「
答
何
衡
陽
難
釋
白
黒
論
」
に
「
一
生
瞬
息
之
中
、
八
苦

備
有
。
雖
剋
儒
業
以
整
俄
頃
、
而
未
幾
已
滅
（
人
の
一
生
は
瞬
き
一
息

つ
く
ほ
ど
の
間
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
で
も
［
佛
教
に
い
う
］
八
つ
の
苦
し
み
は

こ
と
ご
と
く
や
っ
て
く
る
。
儒
學
を
修
め
て
こ
の
ひ
と
と
き
を
正
し
く
律
し

て
み
た
と
こ
ろ
で
、
ほ
ど
な
く
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
）」（『
弘
明
集
』
卷
三
。

大
正
藏
五
二
・
二
一
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、
我
々
が
こ
の
世
に
生
を
受

け
て
い
る
わ
ず
か
な
時
間
の
意
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
特
に
崇

佛
に
關
わ
る
文
章
に
お
い
て
は
、
儒
教
が
生
の
期
間
の
み
を
専
ら
對

象
と
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
文
脈
で
使
わ
れ
る
。
謝
靈
運
は
佛
教
思

想
に
基
づ
く
「
古
今
」
の
對
に
あ
え
て
「
俄
頃
」
を
用
い
る
こ
と
で
、

古
今
一
致
と
の
決
別
を
鮮
明
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
こ
の
末
尾
の
二
句
は
、
仙
人
の
氣
配
を
今
の
自
分
は
感
知
で

き
ず
古
今
一
致
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
現
實
と
、
過
去
か

ら
現
在
に
至
る
み
ず
か
ら
の
心
の
あ
り
よ
う
と
を
關
連
づ
け
て
考
え

よ
う
と
す
る
謝
靈
運
の
意
識
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
仙

人
の
不
見
を
、
客
觀
的
事
實
と
し
て
処
理
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己

と
の
關
わ
り
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
信
念

の
放
棄
と
い
う
結
論
に
至
る
の
で
あ
る
。「
羽
人
」
を
含
む
第
11
・

12
句
は
『
楚
辭
』
を
典
故
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
謝
詩
に
お

い
て
『
楚
辭
』
表
現
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
世
界
は
、
詩
人
自
身
の

現
實
認
識
、
自
己
認
識
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
二
句
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
入
華
子
崗
」
詩
に
は
慧
遠
「
佛
影
銘
」
や
廬

山
諸
道
人
「
遊
石
門
詩
」
と
同
樣
の
宗
教
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
と

も
に
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
詠
わ
れ
て

い
る
。
第
11
句
以
降
の
内
容
、
と
り
わ
け
「
羽
人
」「
空
筌
」
や

「
俄
頃
」「
古
今
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
共

通
す
る
宗
教
意
識
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
深
く

解
釋
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
超
越
者
と
の
接
觸
を
あ
き
ら

め
た
こ
と
を
詠
う
詩
の
後
半
は
、
今
こ
の
時
の
情
景
を
楽
し
む
と
言

い
な
が
ら
も
實
際
に
は
第
18
句
に
し
か
叙
景
が
現
れ
ず
、
叙
景
句
が

印
象
的
な
前
半
と
は
對
照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
謝
靈
運
が
山

水
の
中
に
何
を
追
い
求
め
て
い
た
の
か
を
暗
示
す
る
よ
う
だ
。

⑲
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四　

謝
靈
運
「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩

　

で
は
續
い
て
、
謝
靈
運
が
始
寧
に
隱
棲
し
て
い
た
時
期
の
作
と
考

え
ら
れ
る
「
斤
竹
澗
よ
り
嶺
を
越
え
て
溪
行
す
」（『
文
選
』
卷
二

二
）
を
取
り
上
げ
よ
う
。
李
善
注
に
引
く
謝
靈
運
「
遊
名
山
志
」
に

は
「
神
子
溪
、
南
山
與
七
里
山
分
流
、
去
斤
竹
澗
數
里
（
神
子
溪
は
、

南
山
と
七
里
山
が
流
れ
を
分
け
て
お
り
、
斤
竹
澗
か
ら
數
里
の
と
こ
ろ
に
あ

る
）」
と
あ
り
、
題
名
の
「
溪
行
」
は
こ
の
神
子
溪
ぞ
い
を
進
ん
だ

こ
と
を
い
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
地
名
か
ら
み
て
、
や
は
り
神
仙

ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

斤
竹
澗
よ
り
嶺
を
越
え
て
溪
行
す

1
猨
鳴
誠
知
曙　
　

猨
鳴
き
て
誠
に
曙
を
知
る
も

2
谷
幽
光
未
顯　
　

谷
幽
に
し
て
光
未
だ
顯
れ
ず

3
巖
下
雲
方
合　
　

巖
の
下
は
雲
方
に
合
わ
さ
ら
ん
と
し

4
花
上
露
猶
泫　
　

花
の
上
は
露
猶
お
泫し

た
た

る

5
逶
迤
傍
隈
隩　
　

逶
迤
と
し
て
隈
隩
に
傍
い

6
苕
遞
陟
陘
峴　
　

苕
遞
と
し
て
陘
峴
を
陟の

ぼ

る

7
過
澗
既
厲
急　
　

澗
を
過
ぐ
れ
ば
既
に
厲わ

た

る
こ
と
急
に

8
登
棧
亦
陵
緬　
　

棧
を
登
れ
ば
亦
た
陵
ぐ
こ
と
緬は

る

か
な
り

9
川
渚
屢
逕
復　
　

川
渚　

屢
し
ば
逕
復
し

10
乘
流
翫
迴
轉　
　

流
れ
に
乘
り
て
迴
轉
す
る
を
翫た

の

し
む

11
蘋
蓱
泛
沈
深　
　

蘋
蓱　

沈
深
に
泛
か
び

12
菰
蒲
冒
清
淺　
　

菰
蒲　

清
淺
を
冒
す

13
企
石
挹
飛
泉　
　

石
に
企つ

ま
だ

ち
て
飛
泉
を
挹く

み

14
攀
林
擿
葉
卷　
　

林
を
攀
じ
り
て
葉
の
卷
く
を
擿つ

む

15
想
見
山
阿
人　
　

想
見
す　

山
阿
の
人

16
薜
蘿
若
在
眼　
　

薜
蘿　

眼
に
在
る
が
ご
と
し

17
握
蘭
勤
徒
結　
　

蘭
を
握
り
て
勤う

れ

え
は
徒
ら
に
結
び

18
折
麻
心
莫
展　
　

麻
を
折
り
て
心
は
展の

ぶ
る
莫
し

19
情
用
賞
爲
美　
　

情
は
賞
を
用
て
美
と
爲
る

20
事
昧
竟
誰
辨　
　

事
昧
く
し
て
竟
に
誰
か
辨
ぜ
ん

21
觀
此
遺
物
慮　
　

此
を
觀
て
物
慮
を
遺わ

す

れ

22
一
悟
得
所
遣　
　

一
悟
し
て
遣や

る
所
を
得
ん

　

斤
竹
澗
か
ら
山
を
越
え
て
谷
川
沿
い
を
行
く
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1 　

テ
ナ
ガ
ザ
ル
が
鳴
い
て
確
か
に
夜
が
明
け
た
こ
と
が
分
か

っ
た
の
だ
が

2　

谷
間
は
薄
暗
く
て
光
は
ま
だ
届
い
て
い
な
い

3 　

が
け
の
下
で
は
雲
が
今
ま
さ
に
ま
と
ま
ろ
う
と
し
て
お
り

4　

花
の
上
で
は
露
が
ま
だ
し
た
た
っ
て
い
る

5　

く
ね
く
ね
と
水
ぎ
わ
に
沿
っ
て
進
み

6　

は
る
ば
る
と
山
あ
い
の
絶
壁
を
登
る

7　

谷
川
を
越
え
よ
う
と
水
中
を
進
め
ば
流
れ
は
急
で

8　

棧
道
を
登
ろ
う
と
上
が
っ
て
い
け
ば
道
の
り
は
は
る
か

9　

川
邊
を
し
ば
し
ば
行
っ
た
り
來
た
り
し

10　

流
れ
に
乘
っ
て
回
転
す
る
の
を
樂
し
む

11　
［
浮
き
草
の
］
蘋
や
蓱
は
川
の
深
み
に
う
か
び

12　
［
水
草
の
］
菰
や
蒲
は
淺
瀬
を
お
お
っ
て
い
る

13　

石
の
上
に
つ
ま
先
立
ち
し
て
滝
の
水
を
く
み

14　

林
の
中
に
分
け
入
っ
て
卷
き
上
が
っ
た
葉
を
摘
み
取
る

15　

山
奥
の
人
が
心
中
に
立
ち
現
れ
た

16　

か
の
人
が
身
に
ま
と
う
薜
蘿
が
眼
中
に
あ
る
か
の
よ
う
だ

17 　

蘭
を
手
に
と
っ
て
［
贈
り
物
と
し
交
わ
ろ
う
と
す
る
が
］

苦
し
み
は
い
た
ず
ら
に
わ
だ
か
ま
り

18　

麻
を
手
折
っ
て
も
心
が
の
び
や
か
に
な
る
こ
と
は
な
い

19 　

情
と
い
う
も
の
は
［
超
越
者
と
］
交
感
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
美
し
い
も
の
と
な
る

20 　

た
だ
そ
の
事
象
は
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
く
結
局
誰
に
も

見
分
け
ら
れ
な
い

21　

こ
れ
を
觀
じ
て
樣
々
な
妄
念
を
忘
れ

22 　

一
擧
に
悟
っ
て
［
煩
惱
を
］
お
い
や
る
境
地
を
獲
得
し
よ

う

　

冒
頭
は
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
聲
だ
け
が
夜
明
け
を
傳
え
る
谷
間
の
描
寫

か
ら
始
ま
る
。
朝
ま
だ
き
の
暗
と
明
の
は
ざ
ま
を
描
く
の
は
、
慧
遠

「
佛
影
銘
」
の
廬
山
佛
影
窟
の
描
寫
に
も
「
清
氣　

軒
宇
に
迴
り
、

昏
明
交
わ
り
て
未
だ
曙あ

け
ず
。
髣
髴
と
し
て
神
儀
を
鏡て

ら
し
、
依
俙

と
し
て
眞
に
遇
う
が
ご
と
し
」
と
あ
り
、
特
異
な
體
驗
を
豫
感
さ
せ

る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
詩
人
は
流
れ
の
速
い
谷
川
や
險
し
い
山
間
を

奥
深
く
分
け
入
っ
て
い
く
が
、
ふ
と
「
山
阿
の
人
」
を
想
見
す
る
。

こ
の
「
山
阿
人
」
を
含
む
第
15
～
18
句
は
、『
楚
辭
』
九
歌
・
山
鬼
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に
基
づ
く
。
王
逸
注
も
一
部
添
え
て
引
用
す
る
。

若
有
人
兮
山
之
阿
、
被
薜
荔
兮
帶
女
羅
。（
王
逸
注
：
女
羅
、
兔

絲
也
。
言
山
鬼
彷
彿
若
人
、
見
於
山
之
阿
、
被
薜
荔
之
衣
、
以
兔
絲
爲

帶
也
。
薜
荔
・
兔
絲
、
皆
無
根
、
緣
物
而
生
。
山
鬼
亦
晻
忽
無
形
、
故

衣
之
以
爲
飾
也
。）
既
含
睇
兮
又
宜
笑
、
子
慕
予
兮
善
窈
窕
。
乘

赤
豹
兮
從
文
狸
、
辛
夷
車
兮
結
桂
旗
。
被
石
蘭
兮
帶
杜
衡
、
折

芳
馨
兮
遺
所
思
。

山
の
奥
に
人
が
い
る
か
の
よ
う
、
薜
荔
を
着
て
女
羅
を
帶
と
し

て
い
る
。（
王
逸
注
：
女
羅
と
は
、
兔
絲
の
こ
と
で
あ
る
。
山
鬼
は
さ

な
が
ら
人
の
よ
う
で
あ
り
、
山
の
奥
に
現
れ
、
薜
荔
の
衣
を
身
に
つ
け
、

兔
絲
を
帯
と
し
て
い
る
。
薜
荔
と
兔
絲
は
、
ど
ち
ら
も
根
が
な
く
、
物

に
寄
り
付
い
て
生
え
る
。
山
鬼
も
ま
た
ぼ
ん
や
り
と
し
て
形
が
な
い
、

そ
の
た
め
こ
れ
ら
を
着
て
飾
り
と
す
る
の
で
あ
る
。）
そ
っ
と
目
線

を
送
り
ま
た
好
ま
し
く
ほ
ほ
え
み
、
君
は
私
を
慕
っ
て
麗
し
い

姿
を
見
せ
る
。
赤
豹
に
乘
っ
て
文
狸
を
從
え
、
辛
夷
の
車
に
桂

の
旗
を
結
ん
で
い
る
。
石
蘭
を
身
に
つ
け
杜
衡
を
帶
び
、
香
り

高
い
花
を
手
折
っ
て
思
い
人
に
贈
る
。

　

「
山
阿
」
に
佇
む
こ
の
麗
し
い
山
靈
は
、
王
逸
に
よ
れ
ば
、「
彷

彿
」
と
し
て
人
間
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
「
晻
忽
」
と
し
て
「
無

形
」
で
あ
り
、
つ
る
性
植
物
「
薜
荔
」
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
と
い

う
。
謝
詩
に
お
い
て
は
、「
林
を
攀
じ
り
て
葉
の
卷
く
を
擿
む
」
と

い
う
、
無
意
識
下
に
何
も
の
か
を
求
め
る
行
為
を
し
て
い
た
こ
と
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
詩
人
は
つ
る
草
を
身
に
ま
と
う
こ
の
山
靈
を
ふ

と
想
見
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
感
覺
は
「
遊
石
門
詩
」
序
に
述
べ
ら

れ
て
い
た
、
霊
地
に
お
け
る
自
在
な
雲
の
あ
り
さ
ま
に
「
羽
人
」
を

想
起
し
た
り
、
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
哀
し
き
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
「
玄
音
」
を

聞
き
取
っ
た
り
す
る
の
と
同
種
の
も
の
と
言
え
る
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
現
象
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
は
ざ
ま
に
霊
的
存
在
を
感
じ
と

る
と
い
う
、
言
わ
ば
「
冥
寄
」
に
よ
る
感
悟
の
あ
り
か
た
が
こ
こ
に

は
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
こ
の
「
山
阿
人
」
が
身
に
ま
と
っ
て
い
る

の
は
、
何
か
に
寄
り
つ
い
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
「
薜
蘿
」
で
あ
り
、

「
有
待
」
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
有
待
の
象
徴
で
あ

る
つ
る
草
を
身
に
ま
と
っ
た
「
無
形
」
の
「
山
阿
人
」
と
い
う
こ
の

モ
チ
ー
フ
は
、
こ
の
現
象
界
に
有
待
の
あ
り
よ
う
で
「
寄
」
り
つ
つ

明
ら
か
な
姿
を
示
す
こ
と
の
な
い
「
冥
寄
」
の
表
象
と
し
て
、
こ
の
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

上
な
く
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
詩
人
は
神
子
溪
ぞ
い
を
進

み
な
が
ら
髣
髴
た
る
「
山
阿
人
」
の
存
在
を
感
じ
と
り
、
そ
こ
で
慧

遠
が
「
佛
影
銘
」
で
描
い
た
よ
う
に
、
そ
の
「
冥
寄
」
を
「
賞
」
し

て
絶
對
無
分
別
の
境
地
に
至
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
詩
の
第
15
～
22
句

は
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
19
句
は
、
佐
竹
保
子
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
「
情
は

賞
を
用
て
美
と
爲
る
」
と
讀
む
べ
き
だ
ろ
う
。
佐
竹
氏
は
從
來
「
情

が
賞
す
る
對
象
を
美
と
す
る
」
と
解
釋
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

「
情
用
賞
爲
美
」
に
つ
い
て
、
こ
の
「
Ａ
用
Ｂ
爲
Ｃ
」
と
い
う
句
構

造
は
、「
Ａ
が
Ｂ
を
Ｃ
と
す
る
」
と
「
Ａ
が
Ｂ
に
よ
っ
て
Ｃ
と
な

る
」
と
い
う
二
つ
の
讀
み
方
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
Ａ
に

當
た
る
「
情
」
が
い
く
つ
か
の
謝
靈
運
詩
文
及
び
慧
遠
、
竺
道
生
、

宗
炳
な
ど
の
文
章
に
お
い
て
は
無
化
す
べ
き
も
の
と
い
う
含
意
を
持

つ
こ
と
か
ら
、「
情
」
が
「
賞
」
に
よ
っ
て
「
美
」、
す
な
わ
ち
慧
遠

や
宗
炳
の
記
す
「
化
」
さ
れ
「
潔
」
ら
か
に
さ
れ
た
狀
態
に
な
っ
て

ゆ
く
、
と
い
う
意
味
に
解
釋
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し

て
最
終
聯
の
「
觀
此
遺
物
慮
、
一
悟
得
所
遣
」
は
、「
美
」
と

「
爲
」
っ
た
け
れ
ど
も
依
然
存
在
す
る
「
情
」
が
、
つ
い
に
存
在
し

な
く
な
る
境
地
を
暗
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
問
題
と

し
た
い
の
が
、
第
19
句
の
「
賞
」
は
何
と
の
「
賞
」
な
の
か
、
或
い

は
何
を
「
賞
」
す
る
こ
と
な
の
か
で
あ
る
。
佐
竹
氏
は
こ
の
「
賞
」

を
「
山
水
欣
賞
」
の
意
で
捉
え
て
い
る
。「
賞
」
を
山
水
を
賞
す
る

意
で
捉
え
る
の
は
、「
情
は
賞
を
用
て
美
と
爲
る
」
と
讀
む
か
「
情

は
賞
を
用
て
美
と
爲
す
」
と
讀
む
か
に
關
わ
ら
ず
、
現
在
最
も
有
力

な
解
釈
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
筆
者
は
こ
の
「
賞
」
を
、
慧
遠
の
い
う
「
冥
賞
」
の

「
賞
」、
す
な
わ
ち
佛
や
「
羽
人
」、
或
い
は
「
山
阿
人
」
の
よ
う
な

超
越
的
存
在
と
の
交
感
・
感
應
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
る
。
第
19

句
の
直
前
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
く
「
山
阿
人
」
を
想

見
し
た
こ
と
、
及
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
自
身
の
「
情
」
の
動
き
で

あ
る
。
謝
詩
に
お
け
る
「
賞
」
の
使
わ
れ
方
は
多
樣
で
あ
る
が
、
こ

の
詩
で
は
第
20
句
に
「
事
昧
く
し
て
竟
に
誰
か
辨
ぜ
ん
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
慧
遠
の
言
う
、
目
に
見
え
な
い
「
冥
寄
」
を
「
賞
」
す
る

と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
と
考
え
る
。「
冥
賞
」
は
ひ
そ
や
か
に
導

か
れ
て
心
中
感
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
目
に
明
ら
か
な
事
象
で
は
な

く
、
他
人
に
は
そ
の
感
應
の
實
際
が
判
別
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
第

⑳

㉑

㉒
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20
句
で
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
17
、
18
句
の
「
握
蘭
」「
折
麻
」
は
、
接
觸
し
得
た
「
山
阿

人
」
と
眞
に
「
賞
」
す
べ
く
、
そ
の
「
應
」
を
求
め
た
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
芳
草
の
よ
う
な
贈
り
物
に
よ
っ
て
思
い
を
傳
え
る
と
い
う

『
楚
辭
』
由
來
の
表
現
を
用
い
て
、
靈
的
な
も
の
へ
の
働
き
か
け
を

示
す
の
は
、
た
と
え
ば
謝
靈
運
「
石
室
山
」
詩
に
も
「
靈
域
久
韜
隱
、

如
與
心
賞
交
。
合
歡
不
容
言
、
摘
芳
弄
寒
條
（
こ
の
靈
域
は
長
い
間
包

み
隱
さ
れ
て
き
た
が
、
心
に
憧
れ
思
い
描
い
て
き
た
も
の
と
交
わ
り
合
う
か

の
よ
う
。
睦
み
合
う
喜
び
は
言
葉
に
で
き
ず
、
芳
し
い
花
を
摘
ん
で
［
贈
り

物
と
し
］
寒
さ
に
耐
え
る
小
枝
を
い
と
お
し
む
）」（『
古
詩
紀
』
卷
四
七
）

と
見
え
て
い
る
。
た
だ
現
在
傳
わ
る
「
石
室
山
」
詩
は
以
上
の
喜
び

の
句
を
も
っ
て
終
わ
る
が
、「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩
で
は
、「
勤う

れ

え
は
徒
ら
に
結
び
」「
心
は
展の

ぶ
る
莫
し
」
と
悲
嘆
の
氣
持
ち
が
詠

わ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
超
越
者
を
想
見
し
た
體
驗
を
描
い
た
前
引
の

廬
山
諸
道
人
の
詩
序
で
は
、
そ
の
後
「
髣
髴
と
し
て
猶
お
聞
こ
ゆ
る

が
ご
と
し
と
雖
も
、
神
は
之
を
以
て
暢の

ぶ
」
と
續
き
、「
冥
寄
」
に

よ
る
精
神
の
解
放
が
詠
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
で
は
、
期

待
さ
れ
た
精
神
の
解
放
は
達
成
さ
れ
ず
、
逆
に
心
が
ざ
わ
つ
き
苦
し

み
が
わ
だ
か
ま
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
髣
髴
た
る
超
越
者

を
想
見
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
り
な
が
ら
、「
賞
」
す
る
ま
で
は
い

か
な
か
っ
た
哀
し
き
體
驗
を
綴
り
、
そ
れ
で
も
な
お
情
は
「
賞
」
に

よ
っ
て
美
化
さ
れ
る
の
だ
と
訴
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
超
越
者
の

姿
を
想
見
し
た
喜
び
の
地
平
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
想
見
か
ら
解

脱
に
至
る
そ
の
現
實
の
困
難
さ
、
苦
し
さ
を
も
詠
じ
て
い
る
と
い
う

點
で
、
こ
の
詩
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

謝
靈
運
が
想
見
か
ら
解
脱
に
至
る
困
難
さ
ま
で
を
描
く
の
は
、
こ

の
詩
が
単
な
る
山
水
遊
覽
で
は
な
く
、「
一
悟
」
し
て
絶
對
無
分
別

の
境
地
に
い
た
ろ
う
と
す
る
自
己
を
表
現
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
。
絶
對
無
分
別
の
境
地
と
は
、
慧
遠
「
佛
影
銘
」
に
よ
れ
ば
「
踵

を
旋
ら
せ
ば
敬
う
を
忘
れ
、
慮
も
罔
く
識
も
罔
し
。
三
光
も
暉
き
を

掩
い
、
萬
象　

一
色
な
り
」
と
い
う
、
色
身
を
敬
い
色
身
を
追
い
求

め
る
心
す
ら
消
滅
し
た
境
界
で
あ
る
。
し
か
し
「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪

行
」
詩
で
は
「
蘭
を
握
り
」「
麻
を
折
」
る
と
い
う
よ
う
に
、「
山
阿

人
」
に
對
す
る
強
い
執
着
が
描
か
れ
る
。
第
二
章
で
見
た
よ
う
に

「
佛
影
銘
」
に
お
け
る
謝
靈
運
は
、「
詳
ら
か
に
視
ん
と
す
れ
ば
覺

を
沈
む
」
と
、
目
に
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
佛
影
は
姿
を
消

㉓
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佛
影
銘
」
と
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運
の
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し
、
眞
の
悟
り
か
ら
遠
ざ
か
る
と
述
べ
て
い
た
。
目
に
映
っ
た
も
の

を
實
體
と
見
な
し
そ
れ
に
執
着
す
れ
ば
、
佛
教
の
言
う
と
こ
ろ
の
悟

り
か
ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
を
當
然
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
な
お
山
水
詩
に
お
い
て
は
、
超
越
者
と
の
實
體
感
伴
う
交
わ
り

を
希
求
し
、
そ
の
中
で
葛
藤
す
る
自
ら
の
姿
を
『
楚
辭
』
の
表
現
を

借
り
て
描
い
た
の
だ
っ
た
。

お　

わ　

り　

に

　

慧
遠
の
晩
年
の
著
作
で
あ
る
「
佛
影
銘
幷
序
」
は
、
法
身
に
つ
い

て
、
眞
法
身
と
し
て
の
「
獨
發
」
の
あ
り
よ
う
を
無
待
、
衆
生
と
共

に
あ
る
變
化
身
と
し
て
の
「
相
待
」
の
あ
り
よ
う
を
有
待
に
相
当
す

る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
二
つ
は
「
形
」
と
「
影
」
の
よ
う
に
一

體
不
可
分
で
あ
る
と
述
べ
て
、
後
代
の
二
種
法
身
説
に
近
い
發
展
的

な
法
身
觀
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
人
々
を
導
く
よ
り
ど
こ
ろ
と
し

て
「
筌
寄
」
と
「
冥
寄
」
を
擧
げ
、
佛
の
應
現
の
跡
で
あ
る
「
筌

寄
」
は
誰
に
と
っ
て
も
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
身
近
な

手
段
で
あ
る
の
に
對
し
、
ひ
そ
や
か
な
導
き
で
あ
る
「
冥
寄
」
は
法

身
に
通
じ
る
無
形
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
色
身
に
囚
わ
れ
な
い
眞

の
悟
り
を
も
た
ら
す
と
し
て
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
う

え
で
、
佛
影
は
一
般
的
な
佛
像
と
同
じ
「
筌
寄
」
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
だ
け
で
な
く
、
近
づ
く
と
髣
髴
と
し
て
見
え
な
く
な
る
と
い

う
そ
の
特
殊
性
と
、
山
中
洞
窟
な
ら
で
は
の
「
趣
」
に
よ
り
、
對
面

者
に
「
理
」
を
悟
ら
せ
て
絶
對
無
分
別
の
境
地
へ
と
導
く
「
冥
寄
」

と
も
な
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
慧
遠
に
と
っ
て
晩
年
の
佛
影
窟
の
造
營
は
、
生
涯
を
か
け
て
到

達
し
得
た
法
身
觀
を
人
々
に
傳
え
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
た
実
踐

を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

慧
遠
の
佛
影
窟
に
對
し
て
は
、
崇
佛
の
士
と
し
て
知
ら
れ
る
謝
靈

運
も
「
佛
影
銘
幷
序
」
を
書
い
て
い
る
。
謝
靈
運
が
そ
の
序
お
よ
び

銘
で
重
點
的
に
描
い
た
の
は
、「
法
身
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
佛

影
特
有
の
見
え
方
と
佛
影
窟
の
存
す
る
場
の
趣
で
あ
る
。
こ
の
中
で

謝
靈
運
は
、
佛
の
「
影
」
や
「
響
」
を
見
聞
き
す
る
こ
と
は
た
や
す

い
が
、
色
身
と
い
う
「
形
聲
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
も
さ
ら
に
觀
る

べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
い
、
續
け
て
有
形
と
無
形
の
は
ざ
ま
に
あ
る

佛
影
の
髣
髴
た
る
あ
り
さ
ま
を
丹
念
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
佛
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影
は
は
っ
き
り
目
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
知
覺
か
ら
遠
ざ
か

る
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
佛
影
は
色
身
に
囚
わ
れ
な

い
境
地
へ
と
我
々
を
導
く
「
冥
寄
」
と
も
な
り
得
る
と
い
う
慧
遠

「
佛
影
銘
幷
序
」
の
趣
旨
を
、
謝
靈
運
は
理
解
し
た
う
え
で
銘
を
書

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

謝
靈
運
の
「
入
華
子
崗
是
麻
源
第
三
谷
」
詩
は
、
仙
人
華
子
期
ゆ

か
り
の
地
を
訪
ね
て
そ
の
面
影
を
探
っ
た
體
驗
を
詠
っ
て
い
る
。
古

の
超
越
者
ゆ
か
り
の
地
で
そ
の
氣
配
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
佛

影
窟
で
昔
の
應
現
の
餘
韻
を
感
じ
る
、
或
い
は
應
現
そ
の
も
の
を
期

待
す
る
感
覺
と
同
種
の
も
の
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
頂
に
た
ど

り
着
い
て
も
仙
人
の
姿
は
影
も
形
も
捉
え
ら
れ
ず
、
仙
化
の
手
段
で

あ
っ
た
は
ず
の
「
丹
丘
」
が
役
に
立
た
な
い
「
空
筌
」
と
し
て
む
な

し
く
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
仙
化
を
傳
え
る
確
か
な
遺
物
す
ら
殘

っ
て
い
な
い
。
か
く
て
詩
人
は
、
獨
往
の
者
と
し
て
今
を
生
き
る
と

い
う
あ
り
方
を
貫
く
う
え
で
そ
れ
ま
で
支
え
と
し
て
き
た
、
古
今
は

時
を
超
え
て
通
じ
合
う
と
い
う
信
念
を
放
棄
す
る
。
約
三
十
年
前
の

作
で
あ
る
廬
山
諸
道
人
の
「
遊
石
門
詩
幷
序
」
は
、
仙
人
に
ゆ
か
り

の
あ
る
廬
山
で
仙
人
の
飛
翔
を
想
起
し
た
り
、
テ
ナ
ガ
ザ
ル
の
鳴
き

聲
の
中
に
佛
の
聲
な
き
聲
を
聞
き
取
っ
た
り
す
る
特
殊
な
體
驗
を
通

じ
て
、
古
今
一
致
が
實
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
た
。
し

か
し
謝
靈
運
の
詩
は
同
樣
の
宗
教
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
最
終
的
に
は
挫
折
に
至
っ
た
こ
と
を
詠
う
。

　

謝
靈
運
の
「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩
も
、
慧
遠
が
「
佛
影
銘
」

で
説
い
た
「
冥
賞
」、
す
な
わ
ち
靈
地
を
遊
覽
し
「
冥
寄
」
を
賞
す

る
こ
と
に
よ
り
、
最
終
的
な
解
脱
に
至
る
と
い
う
試
み
を
表
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
深
い
林
に
分
け
入
っ
た
詩
人
は
、『
楚
辭
』
九

歌
に
詠
わ
れ
る
、
つ
る
草
を
身
に
ま
と
っ
た
無
形
の
「
山
阿
人
」
を

想
見
す
る
。
そ
こ
で
贈
り
物
を
通
じ
て
そ
の
山
靈
と
交
わ
ろ
う
と
す

る
が
、
交
感
は
な
ら
ず
、
苦
し
み
だ
け
が
わ
だ
か
ま
る
。
廬
山
諸
道

人
の
よ
う
に
超
越
者
と
の
触
れ
合
い
が
實
現
し
て
心
が
伸
び
や
か
に

な
っ
た
こ
と
を
描
く
の
で
は
な
く
、
超
越
者
を
想
見
す
る
と
こ
ろ
ま

で
は
至
り
な
が
ら
も
「
賞
」（
交
感
）
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
體
驗
を
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
入
華
子
崗
是
麻
源
第
三
谷
」
詩
も
「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩

も
、
山
水
遊
覽
が
心
の
鬱
屈
を
解
い
て
理
と
の
一
體
化
を
も
た
ら
す

と
い
う
こ
と
を
単
純
に
詠
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
風
景
の
中
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

に
超
越
的
存
在
の
氣
配
を
探
り
、
そ
れ
と
の
交
感
を
求
め
、
さ
ら
に

接
觸
や
交
感
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
き
の
苦
し
み
を
も
表
現
し

た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
目
に
映
る
景
と
詩
人
の
心
と
が

複
雜
に
影
響
し
合
う
樣
相
を
表
現
し
た
重
要
な
作
例
で
あ
る
。
た
だ

「
入
華
子
崗
」
詩
が
刹
那
的
な
あ
り
か
た
を
肯
定
す
る
と
い
う
終
わ

り
方
を
し
て
い
る
の
に
對
し
、「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩
で
は

「
情
は
賞
を
用
て
美
と
爲
る
」「
一
悟
し
て
遣
る
所
を
得
ん
」
と
力

強
く
宣
言
し
て
い
て
前
向
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
か
は
「
賞
」
の

段
階
を
經
て
「
一
悟
」
で
き
る
日
が
來
る
と
、
こ
の
時
點
で
は
確
信

し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
山
阿
人
」
と
の
實
體
感
伴
う
交

わ
り
を
希
求
す
る
そ
の
表
現
は
、
超
越
者
と
の
接
觸
・
交
感
か
ら
最

終
的
な
解
脱
に
至
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
慧
遠
ら
僧
侶
の
言
う
と
こ
ろ
と

は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は

『
楚
辭
』
を
典
故
と
し
て
「
賞
」
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
し
、
無
意

識
・
無
分
別
の
意
味
合
い
が
加
わ
る
「
冥
賞
」
の
語
は
使
わ
ず
、

「
賞
」
の
結
果
を
「
美
」
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
う
か
が

わ
れ
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ

る
。

註①　

本
論
で
引
用
す
る
慧
遠
「
佛
影
銘
幷
序
」
の
解
釋
に
當
た
っ
て
は
、

木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』（
創
文
社
、
一
九
六
〇
年
）
の

校
勘
と
譯
注
、
ま
た
銘
の
部
分
に
つ
い
て
は
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
譯

『
高
僧
傳
』
二
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
三
～
二
〇
七
頁
か

ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。

②　
「
佛
影
銘
」
段
階
の
慧
遠
の
法
身
理
解
に
關
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、

た
と
え
ば
志
村
良
治
「
慧
遠
に
お
け
る
法
身
の
理
解
─
『
佛
影
銘
』
を

中
心
と
し
て
」（
金
谷
治
編
『
中
國
に
お
け
る
人
間
性
の
探
究
』、
創
文

社
、
一
九
八
三
年
）
は
、「
法
身
之
運
物
也
…
」
の
部
分
な
ど
に
本
體

論
的
思
考
の
名
殘
が
あ
る
も
の
の
、
法
身
の
無
二
統
、
形
・
影
の
不
分
、

そ
し
て
何
よ
り
法
身
の
靈
應
の
茲
に
在
る
と
す
る
點
に
、
大
乘
の
空
觀

に
立
っ
た
慧
遠
獨
自
の
表
現
に
よ
る
法
身
理
解
が
表
さ
れ
て
い
る
と
す

る
。
一
方
村
田
み
お
「
佛
教
圖
像
と
山
水
畫
─
廬
山
慧
遠
「
佛
影
銘
」

と
宗
炳
「
畫
山
水
序
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
中
國
思
想
史
研
究
』
二
九
、

二
〇
〇
九
年
）
は
、
法
身
は
自
己
の
外
側
に
あ
る
實
體
的
な
存
在
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
と
し
、
そ
の
觀
佛
は
、
修
行
者
が
感
應
に
よ
っ
て
外
部

に
あ
る
無
形
の
法
身
と
つ
な
が
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
修
行
者
の
内
部
に

無
形
の
本
體
か
ら
有
形
の
イ
メ
ー
ジ
が
與
え
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
持

つ
と
論
じ
て
い
る
。
近
年
の
史
經
鵬
『
從
法
身
至
佛
性
─
廬
山
慧
遠
與

道
生
思
想
研
究
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
は
こ
れ
ら
數
多
く

の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
慧
遠
の
法
身
觀
の
變
遷
を
た
ど
り
、
最

後
は
眞
法
身
と
變
化
身
が
相
即
不
二
の
關
係
に
あ
る
と
い
う
理
解
に
達



中
国
文
学
報　

第
九
十
二
册

─ 32 ─

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

③　

船
山
徹
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
─
劉
宋
・
南
齊

期
を
中
心
に
」（『
東
方
學
報
』
六
七
、
一
九
九
五
年
）、
特
に
第
三
章

第
五
節
「
佛
像
と
感
應
思
想
を
め
ぐ
っ
て
」
參
照
。

④　
「
化
不
以
方
、
唯
其
所
感
」
は
、
大
正
藏
で
は
「
化
不
以
其
所
感
」

に
作
る
が
、
元
本
・
明
本
に
從
う
。

⑤　
「
慈
不
以
緣
、
冥
懷
自
得
」
は
、
大
正
藏
で
は
「
慈
不
以
其
所
緣
、

宴
懷
自
得
」
に
作
る
が
、
三
本
に
從
う
。

⑥　
『
大
乘
大
義
章
』
の
引
用
は
、
鎌
倉
期
古
鈔
本
で
あ
る
永
觀
堂
本
を

底
本
と
す
る
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』
に
よ
る
。
解
釋
に
當
た
っ
て
は
、

『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』
及
び
橫
超
慧
日
「
大
乘
大
義
章
に
お
け
る
法

身
説
」（
橫
超
慧
日
『
中
國
佛
教
の
研
究
』
第
二
、
法
藏
館
、
一
九
七

一
年
。
も
と
『
大
谷
大
學
研
究
年
報
』
一
七
、
一
九
六
五
年
）
か
ら
多

く
の
教
示
を
得
た
。

⑦　
『
弘
明
集
』
の
解
釋
に
當
た
っ
て
は
、
牧
田
諦
亮
編
『
弘
明
集
研

究
』
上
・
中
・
下
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
七
三
～
一
九

七
五
年
）
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。

⑧　

前
掲
『
慧
遠
研
究　

遺
文
篇
』
四
五
四
頁
参
照
。
注
三
〇
の
筌
寄
の

項
に
は
「「
法
身
の
あ
ら
わ
れ
」
と
す
る
原
訳
の
ほ
か
、「
言
葉
に
よ
っ

て
名
づ
け
ら
れ
る
現
象
」
と
解
す
る
説
も
あ
っ
た
」（
四
六
一
頁
）
と

あ
る
。
冥
寄
は
「
冥
冥
な
る
筌あ
ら

寄わ
れ

〔
佛
影
〕」
と
譯
し
、
注
三
三
の
冥

寄
の
項
で
は
「「
冥
冥
の
中
に
現
象
界
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
」
の

意
で
、
佛
影
を
さ
す
も
の
で
あ
ろ
う
」（
四
六
二
頁
）
と
す
る
。

⑨　
『
文
選
』
の
引
用
は
、『
宋
尤
袤
刻
本
文
選
』
一
～
一
五
（
國
家
圖
書

館
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
用
い
た
。

⑩　

拙
論
「
謝
靈
運
の
文
學
と
『
眞
誥
』」（『
日
本
中
國
學
會
報
』
六
八
、

二
〇
一
六
年
）
六
～
八
頁
參
照
。

⑪
「
沖
」
は
、
大
正
藏
で
は
「
中
」
に
作
る
が
、
三
本
・
宮
本
に
從
う
。

⑫
「
震
」
は
、
大
正
藏
で
は
「
挹
」
に
作
る
が
、
三
本
・
宮
本
に
從
う
。

⑬　
「
賞
」
に
つ
い
て
は
、
佐
竹
保
子
氏
が
晉
宋
期
ま
で
の
用
例
に
つ
い

て
詳
細
な
調
査
・
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
賞
」
の
意

は
「
錫
賚
（
た
ま
う
）」、「
賞
揚
（
ほ
め
る
）」、「
心
解
（
り
か
い
す

る
）」
の
お
よ
そ
三
類
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
類
に
は
二
者
間

の
や
り
と
り
と
い
う
共
通
の
コ
ア
・
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
、
そ
れ
は
二

者
を
甲
と
乙
と
し
た
場
合
、
甲
か
ら
乙
に
価
値
あ
る
何
も
の
か
が
與
え

ら
れ
、
そ
れ
に
對
し
て
乙
か
ら
甲
に
、
そ
の
価
値
に
ぴ
っ
た
り
と
合
致

す
る
価
値
を
持
つ
別
の
何
も
の
か
が
與
え
返
さ
れ
る
、
と
い
う
往
復
運

動
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
佐
竹
保
子
「
中
國
古
典
に
お
け
る

「
賞
」」（
上
）（
下
）（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
四
四
・
四
五
、
い

ず
れ
も
二
〇
〇
七
年
）、
及
び
「『
世
説
新
語
』
の
「
賞
」」（『
六
朝
學

術
學
會
報
』
一
〇
、
二
〇
〇
九
年
）
參
照
。

⑭　
「
霄
」
は
、
大
正
藏
で
は
「
宵
」
に
作
る
が
、
三
本
・
宮
本
に
從
う
。

銘
文
の
み
載
せ
る
『
高
僧
傳
』
卷
六
（
大
正
藏
五
〇
・
三
五
八
中
）
も

「
霄
」
に
作
る
。

⑮　

曹
虹
『
慧
遠
評
傳
』（
南
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
一
一

～
三
一
二
頁
參
照
。
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慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
謝
靈
運
の
山
水
詩
（
堂
薗
）

⑯　

安
藤
信
廣
「
謝
靈
運
の
資
性
と
詩
」（『
庾
信
と
六
朝
文
學
』
創
文
社
、

二
〇
〇
八
年
。
も
と
『
鎌
田
正
博
士
八
十
寿
記
念
漢
文
學
論
集
』
大
修

館
書
店
、
一
九
九
一
年
）
は
、
慧
遠
「
佛
影
銘
」
に
對
す
る
謝
靈
運

「
佛
影
銘
」
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
と
し
て
、
自
己
の
資
性
へ
の
こ
だ
わ

り
と
、
叙
景
の
部
分
を
持
つ
點
を
擧
げ
る
。

⑰　

東
晉
の
湛
方
生
「
廬
山
神
仙
詩
」
の
序
（『
藝
文
類
聚
』
卷
七
八
）

に
は
、
あ
る
木
こ
り
が
太
元
十
一
年
に
こ
の
地
で
空
高
く
飛
び
立
つ
沙

門
を
見
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
廬
山
の
よ
う
な
靈
山
に
お
い
て
超
越

者
の
飛
翔
を
見
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
當
時
の
人
々
の
中
で
あ
る
程

度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱　

矢
淵
孝
良
「
謝
靈
運
山
水
詩
の
背
景
─
始
寧
時
代
の
作
品
を
中
心
に

し
て
」（『
東
方
學
報
』
五
六
、
一
九
八
四
年
）
參
照
。

⑲　

こ
の
詩
の
末
聯
に
つ
い
て
佐
竹
保
子
氏
は
、「
恒
」
の
字
は
「
常
」

に
作
る
べ
き
と
す
る
胡
克
家
『
文
選
考
異
』
の
説
の
誤
り
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
李
善
注
の
分
析
か
ら
「
俄
」
は
「
須
臾
」、「
頃
」
は

「
久
」
と
解
せ
る
と
し
、
つ
ま
り
「
俄
頃
」
と
「
古
今
」
の
對
は
前
者

が
時
間
の
長
短
を
、
後
者
が
時
間
の
先
後
を
提
示
し
つ
つ
、
と
も
に
反

義
複
合
語
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
佐
竹
保
子
「
謝
靈
運

「
華
子
崗
に
入
る　

是
れ
麻
源
の
第
三
谷
な
り
」
詩
末
聯
と
胡
克
家
と

郭
慶
藩
」（『
集
刊
東
洋
學
』
一
二
〇
、
二
〇
一
九
年
）
參
照
。

⑳　

衣
川
賢
次
「
謝
靈
運
山
水
詩
論
─
山
水
の
な
か
の
體
驗
と
詩
」（『
日

本
中
國
學
會
報
』
三
六
、
一
九
八
四
年
）
一
〇
二
頁
は
、「
自
我
を
超

え
た
何
者
か
に
親
し
く
ふ
れ
る
と
い
う
意
識
」
が
實
體
化
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
謝
靈
運
山
水
詩
に
表
れ
て
い
る
例
の
一
つ
と
し
て
、
こ

の
「
山
阿
人
」
の
句
を
擧
げ
る
。

㉑　

こ
の
詩
の
構
造
、
及
び
第
十
九
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、

佐
竹
氏
は
林
文
月
氏
の
「
中
國
山
水
詩
的
特
質
」（『
中
外
文
學
』
三

（
八
）、
一
九
七
五
年
）
を
參
照
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
解
釋
し
て

い
る
。
第
一
段
落
（
第
一
～
四
句
）
は
「
主
人
公
の
存
す
る
時
空
」、

第
二
段
落
（
第
五
～
十
四
句
）
は
「
主
人
公
と
山
水
と
の
幸
せ
な
交

流
」（
山
水
欣
賞
）、
第
三
段
落
（
第
十
五
～
十
八
句
）
は
「「
山
阿

人
」
に
近
づ
き
得
ず
交
流
し
得
ぬ
鬱
屈
」
を
そ
れ
ぞ
れ
詠
じ
、
第
十
九

句
の
「
情
」
が
「
鬱
屈
」
を
、
同
じ
く
十
九
句
の
「
賞
」
が
「
山
水
欣

賞
」
を
承
け
る
か
ら
、
第
十
九
句
は
第
三
段
落
で
描
か
れ
た
鬱
屈
が
山

水
欣
賞
に
よ
っ
て
消
え
て
い
く
、
と
い
う
意
味
に
な
る
と
。
佐
竹
保
子

「
李
善
注
「
事
無
高
翫
、
而
情
之
所
賞
、
即
以
爲
美
」
考
─
謝
靈
運

「
從
斤
竹
澗
越
嶺
溪
行
」
詩
の
「
情
」
の
解
釋
に
關
わ
っ
て
」（『
集
刊

東
洋
學
』
一
〇
一
、
二
〇
〇
九
年
）
二
一
～
二
三
頁
、
詳
し
く
は
「
謝

靈
運
詩
文
中
的
「
賞
」
和
「
情
」
─
以
「
情
用
賞
爲
美
」
句
的
解
釋
爲

線
索
」（
蔡
瑜
編
『
迴
向
自
然
的
詩
學
』、
國
立
臺
灣
大
學
出
版
中
心
、

二
〇
一
二
年
）
參
照
。

㉒　

代
表
的
な
先
行
研
究
を
擧
げ
れ
ば
、
小
尾
郊
一
氏
は
こ
の
よ
う
な
場

合
の
「
賞
」
に
つ
い
て
「
自
然
に
し
た
し
み
味
わ
い
、
そ
れ
と
一
體
に

な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
當
該
詩
に
つ
い
て
も
「「
山
阿
人
」
は
現

實
に
は
あ
り
え
ぬ
と
考
え
、
人
間
は
「
賞
」
を
も
っ
て
自
然
に
對
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
」
も
の
と
解
す
る
。
小
尾
郊
一
『
謝
靈
運
─
孤
獨
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の
山
水
詩
人
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
年
）、
特
に
二
九
七
～
三
〇
二

頁
參
照
。「
賞
」
に
つ
い
て
は
小
尾
郊
一
『
中
國
文
學
に
現
わ
れ
た
自

然
と
自
然
觀
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
に
詳
し
い
。
近
年
で
は

呉
小
如
ほ
か
撰
寫
『
漢
魏
六
朝
詩
鑑
賞
辭
典
』
新
一
版
（
上
海
辭
書
出

版
社
、
二
〇
一
六
年
）
が
、
第
19
・
20
句
を
「
人
的
感
情
是
由
于
觀
賞

景
物
而
得
致
美
的
享
受
的
，
至
于
深
山
密
林
中
是
否
有
〝
山
鬼
〟
那
樣

的
幽
人
，
則
蒙
昧
難
知
」（
七
〇
四
頁
。
呉
小
如
氏
執
筆
）
と
解
し
て

い
る
。
日
本
で
は
、
川
合
康
三
ほ
か
譯
注
『
文
選　

詩
篇
』
二
（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
八
年
）
が
、
第
19
句
の
「
賞
」
に
つ
い
て
「
山
水
を
賞

玩
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
賞
玩
の
對
象
と
な
っ
た
山
水
を
い
う
」（
一

九
七
頁
）
と
注
し
て
い
る
。

㉓　

結
句
の
「
一
悟
」
は
矢
淵
孝
良
氏
に
よ
れ
ば
、
徐
々
に
で
は
な
く
一

擧
に
悟
る
と
い
う
佛
教
の
頓
悟
思
想
を
意
味
す
る
。「
遣
」
に
つ
い
て

も
『
莊
子
』
齊
物
論
の
郭
象
注
を
典
據
と
し
つ
つ
、
竺
道
生
が
僧
肇
撰

『
注
維
摩
詰
經
』
卷
六
で
「
便
應
觀
察
法
理
以
遣
之
也
（
法
理
を
觀
察

す
る
こ
と
で
煩
悩
を
滅
却
す
べ
き
で
あ
る
）」（
大
正
藏
三
八
・
三
八
六

上
）
と
説
く
と
こ
ろ
の
、
理
を
見
る
こ
と
で
一
擧
に
解
脱
す
る
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
前
掲
矢
淵
氏
論
文
一
五
一
～
一
五
三

頁
參
照
。

［ 

附
記
］
本
論
は
科
學
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号17K

02639

）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　

ま
た
本
論
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
十
七
日
に
行
わ
れ
た
「
桃
の
會
」
例

會
で
の
發
表
内
容
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
當
日
貴
重
な
ご
教
示

を
賜
っ
た
方
々
に
厚
く
御
禮
申
し
上
げ
ま
す
。


