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要 前
後
の
こ
と
を
次
の
主
う
に
描
く
。

『
蘇
小
小
歌
」
の
『
西
陵
下
」
は
、
観
光
客
の
訪
れ
る
西
陵
下
と
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
。
蘇
小
小
の
「
鬼
時
」
に
貫
か
れ
た
空

間
た
ら
ば
そ
れ
こ
そ
が
「
西
陵
下
」
、
従
っ
て
「
鬼
処
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
閲
の
露
は
涙
の
ご
と
く
、

消
え
が
て
の
冷
や
き
と
も
し
び
が
さ
を
主
い
、
雨
が
吹
き
す
さ
ぶ
．
：
．
。
す
な
わ
ち
李
賀
の
「
蘇
小
小
歌
』
の
宇
宙
で
あ
っ
て
、
他

の
い
か
表
る
場
所
で
も
な
い
。

「
鬼
処
」
た
る
「
西
陵
下
」
は
と
の
よ
う
左
場
所
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
十
巻
本
榴
伽
は
、
如
来
が
ラ
ン
カ
ー
島
に
上
陸
す
る

そ
の
と
き
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
夜
叉
王
は
、
仏
の
神
力
で
、
如
来
の
声
を
聞
い
た
。
同
時
に
、
．
パ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ト
は
、
海
竜
王
宮

を
離
れ
、
大
海
を
渡
り
お
わ
っ
た
。
も
ろ
も
ろ
の
ナ
ユ
タ
無
量
の
帝
釈
・
梵
天
王
、
も
ろ
も
ろ
の
竜
王
ら
に
、
と
り
を
か
れ
敬

礼
さ
れ
た
。

・

２

西
陵
下

風
吹
雨

し
ぶ
き
降
る
雨

西
陵
は 一一一

二
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言
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’

り
難
き
」
島
と
し
て
屹
立
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

こ
の
如
来
の
上
陸
は
、
旧
稿
で
注
釈
し
た
よ
う
に
、
夜
叉
の
神
と
し
て
追
放
さ
れ
て
い
た
ラ
ン
カ
ー
古
来
の
神
が
『
古
仏
」
と
し

て
、
現
在
仏
茂
る
如
来
と
同
じ
法
を
説
い
た
仏
と
し
て
復
活
し
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
復
活
が
現
在
仏
の
如
来

に
態
っ
て
宣
言
さ
れ
た
後
に
も
、
そ
の
如
来
を
と
り
蓑
く
人
庵
の
間
に
は
、
差
別
の
疑
い
が
う
ず
ま
い
た
ｃ
そ
れ
が
「
ア
ー
ラ
ャ
識

の
大
海
の
水
波
は
、
も
ろ
も
ろ
の
環
境
世
界
の
猛
風
に
吹
き
動
か
さ
れ
た
」
で
あ
る
。

蘇
小
小
の
復
活
を
許
そ
う
と
し
な
い
人
間
世
界
と
「
鬼
処
」
と
の
境
の
「
西
陵
下
」
に
風
雨
の
す
さ
ぶ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
蘇
小
小
歌
」
を
『
橘
伽
経
』
に
対
応
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
猛
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
ラ
ン
カ
ー
の
岸
辺
で
、
如
来
の
上
陸
を
拒
否
す

る
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
を
描
い
て
、
あ
と
は
引
き
ち
ぎ
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
「
蘇
小
小
歌
」
な
る
「
ラ
ン
カ
ー
島
」

へ
は
ま
だ
い
か
な
る
如
来
も
近
・
つ
こ
う
と
は
せ
ず
、
こ
の
「
鬼
時
」
に
貫
か
れ
た
「
鬼
処
」
は
、
人
間
世
界
か
ら
は
隔
絶
し
た
「
入

「
元
九
の
悼
亡
時
〈
詩
〉
を
見
、
因
っ
て
此
れ
を
以
て
寄
す
」
（
巻
十
四
）
と
題
す
る
白
居
易
の
詩
に
い
う
「
夜
涙
闇
に
錆
ゆ
明

益
を
得
て
、
す
み
や
か
に
安
楽
に
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
」

そ
の
と
き
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
は
夜
叉
王
で
あ
っ
た
。
で
、
み
ず
か
ら
嘆
じ
て
い
う
。
「
わ
た
し
は
如
来
に
お
れ
が
い
し
ょ
う
。

、

ラ
ン
ヵ
ー
城
に
は
い
っ
て
い
た
だ
き
、
わ
れ
ら
の
長
い
暗
い
夜
を
、
神
や
人
の
中
で
、
も
ろ
も
ろ
の
人
や
神
と
と
も
に
、
大
利

そ
の
と
き
、
如
来
は
、
衆
生
を
観
察
し
た
。
ア
ー
ラ
ュ

さ
れ
た
。
転
識
の
波
浪
は
、
縁
に
よ
っ
て
起
っ
て
い
た
。

､
■

ｂ

ア
ー
ラ
ャ
識
の
大
海
の
水
波
は
、
も
ろ
も
ろ
の
環
境
世
界
の
猛
風
に
吹
き
動
か

ａ
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白
氏
が
『
擢
伽
』
を
読
む
の
は
、
お
の
れ
の
救
済
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
元
氏
に
あ
て
た
詩
の
文
脈
か
ら
い
え
ば
そ
う
い

う
こ
と
に
な
る
。
李
賀
は
、
お
の
れ
の
救
済
の
た
め
に
読
み
は
じ
め
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
読
め
ば
経
の
本
旨
に
到
連
し
、
そ
の
本
旨

月
の
幌
、
春
腸
遙
か
に
断
ゆ
牡
丹
の
庭
。
人
間
と
の
病
治
む
る
に
薬
無
し
、
た
だ
有
り
椙
伽
四
巻
の
経
」

と
の
詩
の
作
時
は
八
一
○
年
と
さ
れ
る
。
元
慎
が
妻
を
喪
っ
た
の
が
前
年
七
月
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
間
違
い
た
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
左
ら
ば

あ
の
「
燕
子
楼
』
な
ど
の
詩
を
作
っ
て
関
氏
を
死
に
導
い
た
時
に
前
後
す
る
。

白
氏
も
ま
た
『
槌
伽
経
』
を
銃
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
お
の
れ
が
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
友
の
元
氏
に
も
読
め
と
す
す
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
中
国
禅
宗
の
祖
達
磨
は
恵
可
に
付
法
す
る
と
き
「
わ
れ
震
旦
所
有
の
経
を
見
る
に
へ
た
だ
撫
伽
四
巻
あ
り
、
以
て
心
印
す

べ
し
」
と
い
い
、
心
印
を
伝
え
了
っ
て
雀
た
「
わ
れ
に
樗
伽
経
四
巻
あ
り
、
誉
た
以
て
な
ん
ぢ
に
付
す
、
即
ち
こ
れ
如
来
心
地
の
要
門

な
り
、
諸
の
衆
生
を
し
て
開
示
悟
入
せ
し
む
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
白
氏
の
詩
の
「
た
だ
有
り
．
・
・
・
」
は
こ
の
伝
え
に
ち
哀
む
の
で
あ

ろ
う
。
眉
氏
は
一
体
、
と
の
経
を
読
ん
で
何
を
学
び
何
を
開
示
悟
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

白
氏
の
読
ん
だ
四
巻
本
は
、
同
じ
く
「
橿
伽
経
」
と
い
っ
て
も
大
い
に
節
略
さ
れ
た
も
の
で
、
さ
き
に
引
い
た
十
巻
本
の
「
請
仏

品
」
に
当
る
と
こ
ろ
は
削
り
と
ら
れ
て
い
る
。
も
し
白
氏
が
十
巻
本
を
読
み
、
そ
の
深
義
に
思
い
を
致
し
て
い
た
ら
、
「
故
張
僕
射
の

諸
妓
に
感
ず
」
の
主
う
な
詩
を
作
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
さ
き
に
引
い
た
軽
薄
な
女
性
批
評
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

四
巻
本
と
て
、
「
請
仏
品
」
に
流
れ
る
思
想
を
基
本
と
ま
る
。
基
本
を
読
み
す
え
て
お
れ
ば
、
白
氏
の
こ
と
ば
は
違
っ
た
も
の
に
茨

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
か
れ
の
調
諭
詩
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
偏
狭
な
愛
国
主
義
も
も
っ
と
ひ
ろ
や
か
な
＄
の
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ

畠望。

ロ
ロ
●
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「
蘇
小
小
」
は
も
は
や
中
国
の
六
朝
の
一
妓
女
に
は
と
ど
き
ら
ぬ
。
い
つ
わ
り
に
対
し
て
「
鬼
」
面
を
か
ぶ
っ
て
立
ち
向
か
う
真

実
の
名
、
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
現
に
今
、
差
別
の
不
当
を
最
も
多
く
受
け
て
い
る
の
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
事
実
群
の
存
在

す
る
状
況
で
、
そ
こ
ま
で
論
を
走
ら
せ
る
の
は
、
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。

，
つ
け
ず
に
、
「
蘇
小
小
歌
」
に
黙
っ
て
対
い
あ
っ
て
い
た
い
。

軽
が
る
し
く
悟
り
を
い
う
人
間
の
悟
り
な
ん
ぞ
は
あ
て
に
な
ら
ぬ
。
麗
均
し
く
「
平
等
」
を
看
板
に
か
か
げ
る
無
差
別
運
動
友
ど

も
眉
に
つ
ば
つ
け
て
見
る
方
が
よ
い
。
李
賀
の
「
蘇
小
小
歌
」
が
陰
惨
な
の
は
、
陰
惨
だ
と
い
う
側
の
陰
惨
を
正
確
に
写
し
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
こ
の
詩
が
美
し
い
の
は
、
「
死
」
と
死
を
世
間
か
ら
投
げ
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
た
だ
ひ
と
り
で
そ
の

不
義
に
反
抗
し
、
そ
の
「
死
」
と
死
を
拒
否
し
て
、
時
間
を
凝
結
し
た
永
遠
の
「
鬼
時
」
に
、
「
鬼
時
」
と
交
叉
す
る
か
ぎ
り
い
か

左
る
と
こ
ろ
に
も
現
れ
る
「
鬼
処
』
で
、
い
つ
わ
り
の
人
間
の
時
間
と
空
間
に
抗
議
し
つ
づ
け
る
蘇
小
小
の
精
神
が
、
正
確
に
こ
こ

に
写
し
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

李
賀
が
、
ラ
ン
ヵ
ー
島
に
如
来
上
陸
後
の
、
如
来
と
城
主
と
の
問
答
を
歌
わ
ず
に
、
如
来
の
上
陸
を
拒
否
す
る
に
似
た
「
蘇
小
小
』

の
悲
歌
を
歌
っ
た
の
は
、
か
れ
が
学
僧
た
ち
よ
り
深
く
『
携
伽
経
』
を
読
み
と
っ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
わ
た
し
は
信
ず
る
。

「
蘇
小
小
歌
」
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
詩
で
も
な
く
、
唯
美
主
義
的
な
詩
で
も
な
い
。
極
め
て
正
確
に
現
実
世
界
の
真
実
を
写
し

て
象
徴
の
域
に
達
し
た
も
の
、
と
で
も
い
え
ば
文
学
史
向
き
に
は
よ
い
か
も
し
れ
ぬ
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
レ
ッ
ー
ァ
ル
な
ん
ぞ
は
は

に
立
て
ば
こ
そ
『
蘇
小
小
歌
」
を
歌
い
得
た
。

』
一
巴

』

年

＝

一
九
八
三
年
七
月
十
六
日
一
八
二
五

̅

｡
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一
九
六
六
年
夏
、
「
栂
伽
」
を
審
い
て
、
李
賀
の
四
世
の
祖
は
李
孝
逸
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
か
れ
が
褐
伽
経
を
手
許
に
お
い
た

の
は
孝
逸
の
冥
福
を
祈
る
気
持
も
あ
っ
た
ろ
う
、
と
の
べ
た
。
そ
の
文
を
引
い
て
お
く
。

」一色

知
的
遊
興
味
だ
け
で
仏
典
に
近
づ
く
ひ
と
は
今
日
で
も
そ
う
多
く
は
な
い
。
千
二
百
年
以
前
の
ひ
と
で
あ
る
李
賀
は
、
自
身

の
惑
い
を
断
つ
こ
と
を
も
願
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
ゆ
か
り
の
ひ
と
の
冥
福
を
祈
る
気
持
が
強
か
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
そ
の
と
き
橿
伽
経
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
心
に
念
ず
る
ひ
と
が
狼
牙
騰
国
の
王
族
の
上
う
な
不
遇
の
賢
者
で
あ
っ
た
か
、

あ
る
い
は
さ
ら
に
苛
酷
な
運
命
に
死
に
そ
の
霊
が
夜
叉
と
な
っ
た
と
感
ぜ
ら
れ
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
暗
示
す
る
。
君
に
対

わ

●

す
る
忠
愛
の
誠
ゆ
え
に
謹
謹
を
こ
う
む
っ
て
追
放
せ
ら
れ
泊
羅
の
鬼
と
な
っ
た
屈
原
の
文
集
を
か
れ
が
揺
伽
と
あ
わ
せ
て
机
辺

に
難
き
表
か
つ
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
傍
証
す
る
。

Ｆ
」
合
一

あ
る
。 撮

伽
経
で
羅
婆
那
夜
叉
王
が
釈
尊
の
説
法
を
請
う
形
を
と
る
の
は
、
こ
の
経
が
悪
道
に
堕
ち
た
も
の
の
救
済
を
本
旨
と
す
る

か
ら
で
あ
っ
て
、
釈
尊
の
迫
害
者
肝
冨
§
静
凹
を
す
く
う
た
め
に
『
妙
法
蓮
華
経
』
提
婆
達
多
品
が
説
か
れ
た
よ
う
な
も
の
で

年

李

孝ー

三

一一

二 逸

』Ｐ）

一

4５ｑ
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一
九
七
九
年
十
月
十
九
日
穆
一
．
宋
高
僧
伝
』
を
読
ん
で
い
て
、
そ
の
巻
八
「
習
禅
篇
第
三
之
こ
の
「
唐
越
州
雲
門
寺
道
亮
伝
」

に
季
孝
逸
の
名
を
見
出
し
た
。
一
．
僧
伝
』
は
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
五
十
冊
に
収
め
る
も
の
で
、
そ
の
項
は
七
五
七
頁
で
あ
る
。

著
者
は
賛
寧
、
宋
の
太
宗
の
勅
命
に
よ
り
九
八
二
’
九
八
八
年
に
謡
き
、
時
と
し
て
誤
り
を
ふ
く
黄
ぬ
で
は
な
い
が
「
真
に
力
作
た

り
」
と
は
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
の
批
評
で
あ
る
。
原
文
を
次
に
写
し
て
お
く
。

李
蕊
の
時
代
に
存
し
た
漢
訳
鍔
伽
経
に
、
四
巻
（
宋
訳
）

し
た
の
は
十
巻
本
で
あ
ろ
う
蕊
と
い
う
こ
と
も
そ
こ
で
の
べ
た
。

唐
越
播
霊
門
寺
遁
亮
傳

稗遺亮押姓朱氏。越州人也。厭考前刺臺會蒋

罰
亮
年
八
歳
。
出
家
極
通
産
塞
受
具
後
學
・
河

中
三
蕊
穐
譲
浬
繋
蕊
郭
入
“
深
谷
一
破
衣
蕊
形

蔬食費奇●不し交・俗務直守童異郷調元年

孝和皇帝詔尭與。法蹴宗師十人ｘ・長樂大

内》坐夏安居・時帝命受詳蔬戒蓉宗及妃后

筆
異
錦
衾
醗
席
三
年
詔
於
雲
西
園
間
遣
．
朝
廷

欽
貴
厘
犬
都
督
李
孝
遡
工
部
獅
番
張
錫
國
子
監

周
業
蟹
激
秘
番
監
賀
知
章
睦
州
刺
史
康
誰
．
同

心
墓
仰
霞
問
認
心
多
結
齢
費
一
或
傳
・
香
火
卒

年
八
十
二
・
門
人
慈
遠
等
蕊
塔
萬
審
賎
鐸
銘
紀

遮・・‘

１

唐
の
越
州
〈
今
の
湘
江
省
紹
興
〉
雲
門
寺
の
道
亮
の
伝

釈
道
亮
、
俗
姓
は
朱
氏
、
越
州
の
人
で
あ
る
。
そ
の
父
は
前
の
会
稽
郡
の
刺

史
で
あ
っ
た
。
亮
は
八
歳
の
年
に
出
家
し
、
経
典
学
に
精
通
し
、
具
足
戒
を

受
け
て
比
丘
と
な
っ
た
の
ち
河
中
の
．
三
論
を
学
び
、
浬
薬
経
を
講
じ
も
し
た
。

つ
い
で
深
谷
に
入
り
、
破
衣
を
ま
と
い
疎
食
で
命
を
つ
な
ぎ
、
俗
務
を
事
と

せ
ず
童
心
の
純
爽
を
守
っ
た
。
神
竜
元
年
〈
七
○
五
〉
孝
和
皇
帝
〈
中
宗
〉

が
詔
し
て
道
亮
と
当
時
の
法
席
の
宗
師
と
い
わ
れ
る
僧
十
人
を
長
楽
宮
の
内

裏
に
入
れ
夏
安
居
を
い
と
な
ま
せ
た
。
そ
の
時
、
帝
は
道
亮
を
戒
師
と
し
て

菩
薩
戒
を
受
け
た
。
〈
の
ち
の
〉
叡
宗
や
〈
中
宗
の
〉
后
妃
が
異
国
の
錦
の

し
と
ね
、
毛
既
の
座
席
を
送
り
と
ど
け
た
。
二
年
、
詔
し
て
西
園
で
仏
道

、
十
巻
（
魏
訳
）
、
七
巻
（
唐
訳
）
の
三
本
が
あ
り
、
賀
が
愛
読

回
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こ
の
伝
は
、
万
氏
の
文
に
拠
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
が
、
万
氏
の
そ
の
文
は
失
わ
れ
た
も
の
ら
し
く
『
全
唐
文
』
に
も
『
唐
文
拾
遺
』

等
に
も
見
え
な
い
。
「
全
唐
文
』
（
巻
三
百
三
十
五
）
に
は
「
斉
融
は
越
州
の
人
、
官
は
秘
書
省
正
字
、
出
で
て
篦
山
の
令
と
な
る
』

と
い
い
文
三
篇
を
収
め
、
そ
の
二
つ
は
「
阿
育
王
寺
常
住
田
碑
」
「
法
華
寺
戒
壇
院
記
」
・
前
者
は
『
金
石
藷
編
・
』
巻
一
百
八
に
も

収
め
、
後
者
に
は
「
天
宝
三
教
十
一
月
二
十
五
日
」
の
日
付
が
み
え
る
。
『
旧
唐
喜
』
賀
知
章
の
伝
に
は
、
万
氏
が
神
竜
中
に
賀
氏

ら
呉
越
の
俊
秀
と
共
に
そ
の
文
名
が
首
都
の
人
々
に
も
も
て
は
や
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
同
じ
越
州
の
人
だ
か
ら
道
亮
に
関
す
る
記
述

は
信
ず
べ
き
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
『
僧
伝
』
が
こ
れ
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
玄
ず
は
正
確
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

．
さ
て
、
雲
門
寺
は
、
紹
興
東
南
約
一
八
キ
ロ
に
あ
る
雲
門
山
中
の
寺
で
、
晋
の
中
喜
令
王
子
敬
が
こ
こ
で
五
色
の
雲
を
見
た
こ
と

に
因
ん
で
建
て
ら
れ
た
。
宋
代
の
地
理
雷
『
嘉
泰
会
稽
志
』
に
は
こ
の
寺
に
住
ん
だ
高
僧
と
し
て
法
華
経
読
調
で
知
ら
れ
る
釈
弘
明

（
梁
高
僧
伝
巻
十
二
）
や
唐
の
詩
僧
釈
霊
一
は
載
せ
る
が
道
亮
の
名
を
掲
げ
な
い
。
ま
た
こ
の
本
の
巻
二
は
郡
・
州
の
太
守
・
刺
史

等
を
記
述
し
、
道
亮
の
父
の
朱
氏
ら
し
い
人
の
名
は
見
え
な
い
が
、
李
孝
逸
の
名
は
、
「
太
守
」
の
項
に
あ
っ
て
「
或
亨
二
年
〈
六
七

一
〉
三
月
、
常
州
〈
今
の
江
蘇
省
常
州
〉
よ
り
授
け
ら
る
。
〈
の
ち
〉
益
州
〈
四
川
省
成
都
〉
の
〈
大
都
督
府
〉
長
史
に
移
る
』
と

大
都
督
の
季
孝
逸
、
工
部
尚
霄
の
張
錫
、
国
子
監
の
周
業
、
崔
融
、
秘
書
監
の
賀
知
章
、
睦
州
刺
史
の
康
誌
が
心
を
一
つ
に
し
て

仰
慕
し
、
請
う
て
禅
心
を
問
う
た
。
多
く
の
人
々
が
師
弟
の
縁
を
結
び
、
そ
の
あ
る
者
は
伝
灯
を
受
け
渡
し
た
。
卒
年
八
十
二
歳
。

門
人
の
慧
遠
ら
が
塔
を
建
て
、
万
斉
融
が
碑
銘
を
作
っ
て
そ
の
行
状
を
記
し
た
。

を
問
う
た
。
朝
廷
の
人
た
ち
は
喜
び
尊
重
し
た
。
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道
亮
は
そ
の
伝
に
い
う
よ
う
に
『
浬
築
経
』
を
講
じ
た
ほ
ど
の
人
で
あ
る
か
ら
、
華
厳
・
法
華
な
ど
を
は
じ
め
経
論
に
く
わ
し
か

っ
た
は
ず
で
、
吉
蔵
の
著
喜
に
引
か
れ
る
主
だ
っ
た
も
の
に
は
目
を
さ
ら
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
栂
伽
に
つ
い
て
い
え
ば
望
ロ
蔵

が
依
用
す
る
の
は
十
巻
本
で
あ
っ
た
。
道
亮
も
ま
た
十
巻
本
に
よ
っ
て
『
梯
伽
経
』
を
読
ん
だ
に
違
い
な
い
。

「
河
中
の
三
論
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
わ
た
し
に
は
分
ら
な
い
。
三
論
家
で
は
「
関
中
」
「
関
内
」
の
語
で
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ

と
そ
の
門
下
、
「
河
西
」
の
語
で
道
朗
の
学
説
を
指
し
、
そ
の
両
系
の
学
説
を
あ
わ
せ
て
「
関
河
の
旧
説
」
と
三
論
の
大
成
者
吉
蔵

（
五
四
九
’
六
二
三
）
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が
平
井
俊
栄
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
』
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
「
河
中
の
三
論
」
は

「
関
中
の
三
輪
』
「
河
西
の
三
論
」
一
-
関
河
の
三
論
』
の
い
ず
れ
か
の
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
、
関
河
の
旧
説
を
綜
合
大
成
し
た
吉
蔵
は
、
会
稽
の
嘉
祥
寺
に
止
住
し
教
化
講
説
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
嘉
祥
大
師
」

と
よ
ば
れ
た
人
で
あ
る
。
道
亮
の
学
ん
だ
三
論
は
、
た
ぶ
ん
吉
蔵
の
三
論
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
，
河
中
の
三
論
』
と
伝
に
い
う
の
は
、

遭
亮
が
「
習
禅
」
の
人
で
は
あ
っ
て
も
、
達
磨
を
祖
と
す
る
禅
者
た
ち
と
は
違
う
系
統
の
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と

察
せ
ら
れ
る
。
今
か
ら
見
る
と
、
禅
者
と
い
え
ば
達
磨
の
門
下
し
か
賭
れ
立
た
な
い
が
、
そ
れ
は
李
賀
よ
り
は
後
の
禅
門
の
史
家
の

描
い
た
図
柄
で
あ
っ
て
、
初
唐
の
実
際
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
近
時
の
研
究
が
次
点
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

当
時
の
達
磨
門
下
は
自
ら
橡
伽
宗
と
称
し
、
四
巻
本
を
伝
承
修
行
す
る
こ
と
を
宗
の
本
旨
と
し
た
。
と
は
い
っ
て
も
他
の
大
乗
諸

経
典
を
読
雀
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

記
し
、
『
成
淳
毘
陵
志
』
巻
七
に

．
旧
『
唐
雷
』
の
欠
を
補
い
得
る
。

三

一

「
李
孝
逸
、
或
亨
二
年
常
州
刺
史
と
な
り
、
三
月
越
州
都
督
に
移
る
」
と
い
う
記
事
と
共
に
、
新

ー
』

』一一一一

三三

一呈玲
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道
亮
の
伝
で
、
長
楽
宮
に
入
っ
た
の
は
、
李
孝
逸
の
死
後
ほ
と
ん
ど
十
五
年
。
孝
逸
が
は
じ
め
て
道
亮
に
会
っ
た
の
は
、
か
れ
が

常
州
か
ら
越
州
に
転
任
し
た
六
七
一
年
三
月
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
益
州
大
都
督
府
長
史
と
な
っ
た
の
が
何
時
か
は
分
ら

ぬ
が
、
『
旧
唐
毒
』
の
い
う
「
高
宗
末
年
』
が
そ
れ
だ
と
す
る
と
、
十
年
前
後
は
越
州
に
い
た
こ
と
に
な
る
・
・
道
亮
と
は
年
齢
も
相

近
い
。
好
学
の
孝
逸
が
学
問
に
す
ぐ
れ
、
習
禅
に
徳
行
を
磨
い
た
道
亮
に
会
っ
て
傾
倒
す
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
か
れ
は
道
亮
に
従

っ
て
大
乗
の
諸
経
、
三
輪
の
諾
典
に
眼
を
さ
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
，
。
そ
う
し
て
『
橿
伽
経
』
を
十
巻
本
で
誠
ん
だ
-
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
と
れ
よ
り
前
に
釈
法
沖
（
五
八
七
’
六
六
五
？
）
な
る
人
が
い
て
、
字
は
孝
敦
、
姓
李
氏
、
随
西
成
紀
の
人
で
青
年
時
代

房
玄
齢
を
友
と
し
た
が
、
母
の
死
に
あ
い
、
浬
藥
経
を
読
み
出
家
し
、
三
論
・
概
伽
を
学
び
、
の
ち
禅
宗
二
祖
恵
可
の
弟
子
に
あ
た

る
人
か
ら
四
巻
本
を
授
か
り
、
初
唐
の
禅
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
（
続
高
僧
伝
）
・

同
じ
李
氏
で
あ
り
、
房
氏
は
孝
逸
の
父
李
神
通
の
同
僚
だ
か
ら
、
孝
逸
は
法
沖
の
名
を
知
り
、
そ
の
学
風
も
禅
風
も
わ
き
を
え
て

い
た
ろ
う
に
、
法
沖
に
学
ば
ず
に
道
亮
に
従
っ
た
の
は
、
椙
伽
に
お
い
て
、
十
巻
本
か
ら
四
巻
本
に
移
っ
た
法
沖
よ
り
も
、
十
巻
本

を
守
っ
た
道
亮
に
同
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
推
せ
な
く
も
な
い
。

説
明
が
あ
と
さ
き
に
な
っ
た
が
、
三
論
学
派
と
は
、
四
○
一
年
長
安
に
入
関
し
た
ク
ッ
チ
ャ
の
翻
訳
三
蔵
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ

（三五○’四○九）によって伝訳された『中論』『百論』『十二門論』という三つの論の教義の研究を中核に展

争
０

鋸
し
た
中
国
仏
教
の
一
学
派
（
平
井
氏
前
掲
書
）
で
、
と
の
三
論
の
原
著
者
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
で
あ
り
、
同
著
者
・
同
訳
者
の

『
大
智
度
論
』
と
と
も
に
大
乗
仏
教
を
学
ぶ
た
め
の
根
本
的
な
理
論
書
で
あ
る
。

同
じ
三
論
家
で
、
し
か
も
実
行
を
重
ん
じ
る
修
禅
の
人
で
あ
り
、
と
も
に
權
伽
を
重
ん
じ
な
が
ら
、
そ
の
依
る
と
こ
ろ
が
四
巻
本

二

一一一戸・・．・・一

タ、

、

『
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李
賀
が
唐
の
皇
室
鄭
王
の
子
孫
な
る
こ
と
、
そ
の
鄭
王
が
い
わ
ゆ
る
大
鄭
王
な
る
こ
と
は
、
既
に
先
人
が
い
う
。
大
鄭
王
の
は
じ

め
の
人
は
李
神
通
で
あ
る
。
神
通
の
第
十
一
子
李
孝
逸
が
賀
の
四
世
の
祖
で
あ
ろ
う
、
と
わ
た
し
が
初
め
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
証
し

す
る
た
め
に
幾
つ
か
の
文
章
を
富
い
た
が
、
い
わ
ば
状
況
証
拠
を
並
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
本
稿
も
ま
た
そ
の
主
う
な
性
質
の
も
の
で

あ
ろ
う
。
状
況
を
裏
づ
け
る
物
的
証
拠
は
ま
だ
現
れ
ぬ
。
従
っ
て
蓋
然
の
論
た
る
に
過
ぎ
ぬ
。

さ
き
ご
ろ
李
神
通
の
墓
が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
の
簡
報
が
発
表
さ
れ
た
ま
室
で
、
詳
報
に
は
未
だ
接
し
な
い
が
、
、
ぎ
い
簡
報
だ
け
で

李
賀
が
案
前
に
撹
伽
を
お
い
た
こ
と
は
、

た
が
物
的
な
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
十
巻
本
に
分
れ
る
の
は
、
十
巻
本
の
「
請
仏
品
」
を
ど
う
見
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
十
巻
本
を
捨
て
て
四
巻
本
を
と
っ
た
人
は
、

夜
叉
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
悲
し
み
な
ど
は
幻
夢
、
ラ
ン
カ
ー
の
宮
殿
は
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
．
ァ
の
城
と
見
え
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
現
に
眼
の

前
に
あ
り
あ
り
と
存
在
す
る
世
間
の
虚
仮
に
気
づ
き
、
信
じ
た
人
の
心
も
お
の
れ
の
心
も
信
じ
が
た
く
な
る
と
き
、
そ
の
幻
夢
こ
そ

真
実
で
あ
っ
た
と
驚
き
、
「
請
仏
品
」
の
幾
重
に
も
錯
綜
し
た
表
現
の
深
致
に
悲
嘆
を
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
簡
浄
を
愛
す
る
豪
傑
は
、

「
請
仏
品
」
の
ほ
と
ん
ど
を
切
り
す
て
数
学
の
公
式
集
の
よ
う
に
な
っ
た
四
巻
本
を
よ
し
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
法
沖
は

お
そ
ら
く
、
前
半
生
に
み
ず
か
ら
「
請
仏
品
」
を
生
き
、
ラ
ー
ヴ
ァ
ナ
の
悲
し
み
を
味
わ
い
尽
し
た
た
め
に
、
摘
要
の
四
巻
本
の
み

を
た
ず
さ
え
、
「
請
仏
品
』
の
幻
出
を
封
じ
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
な
ら
ば
知
ら
ず
に
無
視
す
る
の
と
は
異
る
。

李
孝
逸
と
撮
伽
に
つ
い
て
わ
た
し
の
述
べ
得
る
こ
と
は
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。

李
賀
が
案
前
に
撹
伽
を
お
い
た
こ
と
は
、
か
れ
自
身
が
い
う
。
そ
の
撮
伽
の
十
巻
本
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
わ
た
し
が
初
め
て
い
つ

冑
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わ
た
し
の
仮
説
は
、
李
賀
の
墓
碑
が
掘
り
お
こ
さ
れ
、
李
孝
逸
の
墓
が
掘
り
お
こ
さ
れ
る
と
き
に
は
、
事
実
だ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
か
も
し
れ
ず
、
と
ん
で
も
な
い
誤
り
と
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
わ
た
し
は
、
し
か
し
、
人
の
墓
を
あ
ば
く
の
は
好
き
で
は
な
い
。

李
賀
も
、
季
孝
逸
も
、
そ
の
墓
も
知
ら
れ
ず
に
、
そ
っ
と
眠
っ
て
い
て
く
れ
れ
ば
聖
い
。
か
れ
ら
の
命
は
、
李
賀
の
二
百
数
十
首
の

も
中
国
の
正
史
が
覆
っ
た
真
実
が
よ
み
が
え
っ
た
。
忠
誠
を
尽
し
た
女
帝
に
追
放
さ
れ
海
南
の
孤
島
で
命
終
を
迎
え
た
ろ
う
李
孝
逸

は
、
死
後
二
十
年
、
名
誉
は
回
復
さ
れ
益
州
大
都
督
は
贈
ら
れ
て
も
、
そ
の
残
骨
が
祖
先
の
墓
に
改
葬
さ
れ
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か

で
は
な
い
。
墓
碑
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
望
蚕
ぬ
方
が
よ
い
か
も
し
れ
ぬ
。

一
九
八
一
年
五
月
五
日
、
河
北
北
京
師
範
学
院
中
文
系
資
料
室
・
中
国
社
会
学
院
文
学
研
究
所
図
雷
資
料
室
編
『
中
国
古
典
文
学

研
究
論
文
索
引
増
訂
本
』
（
一
九
四
九
’
一
九
六
六
・
六
）
の
第
三
次
印
刷
本
（
一
九
八
○
年
十
一
月
・
北
京
中
華
書
局
刊
）
を
見

て
い
て
、
一
五
一
、
二
頁
の
李
賀
に
関
す
る
論
文
の
中
に
「
李
賀
墓
和
李
賀
其
人
」
（
依
蒸
）
甘
粛
日
報
（
一
九
六
二
・
一
・
二

五
）
を
み
つ
け
ガ
ク
ゼ
ン
と
し
た
。
李
賀
の
墓
が
遣
っ
て
い
た
の
か
。
わ
た
し
は
早
速
、
朋
友
霄
店
の
土
江
澄
男
氏
に
電
話
し
、
何

と
か
入
手
で
き
た
い
も
の
か
、
と
相
談
し
た
。
氏
は
こ
の
た
め
に
随
分
手
を
尽
き
れ
た
が
、
徒
労
に
終
っ
た
。
外
国
の
、
こ
と
に
民

間
の
一
私
人
に
は
渡
ら
ぬ
資
料
ら
し
い
。
そ
の
後
、
こ
れ
に
触
れ
る
研
究
に
出
あ
わ
な
い
の
は
、
中
国
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
入
手

●

し
に
く
い
資
料
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
土
江
氏
に
は
申
し
わ
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

中
島
長
文
氏
の
こ
こ
数
年
に
雷
か
れ
た
も
の
訳
さ
れ
た
も
の
を
読
む
と
、
中
国
の
図
書
館
は
必
ず
し
も
研
究
者
に
と
っ
て
利
用
し

易
い
も
の
で
は
な
く
、
魯
迅
に
関
す
る
研
究
も
ま
ま
な
ら
ぬ
こ
と
が
少
く
表
い
ら
し
い
。
自
由
の
国
と
い
わ
れ
る
日
本
で
も
五
十
歩

百
歩
だ
か
ら
、
そ
れ
が
世
間
と
思
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
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捨
て
る
に
は
惜
し
く
、
。
書
き
写
し
て
お
い
た
も
の
。

そ
の
一
は
、
鄭
蘭
孫
の
「
西
冷
弔
蘇
小
墓
』
全

詩
の
中
で
、
い
き
い
き
と
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
。

李
賀
の
『
蘇
小
小
歌
」
を
説
む
ゅ
か
り
で
、
他
の
詩
人
た
ち
の
蘇
小
小
を
う
た
う
作
を
ず
い
ぶ
ん
ノ
ー
ト
に
書
き
こ
ん
だ
。
た
い

て
い
似
た
り
主
っ
た
り
で
、
し
ま
い
に
は
ば
か
ら
し
く
な
っ
て
や
め
た
。
こ
と
し
三
月
八
日
、
乱
読
中
に
見
出
し
た
次
の
二
首
は
、

香
車
無
復
偲
芳
塵

帳
望
西
冷
草
似
菌

楊
柳
風
前
思
舞
袖

桃
花
雨
後
認
歌
鳧

詔
華
迅
速
憐
佳
日

煙
樹
蒼
荘
働
美
人

千
古
情
深
児
女
夢 蘇

小

鶏

肋

青
春
は
た
ち
誉
ち
に
過
ぎ
か
つ
て
の
佳
き
日
の
あ
わ
れ
さ

け
ぶ
る
樹
は
は
る
ば
る
と
美
人
を
な
げ
く

千
年
の
む
か
し
た
が
ら
に
情
の
深
さ
よ
女
の
夢
の

雨
に
ぬ
れ
る
桃
の
花
の
も
と
歌
声
が
き
こ
え
る
み
た
い

美
し
い
車
は
も
は
や
花
や
か
な
塵
を
ひ
い
て
や
っ
て
く
る
こ
と
・
は
な
い

西
冷
を
か
な
し
み
望
め
ば
草
は
し
と
ね
の
よ
う
だ

風
に
な
び
く
柳
の
前
で
は
舞
衣
が
し
の
ば
れ

（
西
冷
に
蘇
小
の
墓
を
弔
ふ
） （

一
九
八
三
年
七
月
二
十
鴎
ｇ
一
一
・
一
五
）

一

、

●
８
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林
氏
。
（
一
二
四
二
’
二
三
○
）
、
事
は
徳
陽
、
温
州
平
陽
の
人
。
宋
末
の
官
吏
、
宋
滅
亡
後
は
野
人
と
し
て
征
服
王
朝
に
抵
抗

し
た
。
右
の
詩
は
『
露
山
集
』
（
一
九
六
○
年
・
上
海
中
華
審
局
刊
）
巻
二
に
収
め
る
。
訳
文
は
い
く
ら
か
わ
た
し
の
考
え
に
引
き

盤
せ
た
感
も
な
い
で
は
な
い
。
が
、
林
氏
の
作
は
李
賀
の
詩
を
思
い
う
か
ぺ
て
作
っ
た
こ
と
、
蚕
ず
間
違
い
た
く
、
賀
の
「
蘇
小
小

歌
」
理
解
に
お
い
て
、
賀
の
死
後
今
日
ま
で
、
と
の
人
を
越
え
る
も
の
は
あ
る
ま
い
、
と
思
う
。

『
蓮
因
室
詩
詞
集
』
（
一
八
七
五
年
刊
）
巻
上
に
収
め
る
。

-
そ
の
二
は
、
林
景
煕
の
「
蘇
小
小
墓
」

三

作
者
は
、
字
は
娯
清
、
杭
州
仁
和
の
人
で
同
地
の
徐
鴻
謨
の
妻
。
・
一
八
六
一
年
に
死
に
年
は
わ
か
ら
な
い
。
右
の
詩
は
そ
の
遺
著

さ
す
が
は
女
人
の
作
、
軽
薄
さ
の
な
い
の
が
い
い
。

歌
扇
風
流
億
旧
家

一
丘
落
月
幾
啼
鴉

芳
魂
不
肯
為
黄
土

猶
幻
燕
支
半
樹
花

夕
賜
愚
弔
湾
傷
禅
夕
陽
も
と
も
に
と
ぶ
ら
う
主
う
に
ぼ
の
ぐ
ろ
く
わ
た
し
の
心
を
傷
さ
せ
る

二

ぺ
に
う
つ
く
し
き
幻
の
ひ
と
か
も
半
ば
樹
を
お
ほ
ふ
花

歌
の
扇
の
み
や
び
か
に
む
か
し
の
家
ぞ
し
の
ぱ
る
る

ひ
と
つ
の
丘
に
落
つ
る
月
・
い
く
た
び
か
啼
け
る
鵺
や

臆
こ
り
た
か
き
魂
魂
あ
ば
れ
土
く
れ
と
た
る
を
拒
み
て

ー

〃

』一
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一
九
七
六
年
三
月
拙
稿
「
残
糸
曲
」
（
本
誌
第
十
四
号
）
を
書
く
と
き
、
「
緑

餐少年金誤客、標粉壷中沈號珀」を釈くために、わたしが子供のころ

読
ん
だ
中
国
（
？
）
の
説
話
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
そ
の
出
拠
が

見
あ
た
ら
ず
、
や
む
な
く
ぴ
っ
た
り
は
し
な
い
が
「
壷
公
説
話
」
と
「
巨
霊
説
話
」

で
、
い
わ
ば
、
間
に
合
わ
せ
た
。
間
に
は
合
っ
た
が
ゆ
る
ん
だ
入
れ
歯
の
よ
う
に

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
そ
い
っ
が
持
ち
上
っ
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
一
九
八
○
年
夏
、
安

居
の
つ
も
り
で
『
大
正
蔵
経
』
第
四
巻
を
読
ん
で
い
た
ら
、
そ
い
つ
に
ぶ
つ
か
っ

た
。
地
獄
で
地
蔵
さ
ま
に
逢
っ
た
よ
う
に
う
れ
し
か
っ
た
。
呉
天
竺
三
蔵
康
僧
会

訳
『
旧
雑
醤
職
経
』
巻
上
第
十
八
話
で
原
文
は
下
掲
の
通
り
。
以
下
拙
訳
。

む
か
し
国
王
が
い
て
、
婦
人
を
き
び
し
く
取
り
し
蚕
っ
た
。
正
夫
人
が
太
子
に

い
う
。
わ
た
し
は
お
前
の
母
だ
が
、
生
れ
て
か
ら
国
中
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
一

度
出
て
み
た
い
か
ら
、
お
前
か
ら
王
に
い
っ
て
お
く
れ
。
太
子
は
王
に
言
い
、
王

が
許
し
た
の
で
、
太
子
は
自
ら
車
を
御
し
、
群
臣
を
道
路
に
出
し
奉
迎
拝
礼
さ
せ

た
。
夫
人
は
そ
の
手
を
出
し
帳
を
開
い
て
、
人
た
ち
に
（
お
の
れ
の
姿
を
）
見
え

老

仙

・

壷

・

女

人

．

少

年

受）昔有國王持婦女念．⑳正夫人謂太壬．我

爲
汝
母
生
不
見
國
中
．
欲
一
出
汝
可
白
王
。
如

是至三。太子白王。王則聴。太子自爲御車。

出群臣於遡路．奉迎爲拝夫人。出其手開媛．

令人得見之・太子見○女人而如是。便詐腹

蒲而遁．夫人言．我無相甚突．太子自念。我

母岬常如此．何況餘乎。夜便委圃去入山中．

遊観．時遭遥有樹．下有好泉水。太子上樹．

逢見梵志濁行來入水⑨池浴出飯食。作術吐

出一壷．壷中有女人．與於鮮麗作家室．梵

志逢得臥．女人則復作術。吐出一壷．壷中

有
年
少
男
子
復
與
共
臥
巳
使
呑
壷
。
須
夷
梵
志

起復内婦薯壷中や呑之己作杖而去・太子蹄

國白王。請遁人及諸臣下。持作三人食薯一

邉．梵志既至言．我濁自耳．太子日。道人鴬

出婦共食。道人不得止出婦？太子訓鐡。営

出
男
子
共
案
如
是
至
三
。
不
得
止
出
男
子
共
食

已便去。王間太子．汝何因知之・答日。我母

欲槻悶中．我爲郷車．母出手令人見之．我

念女人能多欲．便詐販燕遼入山。見是道人

蔵
婦
腹
中
鴬
有
姦
如
是
女
人
姦
不
可
麺
願
大

王赦宮中自在行來．王則勅後宮中。其欲行

者従志也。師臼．天下不可信女人也．-
回
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