
「長恨歌」の玉妃のことばと仏伝 :
『竹取物語』および初期物語の仏教受容について考
えるための試論

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-04-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 久保, 堅一

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/7503URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

『

竹
取
物
語』

お
よ
び
初
期
物
語
の
仏
教
受
容
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
試
論

久

保

堅

一

は
じ
め
に

『

竹
取
物
語』

を
含
め
た
初
期
の
物
語
文
学
が
誕
生
し
た
背
景
は
、
容
易
に
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
大
き
な
問
題
系
で
あ
る
。
だ

が
、
多
く
の
先
学
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
文
学
の
成
立
に
漢
籍
の
受
容
が
重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

(

１)

。

な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
神
仙
譚
で
あ
っ
た
。『

竹
取
物
語』

に
お
け
る
神
仙
譚
の
受
容
や
そ

の
意
義
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
指
摘
や
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た

(

２)

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
特
に
積
極
的
に
論
じ
て
い
る
渡
辺
秀
夫
氏
に
よ

れ
ば
、『

竹
取
物
語』

の
成
立
期
で
あ
る
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
、『

竹
取
物
語』

作
者
も
属
す
る
で
あ
ろ
う

｢

平
安
前
期
文

人
社
会｣

に
お
い
て
は

｢

神
仙
ワ
ー
ル
ド｣

(

仙
人
や
仙
境
を
描
く
小
説
世
界)

が
流
行
し
て
お
り
、
そ
れ
が
い
わ
ば

｢

大
き
な
テ
キ
ス
ト｣

と
し
て

『

竹
取
物
語』

を
生
み
出
す
基
盤
と
な
っ
て
い
た
と
い
う

(

３)

。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
、『

竹
取
物
語』

ひ
い
て
は
初
期
物
語
が

｢

東

ア
ジ
ア
文
化
圏
の
波
動
を
刺
激
と
し
て
形
成
さ
れ
た｣

(

神
野
藤
氏)

こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
物
語
文
学
の
誕
生
に
つ
い
て
闡
明
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
海
彼
の
文
献
や
知
識
が
い
か
に
摂
取
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
重
要
な
研
究
課
題
と
し
て
あ
る
。

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝
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だ
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
仏
教
の
受
容
に
つ
い
て
は
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
る
。『

竹
取
物
語』

と
仏
教
と
の
関
係
は
深
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
神
仙
譚
に
関
す
る
研
究
の
充
実
度
に
は
及
ば
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

(

４)

。『

竹
取
物
語』

の
成
立
に
は
、
神
仙
譚
と
同
じ
く
ら
い
に
仏

教
も
ま
た
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
融
合
、
混
淆
し
て
物
語
世
界
を
支
え
て
い
る

(

５)

。
そ
う
し
た
様
態
を
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
仏
教
受
容
の
意
義
を
見
据
え
る
こ
と
が
、『

竹
取
物
語』

研
究
の
現
在
の
課
題
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
九
世
紀
の
物

語
作
者
層
が
仏
教
を
い
か
に
受
容
し
、
初
期
物
語
の
創
造
に
利
用
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
文
芸
創
作
に
お
け
る
仏
伝

(

釈
尊
伝)

の
利
用
と
い
う
営
為
に
注
目
し
、
考
察
を
加
え
る
も

の
で
あ
る
。
す
で
に
稿
者
は

『
竹
取
物
語』

の
仏
伝
受
容
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
の
で
、
ま
ず
そ
の
内
容
に
触
れ
て

お
き
た
い

(

６)

。
こ
の
研
究
は
、
代
表
的
な
仏
伝
経
典

『

過
去
現
在
因
果
経』

を
主
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
仏
伝
が
か
ぐ
や
姫
・
翁
親
子
の

｢

出
会

い
と
別
れ｣

と
い
う
枠
を
か
た
ど
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
物
語
冒
頭
で
翁
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
か
ぐ
や
姫
に
誕
生
後
の
釈
尊
と
重
な
る
要
素
が
見
つ
か
る
と
と
も
に
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
を
め
ぐ
る
場
面
に
お
い
て
も
釈
尊
の

踰
城
・
出
家
と
対
応
す
る
設
定
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
え
で
重
視
し
た
の
は
、
城
を
出
た
釈
尊
が
従
者
の
車
匿

し
ゃ
の
く

に
形

見
の
品
を
託
し
、
そ
れ
を
携
え
た
車
匿
が
父
王
は
じ
め
釈
尊
の
家
族
の
も
と
に
帰
還
し
た
場
面
と
の
対
応
で
あ
る
。
釈
尊
に
取
り
残
さ
れ
た
父

王

(

と
家
族)

の
絶
望
は
、
か
ぐ
や
姫
と
離
別
す
る
翁
の
姿
に
摂
取
さ
れ
て
そ
の
悲
嘆
の
情
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
、

冷
静
に
形
見
を
託
す
釈
尊
の
位
相
と
重
な
る
は
ず
の
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
、
地
上
の
人
間
た
ち
と
同
じ
地
点
で
別
れ
の
悲
し
み
に
沈
み
込
む
。
こ

れ
は
、
仏
伝
に
お
い
て
は
親
子
の
別
れ
に
と
も
な
う
悲
嘆
が
断
ち
切
ら
れ
る
べ
き

｢

恩
愛｣

と
し
て
あ
る
の
に
対
し
、『

竹
取
物
語』

で
は
そ

れ
が
物
語
の
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

竹
取
物
語』

作
者
は
仏
伝
を
枠
と
し
て
利
用
し
つ
つ
、

そ
の
な
か
か
ら
仏
教
で
は
否
定
さ
れ
る
煩
悩
や
執
着
を
積
極
的
に
す
く
い
上
げ
、
そ
れ
を
主
題
的
な
位
置
に
据
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
研
究
か
ら
は
、
仏
教
が
否
定
的
に
捉
え
る
人
間
感
情
を
物
語
の
創
作
に
活
か
す
営
為
や
、
さ
ら
に
は
物
語
創
作
に
お
け
る
人
間
理
解

の
基
盤
と
な
る
よ
う
な
仏
教

(

仏
伝)

受
容
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
営
為
や
受
容
は
九
世
紀
の
物
語
作
者
層
に
お
い
て
ど

二
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こ
ま
で
共
有
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
全
に
残
さ
れ
て
い
る
初
期
物
語
が

『

竹
取
物
語』

の
み
と
い
う
状
況
で
は
調
査
の
手
立
て
も
ご
く

限
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
如
上
の
仏
教
受
容
を

『

竹
取
物
語』

作
者
固
有
の
も
の
と
見
な
す
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
彼
の
よ
う

な
仏
伝
と
の
関
わ
り
を
、
で
き
る
だ
け
当
時
の
知
識
人
層
の
な
か
に
置
い
て
考
え
た
い
。
物
語
文
学
と
仏
教
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
物
語
文
学

誕
生
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
国
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
に
あ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿

は
、
白
居
易
の
著
名
な
詩
篇

｢

長
恨
歌｣

(

巻
十
二
・0596)

に
お
け
る
仏
伝
の
受
容
を
取
り
上
げ
た
い
。
中
唐
の
元
和
元
年

(

八
〇
六)

に

作
ら
れ
た

｢

長
恨
歌｣
は
九
世
紀
の
う
ち
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
陳
鴻

｢

長
恨
歌
伝｣

と
と
も
に

｢

神
仙
ワ
ー
ル
ド｣

(

渡
辺
氏)

を
形
成

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
読
解
を
と
お
し
て
、
物
語
作
者
た
ち
が
文
学
の
創
造
に
仏
教
を
利
用
す
る
手
法
に
つ
い
て

参
考
に
で
き
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
、｢

長
恨
歌｣

の
仏
伝
受
容
の
様
態
と

『

竹
取
物
語』

の
そ
れ
と
を
比
較

す
る
こ
と
は
、『

竹
取
物
語』

の
特
質
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
供
す
る
よ
う
に
思
う
。

以
下
、｢

長
恨
歌｣

に
仏
伝
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
し
、『

竹
取
物
語』

や
初
期
物
語
に

お
け
る
仏
教
の
受
容
に
つ
い
て
よ
り
広
い
視
野
の
も
と
で
考
え
る
た
め
の
材
料
と
し
た
い
。

一

玉
妃
の
こ
と
ば
と

『

仏
本
行
集
経』

後
半
部
が
仙
界
を
舞
台
と
し
、
仙
女
と
な
っ
た
楊
貴
妃
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、｢

長
恨
歌｣

の
作
品
世
界
は
神
仙
思

想
や
道
教
の
影
響
が
色
濃
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、｢

長
恨
歌｣

の
形
成
に
仏
教
も
ま
た
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
特
に
唐
代
に
流
行
し
た
俗
講
や
変
文
と
の
関
連
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
近
藤
春
雄
氏

(

７)

や
陳
允
吉
氏

(

８)

、
孔
繁
志

氏

(

９)

の
研
究
等
が
備
わ
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
陳
氏
の
研
究
は
、
よ
く
知
ら
れ
る

｢
目
連
変｣

と
の
類
似

(�)
で
は
な
く
、
他
の
変
文

｢

歓
喜
国
王
縁

(�)｣

を
取
り
上
げ
て
、
プ
ロ
ッ
ト
か
ら
語
句
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て

｢

長
恨
歌｣
と
の
重
な
り
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
お
り
、
注
目

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

二
三



さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
変
文
や
仏
教
講
釈
と
の
関
連
の
ほ
か
に
、
具
体
的
な
経
典
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
石
井
公
成
氏
が
旺
盛
に
論

じ
て
い
る
。
す
で
に

『

仏
所
行
讃』

や

『

仏
本
行
集
経』

と
い
っ
た
仏
伝
経
典
の
摂
取
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い

(�)

。

こ
う
し
た
研
究
が
示
す
よ
う
に
、｢

長
恨
歌｣

の
成
立
に
は
、
た
し
か
に
仏
教
の
知
識
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

本
稿
も
ま
た

｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝

『

仏
本
行
集
経』

の
受
容
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
摘
を
試
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
の
は
、

｢

長
恨
歌｣

の
終
盤
近
く
、
方
士
が
仙
界
に
到
来
し
、
仙
女
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
楊
貴
妃
が
彼
に
応
対
す
る
以
下
の
場
面
で
あ
る
。

87

中
有
一
人
名
玉
妃

中
に
一
人
有
り

名
は
玉
妃

88

雪
膚
花
貌
参
差
是

雪
の
膚は

だ

花
の
貌

か
ん
ば
せ

参し
ん

差し

と
し
て
是
れ
な
り

(

中

略)

91

聞
道
漢
家
天
子
使

聞
道

き

く

な
ら
く
漢
家
天
子
の
使
ひ
な
り
と

92

九
花
帳
裏
夢
中
驚

九
花
の
帳

と
ば
り

の
裏う

ち

夢
中
に
驚
く

93

攬
衣
推
枕
起
俳�回
衣
を
攬と

り
枕
を
推
し

起
ち
て
俳�回
し

94

珠
箔
銀���
開

珠
箔

銀���り

い

と
し
て
開
く

95

雲
鬟
半
偏
新
睡
覚

雲
鬟

半
ば
偏

か
た
む

き
て
新
た
に
睡ね

む

り
よ
り
覚
め

96

花
冠
不
整
下
堂
来

花
冠

整
へ
ず

堂
を
下
り
て
来
た
る
(

中

略)

107

空
持
旧
物
表
深
情

空
し
く
旧
物
を
持
ち
て
深
き
情
を
表
し

108

鈿
合
金
釵
寄
将
去

鈿
合

金
釵

寄
せ
将も

て
去ゆ

か
し
む

109

釵
留
一
鈷
合
一
扇

釵
は
一
鈷
を
留
め

合
は
一
扇

110

釵
擘
黄
金
合
分
鈿

釵
は
黄
金
を
擘さ

き

合
は
鈿
を
分
か
つ

二
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111

但
教
心
似
金
鈿
堅

但
だ
心
を
し
て
金
と
鈿
と
の
堅
き
に
似
せ
し
め
ば

112

天
上
人
間
会
相
見

天
上

人
間

じ
ん
か
ん

会
か
な
ら

ず
相
ひ
見ま

み

え
む

方
士
は
仙
女
・
玉
妃
と
な
っ
た
楊
貴
妃
の
存
在
を
知
り
、
仙
宮
を
訪
れ
る
。
そ
の
来
訪
を
聞
い
た
玉
妃
は
驚
い
て
眠
り
か
ら
覚
め
、
寝
乱
れ
た

髪
や
冠
を
整
え
る
い
と
ま
も
な
く
堂
か
ら
急
い
で
降
り
て
方
士
の
も
と
へ
と
向
か
っ
た
。
玉
妃
は
方
士
に
玄
宗
へ
の
謝
意
を
託
し
つ
つ
、
自
身

の

｢

深
情｣

を
示
す
た
め
に

｢

鈿
合｣

と

｢

金
釵｣

を
持
ち
出
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
二
つ
に
分
割
す
る
。
そ
の
片
方
を
方
士
に
与
え
た
う
え
で
彼

女
が
告
げ
た
の
が
、
第
111
・
112
句
の

｢

但
教
心
似
金
鈿
堅
／
天
上
人
間
会
相
見

(

但
だ
心
を
し
て
金
と
鈿
と
の
堅
き
に
似
せ
し
め
ば
／
天
上

人
間

会
ず
相
ひ
見
え
む)｣
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
句
の
解
釈
は
、｢

長
恨
歌
伝｣

の

｢

或
為
レ

天
、
或
為
レ

人
、
決
再
相
見
、
好

合
如
レ

旧｣

と
い
う
玉
妃
の
発
話
を
踏
ま
え
れ
ば
、｢

た
だ
私
た
ち
二
人
の
心
を
黄
金
や
螺
鈿
の
よ
う
に
堅
く
保
つ
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
天
上

で
あ
ろ
う
と
も
人
の
世
で
あ
ろ
う
と
も
、
き
っ
と
ま
た
お
会
い
で
き
る
で
し
ょ
う｣

と
い
っ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
と
に
は
、
玄
宗

と
交
わ
し
た
有
名
な

｢

比
翼
の
鳥｣

と

｢
連
理
の
枝｣

の
願
い
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
引
用
部
分
は
、
玉
妃
が
地
上
の
玄
宗
に
向
か
っ

て
再
会
を
願
う
心
情
を
吐
露
す
る
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ー
ン
の
一
部
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
右
に
引
用
し
た
玉
妃
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
仏
教
を
背
景
と
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
陳
氏
、
石
井
氏

(�)

に
よ
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
陳
氏
は
、｢

長
恨
歌｣

の

｢

天
上
人
間
会
相
見｣

を
、
変
文

｢

歓
喜
国
王
縁｣

に
お
い
て
天
か
ら
降
っ
た
有
相
夫
人
が

国
王
と
再
会
し
た
場
面
で
見
ら
れ
る
語
句

｢

人
間
天
上
喜
相
逢｣
を
明
ら
か
に
ま
ね
た
も
の
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
石
井
氏
は
、『

高
僧
伝』

竺
仏
調
伝
の

｢

若
能
盪
二

除
三
垢
一

、
専
二

心
真
浄
一

、
形
数
雖
レ

乖
、
而
神
会
必
同

(�)｣

の
部
分
を

｢

心
を
〜
す
れ
ば
、
死
後
も
魂
が
必
ず
再
会
で

き
る｣

と
解
釈
し
た
う
え
で
、｢｢

長
恨
歌｣

の

｢

但
教
心
似
金
鈿
堅

天
上
人
間
会
相
見｣

と
状
況
が
似
て
く
る
こ
と
に
な
る｣

と
述
べ
る
。

ま
た
同
論
文
で
は
ほ
か
に
、｢

天
と
地
、
そ
し
て
会
い
が
た
い
人
た
ち
が
会
う｣
と
い
う
点
で

『

法
華
経』

五
百
弟
子
受
記
品
の

｢

諸
天
宮
殿
、

近
処
二

虚
空
一

、
人
天
交
接
、
両
得
二

相
見
一｣

の
部
分
に
も
着
目
し
、｢

白
居
易
が
こ
の
前
後

(

第
112
句
の
前
後
―
引
用
者
注)

を
書
く
際
、｢

五

百
弟
子
授マ

マ

記
品｣

の
右
の
個
所
が
ま
っ
た
く
念
頭
に
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い｣

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
両
氏
の
見
解
か
ら
は
、

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

二
五



玉
妃
の
こ
と
ば
が
仏
教
的
な
表
現
や
知
識
を
踏
ま
え
て
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
見
と
し
て
は
こ
の
点
に
つ

い
て
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
石
井
氏
の
指
摘
す
る
用
例
の
う
ち
、
特
に

『

法
華
経』

の
表
現
は
、
な
る
ほ
ど

｢

長
恨
歌｣

と
類
似
し
て
は
い
る
の
だ
が
、『

高
僧
伝』

の
用
例
も
含
め
、
や
は
り
ど
ち
ら
も
男
女
の
再
会
を
い
う
文
脈
で
は
な
い
こ
と
が
違
い
と
い
え
る
。

そ
の
点
で
、
陳
氏
の
指
摘
す
る

｢

歓
喜
国
王
縁｣

の
語
句
は
、
表
現
上
の
近
似
に
加
え
、
天
と
地
と
に
別
れ
た
男
女
の
再
会
を
述
べ
る
内
容
か

ら
し
て
も

｢

長
恨
歌｣

に
近
い
。
寵
愛
の
妃
の
死
、
王
の
悲
嘆
と
い
っ
た
設
定
も
重
な
る
こ
と
か
ら
、
当
該
の
玉
妃
の
こ
と
ば
、
ひ
い
て
は

｢

長
恨
歌｣

自
体
が

｢
歓
喜
国
王
縁｣

を
踏
ま
え
て
形
成
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
看
過
し
が
た
い
差
異
と
し
て
、
夫

人
と
国
王
と
が
現
に
出
会
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。｢

長
恨
歌｣

で
は

｢

天
上
人
間
会
相
見｣

と
い
う
玉
妃
の
こ
と
ば
が
あ
っ
て
も
、

玄
宗
と
の
再
会
は
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、｢

歓
喜
国
王
縁｣

の

｢

人
間
天
上
喜
相
逢｣

は〝
｢

人
の
世｣

と

｢

天
上｣

と
に
別

れ
た
二
人
が
会
え
た
こ
と
を
喜
ぶ〞
と
い
う
内
容
で
あ
っ
て
、
作
中
で
実
際
に
夫
人
と
王
は
再
び
相
ま
み
え
て
い
る
。
こ
の
差
異
は
小
さ
く
な

い
よ
う
に
思
う

(�)
。｢

歓
喜
国
王
縁｣

は

｢
長
恨
歌｣

に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
玉
妃
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
別

の
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
が
取
り
上
げ
た
い
の
が
、
仏
伝

『

仏
本
行
集
経』

に
描
か
れ
る
、
釈
尊
の
妃
・
耶や

輸し
ゆ

陀だ

羅ら

が
夫
の
出
家
後
に
悲
嘆
す
る
場
面
で

あ
る
。
釈
尊
が
城
を
出
た
の
ち
、
従
者
で
あ
る
車
匿
が
釈
尊
の
愛
馬
・
乾け

ん

陟
じ
よ
く

と
と
も
に
形
見
の
品
を
携
え
て
帰
還
す
る
と
、
父
王
は
じ
め
残

さ
れ
た
人
々
は
、
皆
、
悲
し
み
に
沈
み
込
む
。
そ
の
な
か
で
耶
輸
陀
羅
の
言
動
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
車
匿
と
乾
陟
が
城
に
到
着
し

た
直
後
か
ら
引
用
し
よ
う
。

彼
等
既
聞
二

乾
陟
声
一

已
、
心
大
歓
喜
。
渇
仰
欲
レ

見
二

於
太
子
一

故
、
摩
訶
波
闍
波
提
・
耶
輸
陀
羅
等
、
多
千�
女
、
各
於
二

自
房
一

、
或
在
二

楼
上
一

、
或
在
二

殿
中
一

、
或
在
二

室
内
一

、
欲
レ

見
二

太
子
一

、
渇
仰
忽
起
、
急
走
集
聚
、
向
二

於
車
匿
及
乾
陟
辺
一

。

(

中
略)

爾
時
、
大
妃
耶
輸
陀
羅
、
臥
二

於
地
上
一

、
少
時
思
惟
、
以
二

種
種
語
一

悲
啼
号
哭
、
作
二

如
レ

是
言
一｢

嗚
呼
我
主
。
何
故
、
今
者
我
如
法
行
、

二
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孝
順
向
レ

夫
、
捨
レ

我
而
去
、
向
レ

彼
欲
レ

求
二

於
法
行
一

者
。(

中
略)

我
今
不
レ

取
二

天
上
果
報
一

、
亦
不
レ

羨
二

天
玉
女
之
身
一

。
我
心
知
レ

足
。

我
有
二

是
力
一

。
我
在
二

於
此
一

。
不
レ

用
レ

生
レ

天
、
但
於
二

此
処
一

修
二

行
苦
行
一

、
乞
二

如
レ

是
願
一

。｢

若
在
二

人
間
一

、
若
在
二

天
上
一

、
唯
願
伏

事
二

如
レ

汝
之
主
一｣

。
彼
心
決
定
、
如
レ

是
剛
硬
。
若
捨
二

我
等
一

、
入
二

於
空
山
閑
静
林
野
一

、
我
心
亦
然
、
堅
固
不
レ

転
、
如
レ

石
無
レ

異
、
最

牢
最
実
。
若
如
二

我
今
一

、
無
レ

夫
之
婦
、
以
レ

見
三

自
主
従
レ

家
而
出
行
至
二

山
林
一

、
使
三

我
孤
単
独
在
二

空
室
一

。
何
得
レ

令
三

心
而
不
二

破
裂
一

。｣

即
説
レ

偈
言
、

我
今
身
心
甚
大
剛

如
レ

鉄
共
レ

石
無
レ

有
レ

異

主
捨
入
レ

山
宮
内
空

何
故
我
今
心
不
レ

破

(

巻
第
十
八
〜
十
九
／

『

大
正
蔵』

三
・
七
三
九
ａ
〜
七
四
二
ａ)

車
匿
が
帰
還
し
た
と
き
、
釈
尊
の
養
母
・
摩ま

訶か

波は

闍じ
や

波は

提だ
い

や
耶
輸
陀
羅
、
宮
女
た
ち
は
、
乾
陟
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
釈
尊
が
帰
っ
て
き
た
と
思

い
込
み
、
宮
殿
の
各
所
か
ら
急
い
で
馳
せ
参
じ
て
く
る
。
そ
の
後
の
中
略
部
分
で
は
、
釈
尊
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
彼
女
た
ち
の
悲
し
み

や
車
匿
へ
の
怨
嗟
の
声
が
続
き
、
特
に
耶
輸
陀
羅
の
悲
嘆
が
多
く
描
か
れ
て
ゆ
く
。
注
目
し
た
い
の
は
、
耶
輸
陀
羅
が
悲
し
み
の
な
か
で
夫
・

釈
尊
に
向
か
っ
て
訴
え
た
こ
と
ば
で
あ
る
。〝
我
が
主
よ
、
な
ぜ
あ
な
た
は
私
を
捨
て
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か〞

と
う
ら
み
、〝

私
は
修
行
し

て
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
な
ど
求
め
な
い
、
私
が
願
う
こ
と
は
次
の
こ
と
だ〞

と
い
っ
た
あ
と
、
彼
女
が
述
べ
た
願
い
と
は

｢

若
在
人
間
、
若
在

天
上
、
唯
願
伏
事
如
汝
之
主

(

若
し
は
人
間
に
在
る
も
、
若
し
は
天
上
に
在
る
も
、
唯
だ
願
は
く
は
伏
し
て
汝
の
ご
と
き
主
に
事
へ
む
こ
と
を)｣

人
の
世
に
あ
ろ
う
と
も
天
上
に
あ
ろ
う
と
も
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
せ
め
て
あ
な
た
の
よ
う
な
主
人
に
ど
う
か
ま
た
お
仕
え
で
き
ま
す
よ
う

に

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(�)
。
こ
れ
は
、
夫
・
釈
尊
に
去
ら
れ
た
絶
望
と
、
そ
れ
で
も
な
お
彼
に
対
す
る
尽
き
せ
ぬ
思
慕
が
表
れ
た
こ
と
ば

と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
発
話
に
は
彼
と
ま
た
夫
婦
と
な
り
た
い
と
い
う
、
切
に
再
会
を
願
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
願
い
の
直
後
に
は
、｢

彼
心
決
定
、
如
是
剛
硬
。
若
捨
我
等
、
入
於
空
山
閑
静
林
野
、
我
心
亦
然
、
堅
固
不
転
、
如
石
無

異
、
最
牢
最
実

(

彼
の
心
は
決
定
し
て
、
是
く
の
ご
と
く
剛
硬
な
り
。
若
し
我
等
を
捨
て
、
空
山
閑
静
の
林
野
に
入
ら
ば
、
我
心
も
亦
た
然
り
、

堅
固
に
し
て
転
ぜ
ざ
る
こ
と
、
石
の
ご
と
く
異
な
る
こ
と
無
く
、
最
牢
最
実
な
ら
む)｣
と
い
う
苦
し
み
が
語
ら
れ
る
。
自
分
た
ち
を
置
い
て

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

二
七



一
人
修
行
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
釈
尊
の
志
が
堅
固
で
あ
る
こ
と
を
な
じ
る
と
と
も
に
、
彼
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
絶
望
の
な
か
で
も
命
を
保

ち
、
変
わ
ら
ず
彼
を
慕
い
つ
づ
け
て
し
ま
う
自
身
の
心
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
石
の
よ
う
に
堅
固
な
の
だ
、
と
か
え
っ
て
自
分
の
心
の
強
さ
を
う

ら
む
こ
と
ば
で
あ
る

(

同
様
の
表
現
は
偈
で
も

｢

我
今
身
心
甚
大
剛
／
如
レ

鉄
共
レ

石
無
レ

有
レ

異｣

と
繰
り
返
さ
れ
る)

。

以
上
の
耶
輸
陀
羅
の
こ
と
ば
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を

｢

長
恨
歌｣

の
傍
ら
に
置
い
て
み
る
と
、
か
た
や
玄
宗
を
慕
う
玉
妃
の
愛
の
こ

と
ば
、
か
た
や
釈
尊
を
失
っ
た
耶
輸
陀
羅
の
嘆
き
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
こ
の
両
者
に
は
状
況
も
含
め
て
重
な
る
部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
簡
略
に
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
状
況
の
類
似
点
と
し
て
、
愛
す
る
男
か
ら
の
使
者
が
女
の
も
と
に
到
来
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
女
が
慌
て
て
迎
え
に

出
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

(

波
線
部)

。
そ
の
後
、｢

玉
妃｣

と

｢

大
妃｣

と
、
ど
ち
ら
も

｢

妃｣

と
記
さ
れ
る
女

(

太
字
部
分

(�))

は
、
使
者
の

前
で
、
眼
前
に
は
い
な
い
男
に
向
け
て
こ
と
ば
を
発
す
る
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も

｢

天
上｣

｢

人
間｣

と
い
う
語
を
用
い
、
そ
の
ど
こ
に
い
よ

う
と
も
ま
た
会
え
る
は
ず
、
ま
た
会
い
た
い
、
と
強
く
願
う
も
の
で
あ
る

(

傍
線
部)

。
加
え
て
、
ど
ち
ら
に
も

｢

心｣

の

｢

堅｣

さ
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い

(

点
線
部)
。

な
お
、
こ
の
心
の
堅
固
さ
に
つ
い
て
は
、
玉
妃
の
こ
と
ば
で
は
再
会
の
条
件
と
し
て
二
人
の
心
の
結
び
つ
き
を
い
う
の
に
対
し
て
、
耶
輸
陀

羅
の
こ
と
ば
で
は
、
そ
の
よ
う
な
心
の
重
な
り
合
い
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
で
は
差
異
が
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
と
し
て

は
、
耶
輸
陀
羅
が

｢

我
心
亦
然

(

我
心
も
亦
た
然
り)｣

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
女
と
男
の
心
、
両
者
が
と
も
に
堅
固
で
あ
る
と
強
調
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
一
方
は

｢

金｣
｢

鈿｣

、
一
方
は

｢

石｣
｢

鉄｣

と
、
具
体
的
な

(

そ
し
て
実
に
対
照
的
な)

比
喩
で
も
っ
て
そ
の
心

の
堅
さ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

以
上
の
諸
点
か
ら
す
れ
ば
、｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
は
、『

仏
本
行
集
経』

の
耶
輸
陀
羅
の
こ
と
ば
を
源
泉
の
一
つ
と
し
て
形
成
さ

れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
お
そ
ら
く
白
居
易
は
、
遠
い
仙
界
か
ら
地
上
の
玄
宗
を
慕
う
玉
妃
の
姿
を
構
想
す
る
過
程
で
、
釈
尊
と
離

れ
ば
な
れ
と
な
り
な
が
ら
も
彼
を
求
め
る

『

仏
本
行
集
経』

の
耶
輸
陀
羅
の
嘆
き
を
た
ぐ
り
寄
せ
、
そ
れ
を

｢

歓
喜
国
王
縁｣

の
表
現
を
利
用

二
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し
な
が
ら
詩
の
か
た
ち
に
落
と
し
込
ん
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。｢

長
恨
歌｣

の
作
品
世
界
は
神
仙
思
想
や
道
教
を
基
盤
と

し
な
が
ら
も
、
そ
の
な
か
に
仏
典
の
設
定
や
表
現
を
も
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

人
間
感
情
へ
の
共
感

以
上
、｢

長
恨
歌｣
の
玉
妃
の
こ
と
ば
に
仏
伝
の
耶
輸
陀
羅
の
悲
し
み
の
こ
と
ば
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
白
居
易
と
仏
教
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
比
較
的
若
い
こ
ろ
か
ら
彼
は
仏
教
に
親
し
ん
で
い
た

(�)

。｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
の
利
用
は

す
で
に
石
井
公
成
氏
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
代
表
的
な
仏
伝
で
あ
る

『

仏
本
行
集
経』

が
受
容
さ
れ
た
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う

(�)
。

そ
れ
で
は
、
白
居
易
が
耶
輸
陀
羅
の
嘆
き
を
利
用
し
た
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
や
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
意
義
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
玉
妃
の
こ
と
ば
に
人
間
的
な
恋
情
を
吹
き
込
む
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
川
合
康
三

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

長
恨
歌｣

は
そ
の
前
半
と
後
半
と
が
対
比
的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
楊
貴
妃

(

玉
妃)

の
造
型
に
鮮
明
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
半
の
貴
妃
が

｢

終
始
し
て
一
言
も
こ
と
ば
を
発
し
な
い
。
こ
と
ば
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
部
に
含
ん
だ
感

情
に
つ
い
て
も
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い｣

と
い
う

｢

人
形
さ
な
が
ら｣

の
造
型
が
施
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
半
に
登
場
す
る
玉
妃
は
、

使
者
で
あ
る
方
士
の
到
来
に
も
動�
し
、
は
じ
め
て
口
を
開
い
て
玄
宗
へ
の
思
慕
を
述
べ
る
な
ど
、｢

生
身
の
人
間
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
自
ら

の
心
の
内
を
語
る
女
性
に
変
身
し
て
い
る｣

の
で
あ
る

(�)
。
仙
女
が
本
来
は
人
間
の
感
情
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

(�)

、
こ
う
し

た
、
自
ら
の
恋
情
を
表
出
す
る
生
身
の
人
間
の
よ
う
な
仙
女
と
い
う
造
型
は
、
一
種
の
矛
盾
を
抱
え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
玉
妃
に
そ
の

よ
う
な
複
雑
で
ま
た
魅
力
的
な
造
型
を
施
す
た
め
に
、『

仏
本
行
集
経』

に
描
か
れ
る
、
遠
く
離
れ
た
夫
を
慕
い
続
け
る
耶
輸
陀
羅
の
悲
嘆
が

活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

二
九



そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
耶
輸
陀
羅
の
嘆
き
を

｢

長
恨
歌｣

に
活
か
し
た
背
景
に
は
、
仏
教
経
典
に
描
か
れ
る
人
間
感
情
に
注
目

し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
白
居
易
の
姿
勢
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
耶
輸
陀
羅
の
思
慕
が
、

出
家
し
悟
脱
へ
と
邁
進
し
よ
う
と
す
る
釈
尊
へ
と
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
仏
教
に
お
い
て
煩
悩
や
執

着
と
さ
れ
る
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
白
居
易
は
、
仏
教
に
親
し
み
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
仏
教
が
批
判
す
る

人
間
感
情
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
近
年
の
白
居
易
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
知
見
を
鑑
み
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
諸
田
龍
美
氏
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
白
居
易
の
特
質
と
は

｢
多
情
な
官
能
の
詩
人｣

と
規
定
で
き
、｢

男
女
の
恋
情
は
、
身
体
の
生
理
を
基
礎
と
す
る
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
は

人
間
が
存
在
す
る
限
り
永
続
す
る
も
の
だ｣

と
い
う
彼
の
認
識
が
、｢

長
恨
歌｣

の
末
尾

(｢

天
地
長
久
有
レ

時
尽
／
此
恨
綿
綿
無
二

絶
期
一｣)

に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(�)
。
ま
た
諸
田
氏
は
、
諷
諭
詩

｢

李
夫
人｣

(

巻
四
・0160)

を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
な
か
に
、
天
子
が
恋
に

溺
れ
る
こ
と
を
批
判
す
べ
き
と
す
る

｢

儒
教
倫
理｣

(

道
徳
的
価
値
観)

と
、
天
子
も
恋
情
か
ら
は
免
れ
が
た
い
と
す
る

｢

情
へ
の
確
信｣

(

文

芸
的
価
値
観)

と
の
葛
藤
を
見
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

…
…
白
居
易
に
あ
っ
て
は

｢

情
の
根
源
性
・
普
遍
性
へ
の
確
信｣

は
深
く
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、｢

李
夫
人｣

の
よ
う
に
、
こ
の
確

信
が
恋
愛
を
め
ぐ
っ
て

｢

儒
教
倫
理｣

と
対
立
し
た
際
に
は
、｢

諷
諭｣

と
い
う
枠
組
み
の
内
に
あ
っ
て
さ
え
も

｢

情｣

を
優
先
さ
せ
る

ほ
ど
、
そ
の
確
信
は
譲
る
こ
と
の
で
き
ぬ
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

｢

確
信
の
強
さ｣

(

程
度
の
強
さ)

こ
そ

が
、
白
居
易
の
個
性
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。(

中
略)

…
…
筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
う
し
た

｢

情
へ
の
確
信｣

は
、
単
に
諷
諭
詩
の
枠
内
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
白
居
易
の
文
学
観
・
人
間

観
の
根
幹
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。
白
詩
の
代
表
作
と
さ
れ
る

｢

長
恨
歌｣

も
、
こ
う
し
た

｢

情
へ
の
確
信｣

を
基
盤

と
し
て
、
初
め
て
生
ま
れ
得
た
傑
作
で
あ
っ
た

(�)
。

諸
田
氏
の
研
究
が
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
う
し
た
白
居
易
の
あ
り
方

彼
が

｢

情｣

の
根
源
性
や
普
遍
性
を
深
く
確
信
し
、
人
間
の
感
情
と
り

三
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わ
け
恋
情
に
対
し
て
、
諷
諭
詩
に
お
い
て
さ
え
共
感
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

｢

長
恨
歌｣

も
そ
の
彼
の
特
質

を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と

は
、『

仏
本
行
集
経』

の
耶
輸
陀
羅
の
こ
と
ば
が
釈
尊
を
渇
仰
す
る
恋
情
と
い
う
べ
き
性
質
の
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
稿
の
考
察
に
と
っ
て
実
に
示
唆
的
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
さ
ら
に
、
諸
田
氏
と
同
じ
く
白
居
易
の

｢

多
情｣

を
重
視
す
る
、
下
定
雅
弘
氏
の
見
解
も
参
照
し
て
み
よ
う
。
下
定
氏
は
、

あ
ふ
れ
る
感
情
、
白
居
易
の
語
で
言
え
ば

｢

多
情｣

、
こ
れ
が
、
白
居
易
ら
の
精
神
・
感
情
の
基
調
で
あ
り
、
そ
し
て
、
旺
盛
な
創
作

活
動
の
源
泉
で
あ
り
、
作
品
が
示
す
認
識
の
、
盛
唐
と
比
較
し
た
場
合
の
大
き
な
変
化
の
根
源
あ
る
い
は
環
で
あ
る
。

と
、
や
は
り

｢

多
情｣

を
精
神
の
基
調
や
創
作
の
源
泉
と
見
た
う
え
で
、
白
居
易
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

４
、
白
居
易
は
、
仏
教
の
何
に
ひ
か
れ
禅
の
何
に
共
鳴
し
た
の
か
？

仏
教
・
禅
の
観
念
は
、
白
居
易
の
場
合
、
何
よ
り
も
、
自
己
の
強
烈
な
志
と
あ
ふ
れ
る
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
心
の
平
安
を
得
る

た
め
の
手
段
と
し
て
、
必
要
と
さ
れ
た
。

第
一
に
、
仏
教
の
人
間
観
が
白
居
易
を
仏
教
に
近
づ
け
た
。
仏
教
は
人
間
を
煩
悩
に
満
ち
た
存
在
と
見
る
。
た
と
え
ば
、
白
居
易
が
自

己
を

｢

欲
海マ

マ

の
凡
夫｣

(｢

答
閑
上
人
来
問
因
何
風
疾｣

3410

、
開
成
四
年)

と
い
う
の
は
、｢

多
情｣

の
自
覚
を
仏
教
の
語
で
表
現
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
第
二
に
、｢

多
情｣

＝
煩
悩
が
も
た
ら
す
苦
し
み
か
ら
離
脱
し
、
心
の
平
安
を
得
る
す
べ
を
、
仏
教
は
示
し
て
い

る
。(

後
略

(�))

白
居
易
が
仏
教

(

禅)

に
ひ
か
れ
た
理
由
を
、
自
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
心
の
平
安
を
得
る
た
め
と
見
る
下
定
氏
の
見
解
は
、
首
肯
す
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
下
定
氏
が
他
の
論
考
で
例
示
し
て
い
る
多
く
の
作
品
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る

(�)

。
そ
の
う
え
で
本
稿
が
注
目

し
た
い
の
は
、
下
定
氏
が
白
居
易
の

｢

多
情｣

を

｢

煩
悩｣

と
し
て
仏
教
的
観
点
か
ら
も
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。｢

あ
ふ
れ
る
感
情｣

で

あ
る

｢

多
情｣

は
、
仏
教
的
に
見
る
な
ら
ば
た
し
か
に

｢

煩
悩｣

と
見
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
離
脱
す
べ
き
も
の
で
あ
る

は
ず
だ
が
、
し
か
し
、
同
時
に
白
居
易
に
と
っ
て
は
そ
れ
が

｢

旺
盛
な
創
作
活
動
の
源
泉｣
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
見
過
ご
し
が
た
い
。

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

三
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下
定
論
か
ら
見
出
さ
れ
る
、
あ
る
種
の
矛
盾
を
抱
え
た

｢

多
情｣

の
性
質
に
、
先
の
諸
田
氏
の
見
解
を
重
ね
る
こ
と
で
想
像
さ
れ
る
の
は
、
自

身
の
煩
悩

(

＝

｢

多
情｣)

を
自
覚
す
る
ゆ
え
に
仏
教
に
親
し
み
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で

｢

多
情｣

で
あ
る
が
ゆ
え
に
経
典
に
描
か
れ
る
煩
悩

や
執
着
と
い
っ
た
人
間
感
情
に
反
応
し
、
そ
れ
ら
を
も

｢

情｣

と
し
て
共
感
し
て
し
ま
う
白
居
易
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
想
定

し
て
よ
い
な
ら
ば
、
彼
が
仏
典
の
な
か
の
人
間
感
情
に
注
目
し
、
そ
れ
を
詩
作
に
活
か
す
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
は
白
居
易
の
作
品
の
周
到
な
分
析
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
先
学
の
研
究
を
頼
り
と
し
た
、
い
さ
さ
か
図
式
的
な
把
握
で
は
あ
る
が
、

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
恋
の
こ
と
ば
に
、
白
居
易
が

『

仏
本
行
集
経』

の
耶
輸
陀
羅
の
嘆
き
の
こ
と
ば
を
受
容
し
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う

な
、
仏
教
の
経
典
の
な
か
の
煩
悩
を
も
切
な
る
感
情
と
し
て
共
感
的
に
見
据
え
る
彼
の
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

三

『

竹
取
物
語』

の
仏
伝
受
容
へ

こ
こ
ま
で
二
節
に
わ
た
っ
て
白
居
易

｢

長
恨
歌｣
に
お
け
る
仏
伝
の
受
容
、
さ
ら
に
そ
の
意
義
や
背
景
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
再

び
視
線
を

『

竹
取
物
語』

に
戻
そ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
受
容
と
は
、
玉
妃
の
人
間
感
情
を
描
く
拠
り
所
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
煩
悩

や
執
着
と
し
て
仏
典
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
感
情
を
文
学
作
品
に
利
用
す
る
営
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
営
為
は
、
本
稿

｢

は
じ
め
に｣

で
述

べ
た
、『

竹
取
物
語』

に
お
け
る
仏
伝
の
受
容
と
実
に
似
通
っ
て
い
る
も
の
と
見
え
る
。
ど
ち
ら
も
釈
尊
が
出
城
し
、
残
さ
れ
た
人
々
が
悲
嘆

す
る
場
面
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
が
仏
伝
か
ら
受
容
し
た
部
分
に
差
異
が
あ
る
こ

と
を
軽
視
し
て
は
な
る
ま
い
。｢

長
恨
歌｣

に
摂
取
さ
れ
て
い
た
の
が
男
女

(
夫
婦)

関
係
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『

竹
取
物
語』

の
受
容
は

親
子

(

父
子)

関
係
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
別
途
検
討
が
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ま
は
、
時
と
場
所
を
隔
て
て
、

相
似
し
た
仏
伝
受
容
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
重
視
し
た
い
。

三
二



こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
以
下
、
二
点
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
る
。

一
点
目
は
、
本
稿
が
見
て
き
た

｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
受
容
に
つ
い
て
、『

竹
取
物
語』

作
者
や
九
世
紀
の
知
識
人
た
ち
、
す
な
わ
ち

物
語
作
者
層
が
理
解
し
て
い
た
可
能
性
で
あ
る
。
彼
ら
は

｢

長
恨
歌｣

を
愛
読
し
読
み
解
く
な
か
で
、
仏
伝
が
そ
こ
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
も
気
づ
き
、
仏
伝
を
創
作
に
活
か
す
方
法
な
ど
を
学
び
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

(

た
と
え
ば
、
家
族
が
釈
尊
に
取
り
残
さ
れ
る
悲
劇
的
な

場
面
が
、
離
別
を
描
く
た
め
の
一
つ
の
型
と
し
て
認
知
さ
れ
流
通
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う)

。
少
な
く
と
も
、
仏
伝
に
深
い
関

心
を
寄
せ
て
い
た

『
竹
取
物
語』

作
者
な
ら
ば
、｢

長
恨
歌｣

の
な
か
に
仏
伝
を
透
か
し
見
る
こ
と
は
難
し
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

『

竹
取
物
語』

自
体
に

｢

長
恨
歌｣

が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
指
摘
す
る
先
行
研
究
は
複
数
備
わ
る
も
の
の

(�)

、
現
状
で
は

『

竹
取

物
語』

と

｢

長
恨
歌｣

と
の
直
接
的
な
関
わ
り
は
定
説
と
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
の
あ
い
だ
で

｢

長

恨
歌｣

や

｢

長
恨
歌
伝｣

を
含
む

｢
神
仙
ワ
ー
ル
ド｣

(

渡
辺
秀
夫
氏)

が
流
行
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、『

竹
取
物
語』

に
お
け
る
神
仙
譚

の
重
要
性
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、『

竹
取
物
語』
作
者
が

｢

長
恨
歌｣

に
触
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

彼
に
と
っ
て
、
仙
女
が
登
場
す
る
神
仙
譚
の
な
か
に
仏
伝
が
利
用
さ
れ
て
い
る

｢

長
恨
歌｣

、
し
か
も
仏
伝
の
な
か
の
煩
悩
や
執
着
を
人
間
感

情
と
し
て
積
極
的
に
摂
取
す
る
そ
の
受
容
の
し
か
た
は
、
自
身
が
物
語
を
創
作
す
る
際
の
大
い
な
る
先
蹤
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
享
受
は

『

竹
取
物
語』

作
者
一
人
の
孤
独
で
固
有
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
彼
を
含
め
た
、
仏
教
に
お
け
る
煩

悩
を
文
学
的
テ
ー
マ
と
し
て
重
視
す
る
文
学
圏
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は

｢

長
恨
歌｣

を
受
容
し
な
が
ら
、
煩
悩
や
欲
望
な
ど
を
普
遍
的
な
人
間

感
情
と
み
る
意
識
や
そ
れ
を
創
作
に
活
か
す
手
法
が
共
有
さ
れ
磨
か
れ
て
、
初
期
物
語
が
創
造
さ
れ
て
い
た

そ
の
よ
う
な
状
況
を
も
想
定

し
て
み
た
い
。

考
察
を
巡
ら
し
た
い
二
点
目
は
、｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
受
容
と

『
竹
取
物
語』

に
お
け
る
そ
れ
と
を
比
較
し
た
と
き
に
浮
き
彫
り
に

な
る
、
物
語
文
学
と
し
て
の

『

竹
取
物
語』

の
ま
な
ざ
し
の
あ
り
か
で
あ
る
。｢
長
恨
歌｣

と

『

竹
取
物
語』

と
は
、
い
わ
ば
天
上
の
女
と
地

上
の
男
と
の
隔
絶
を
描
く
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
今
回
考
察
し
た
範
囲
で
比
較
し
た
と
き
、｢

長
恨
歌｣

で
は
仏
伝
に
描
か
れ
る
人
間
感
情

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

三
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(
耶
輸
陀
羅
の
悲
嘆)

が
天
上

(

仙
界)

の
玉
妃
の
恋
情
に
摂
取
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『

竹
取
物
語』

で
は
、｢

は
じ
め
に｣

で
言
及
し

た
よ
う
に
、
仏
伝
は
親
子
の
出
会
い
と
別
れ
の
枠
を
か
た
ち
づ
く
る
と
と
も
に
、
そ
の
な
か
の
人
間
感
情

(

父
王
の
苦
悩)

は
地
上
の
翁
の
悲

し
み
に
摂
取
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
月
へ
と
帰
還
す
る
か
ぐ
や
姫
も
ま
た
、
仏
伝
の
釈
尊
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
、
地
上
の
翁
と
と
も
に
離

別
の
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
重
要
な
違
い
と
し
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
玉
妃
の
こ
と
ば
が

｢

但
教

三

心
似
二

金
鈿
堅
一

／
天
上
人
間
会
相
見｣

と
あ
る
よ
う
に
、
玄
宗
と
の
再
会
の
可
能
性
を
断
念
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
翁
の
惑
乱

や
か
ぐ
や
姫
の
悲
し
み
と
は
、
再
会
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
、
そ
の
可
能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
表
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

(�)

。

仏
伝
受
容
は
、｢

長
恨
歌｣
で
は
地
上
と
の
再
会
を
期
す
る
仙
女
の
一
途
な
恋
情
に
、
他
方

『

竹
取
物
語』

で
は
天
上
と
の
再
会
の
望
み
が
絶

た
れ
る
人
間
の
悲
嘆
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。『

竹
取
物
語』

が
月
世
界
を
描
か
な
い
以
上
そ
れ
は
一
面
で
当
然
の
差
異
と
も
い
え
る
の
だ
が
、

こ
の
対
比
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
は
、『

竹
取
物
語』

作
者
が
、
煩
悩
や
執
着
と
い
っ
た
感
情
を
あ
く
ま
で
も
地
上
の
か
弱
い
人
間
の
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
手
が
届
か
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
な
お
そ
れ
を
慕
い
求
め
、
そ
の
た
め
に
苦
し
み
を

抱
え
る
と
い
う
、
愚
か
し
さ
と
表
裏
一
体
の
、
御
し
が
た
い
人
間
の
心
の
動
き
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏

教
を
背
景
の
一
つ
と
し
て
獲
得
し
た
で
あ
ろ
う
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
に
、
素
朴
な
古
代
伝
承
と
は
異
な
る
物
語
文
学
の
特
質
が
見
出
さ
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る

(�)

。

以
上
、
雑
駁
な
論
述
と
な
っ
た
が
、｢

長
恨
歌｣

の
仏
伝
受
容
と
い
う
事
象
か
ら
考
え
ら
れ
る
問
題
を
述
べ
て
み
た
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
受
容
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を

『
竹
取
物
語』

の
創
作
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
て
き
た
。
終
盤
は

考
察
と
は
名
ば
か
り
の
、
ほ
と
ん
ど
憶
測
を
重
ね
た
だ
け
の
行
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
は
日
本
に
お
け
る

｢

長
恨
歌｣

受
容
や
仏
伝
受

三
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容
に
つ
い
て
の
幅
広
く
綿
密
な
調
査
が
あ
っ
て
こ
そ
の
考
察
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
門
外
漢
が
中
国
文
学
の
研
究
成
果
を
誤
っ
て
理
解
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
も
お
そ
れ
る
。
た
だ
、
勇
み
足
と
も
い
え
る
本
稿
が
企
図
し
た
こ
と
は
、『

竹
取
物
語』

や
初
期
物
語
の
創
造
を
で
き
る
だ

け
広
い
視
野
の
も
と
で
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
部
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
初
期
物
語
の
成
立
に
仏
教
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て

は
従
来
さ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
の
だ
が
、『

竹
取
物
語』

に
仏
教
の
知
識
や
文
献
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
や
は

り
仏
教
は
物
語
文
学
の
成
立
を
支
え
る
基
盤
の
一
つ
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
語
文
学
と
仏
教
と
の
関
わ
り
を
特
殊
な
事
象
と
見

る
の
で
は
な
く
、
初
期
物
語
の
成
立
の
契
機
と
な
っ
た

｢

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
波
動｣

(

神
野
藤
氏)

と
し
て
、
将
来
さ
れ
た
海
外
作
品
の
事

例
も
含
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
仏
教
と
神
仙
思
想
と
の
混
淆
と
い
う
事
象
も
、
広
く
日
本
の
外
に
も
目
配
り
す
べ
き
問
題

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
仏
教
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
文
学
の
創
造
は
よ
り
広
範
で
多
角
的
な
考
察
が
可
能
と

な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
試
み
の
一
端
を
担
う
も
の
で
あ
る
。

＊
引
用
は
以
下
の
と
お
り

(

字
体
は
基
本
的
に
通
行
の
も
の
に
改
め
た)

。『

白
氏
文
集』

…

｢

長
恨
歌｣

｢

長
恨
歌
伝｣

は
金
沢
文
庫
本
に
基

づ
く
下
定
雅
弘

『

長
恨
歌

楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力

』
(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一)

に
拠
る
。
訓
読
も
本
書
に
拠
る
が
、
一
部
、
私
に

改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
他
の
白
詩
は
平
岡
武
夫
・
今
井
清
編

『

白
氏
文
集
歌
詩
索
引』

(

同
朋
舎
、
一
九
八
九)

に
拠
っ
た
。
作
品
番
号

は
花
房
英
樹

『

白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究』

(

朋
友
書
店
、
一
九
七
四
再
版)

に
拠
る
。
／
仏
典
…
大
正
新
修
大
蔵
経
。
脚
注
を
も
と
に
私
に

校
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。
／

｢

歓
喜
国
王
縁｣

…
黄
征
・
張
涌
泉
校
注

『

敦
煌
変
文
校
注』

(

中
華
書
局
、
一
九
九
七)

。

な
お
、
引
用
文
献
に
お
け
る
傍
線
等
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
引
用
者
に
よ
る
。

注

(

１)

神
野
藤
昭
夫

『

知
ら
れ
ざ
る
王
朝
物
語
の
発
見

物
語
山
脈
を
眺
望
す
る』

｢

第
二
章

最
初
の
峰
々
と
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
波
動

古
伝
承
か
ら

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

三
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初
期
物
語
へ｣

(

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八)

を
参
照
。
神
野
藤
氏
は
、
同
論
の
注
に
お
い
て
物
語
文
学
の
成
立
を
論
じ
た
研
究
書
を
ま
と
め
た
う
え
で
、

｢

こ
れ
ら
の
論
も
、
物
語
が
成
立
す
る
最
後
の
ス
テ
ー
ジ
で
、
漢
文
小
説
の
影
響
が
あ
っ
た
ろ
う
と
み
る
点
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
お
り
、

現
在
で
は
、
通
説
と
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い｣

(

75
ペ
ー
ジ)

と
述
べ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
以
後
に
引
用
す
る
神
野
藤
氏
の
研
究
は
、
す
べ

て
同
論
に
よ
る
。

(

２)

早
く
小
山
儀
・
入
江
昌
喜

『

竹
取
物
語
抄』

や
田
中
大
秀

『

竹
取
翁
物
語
解』

に
指
摘
が
あ
り
、
近
年
で
は
仁
平
道
明

｢

月
の
別
れ
と
星
の
別
れ

『

竹
取
物
語』

の
構
造
に
つ
い
て
の
試
論

｣
(『

和
漢
比
較
文
学
論
考』

〈

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
〇〉)

、
後
藤
幸
良

｢『

竹
取
物
語』

の
帝
物

語

『

漢
武
帝
内
伝』

か
ら
の
離
陸｣

(『

平
安
朝
物
語
の
形
成』

〈

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八〉)

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

３)

渡
辺
秀
夫

『

か
ぐ
や
姫
と
浦
島

物
語
文
学
の
誕
生
と
神
仙
ワ
ー
ル
ド』

(

塙
選
書
、
二
〇
一
八)

。
渡
辺
氏
の
研
究
と
し
て
は
ほ
か
に

『

平
安
朝
文

学
と
漢
文
世
界』

(

勉
誠
社
、
一
九
九
一)

、『

和
歌
の
詩
学

平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界

』
(

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四)

も
参
照
。

(

４)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
公
成

｢

変
化
の
人
と
い
ふ
と
も
、
女
の
身
持
ち
給
へ
り

『

竹
取
物
語』

の
基
調
と
な
っ
た
仏
教
要
素

｣
(『

駒

澤
大
学

仏
教
文
学
研
究』

九
、
二
〇
〇
六
・
三)

が
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。

(

５)

こ
の
こ
と
は
、
拙
稿

｢『

竹
取
物
語』
の
仏
教
・
神
仙
思
想｣

(

曽
根
誠
一
・
上
原
作
和
・
久
下
裕
利
編

『

知
の
遺
産
シ
リ
ー
ズ
１

竹
取
物
語
の
新

世
界』

〈

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五〉)

に
て
論
じ
た
。

(

６)

拙
稿

｢『

竹
取
物
語』

と
仏
伝｣

(『

中
古
文
学』
七
七
、
二
〇
〇
六
・
六)

。
な
お
、『

竹
取
物
語』

に
お
け
る
仏
伝
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
注

(

４)

石
井
論
文
も
石
作
の
皇
子
の
話
に
仏
伝
経
典

『

仏
本
行
集
経』

の
摂
取
を
指
摘
し
て
い
る
。

(

７)

近
藤
春
雄

『

長
恨
歌
・
琵
琶
行
の
研
究』

｢

第
一
章

長
恨
歌
の
研
究

第
一
節

長
恨
歌
に
つ
い
て｣

(

明
治
書
院
、
一
九
八
一)

。

(

８)

陳
允
吉

｢

従

《

歓
喜
国
王
縁》

変
文
看

《

長
恨
歌》

故
事
的
構
成

兼
述

《

長
恨
歌》

与
仏
経
文
学
的
関
係｣

(『

仏
教
与
中
国
文
学
論
稿』

〈

上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇〉)

。
本
稿
に
お
い
て
以
後
に
引
用
す
る
陳
氏
の
研
究
は
、
す
べ
て
同
論
文
に
よ
る
。

(

９)

孔
繁
志

｢

白
居
易
の
文
学
と
仏
学
研
究
序
説

『

長
恨
歌』

に
見
ら
れ
る
仏
学
的
要
素
を
中
心
に

｣
(『

大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要』

一
九
、

二
〇
〇
二
・
一
二)

。

(

10)

詩
人
の
張�古
が
白
居
易
に
対
し
て
、｢

長
恨
歌｣

の

｢

上
窮
碧
落
下
黄
泉
／
両
処
茫
茫
皆
不
見｣

の
部
分
は

｢

目
連
変｣

で
な
け
れ
ば
何
で
し
ょ
う
、

と
述
べ
た
と
い
う
話

(

孟�『
本
事
詩』

嘲
戯
第
七)

が
知
ら
れ
て
お
り
、｢

長
恨
歌｣
と
仏
教
と
の
関
連
と
し
て

｢

目
連
変｣

が
よ
く
言
及
さ
れ
る
。

三
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た
と
え
ば
宮
澤
正
順

｢

白
居
易
の
三
教
へ
の
態
度｣

(『

白
居
易
研
究
講
座

第
一
巻』

〈

勉
誠
社
、
一
九
九
三〉)

は
、｢

白
居
易
が

｢

長
恨
歌｣

を
作

る
上
で
、
そ
の
発
想
の
根
底
に
、
目
蓮マ

マ

説
話
が
関
与
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、｢

長
恨
歌｣

は
、
表
面
的
に
は
道
教
的
な
作
品
に
見
え
る
が
、
実
は
、

白
居
易
の
仏
道
二
教
の
素
養
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
る
。

(

11)
｢

歓
喜
国
王
縁｣

の
梗
概
を
簡
略
に
示
せ
ば
以
下
の
と
お
り
。
歓
喜
国
王
に
寵
愛
さ
れ
た
有う

相そ
う

夫
人
が
死
後
に
兜
率
天
に
生
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
夫

人
は
前
世
を
思
い
出
し
、
王
の
供
養
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
下
界
に
降
り
、
王
に
再
び
会
っ
て
彼
に
出
離
を
促
す
。
王
は
夫
人
の
諫
め
を
聞
き
入
れ
て

持
戒
す
る
。
の
ち
に
王
が
天
上
に
生
ま
れ
て
夫
人
と
再
会
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

(

12)

石
井
公
成
①

｢｢
長
恨
歌｣

に
お
け
る
道
教
と
仏
教

『

仏
所
行
讃』

『

仏
本
行
集
経』

の
影
響
を
中
心
と
し
て

｣
(『

東
方
宗
教』

一
二
七
、

二
〇
一
六
・
五)

、
②

｢｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
道
教
と
仏
教

(

続)｣
(『

駒
澤
大
学

仏
教
文
学
研
究』

二
〇
、
二
〇
一
七
・
二)

、
③

｢

仏
伝
文
学
に

見
え
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
記
述
を
中
国
人
は
ど
う
受
け
止
め
た
か������������

(

仏
所
行
讃)

の
漢
訳
が
示
す
も
の｣

(

小
峯
和
明
編

『

東
ア
ジ

ア
の
仏
伝
文
学』

〈

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七〉)

。

｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
①
・
③
論
文
を
参
照
。
特
に
①
論
文
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
楊
貴
妃
の
入
浴
場
面
に

『

仏
所
行
讃』

に
お
け
る
釈
尊
の
養
母
が
悲
嘆
す
る
記
述
の
影
響
を
見
る
ほ
か
、
方
士
の
探
索
や
玉
妃
の
登
場
の
表
現
に
、『

仏
本
行
集
経』

に
お
け
る

羅
刹
女
た
ち
か
ら
商
人
を
救
う
馬
王
や
、
そ
れ
を
追
う
羅
刹
女
の
記
述
と
の
重
な
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
が
以
下
に
取
り
上
げ
る
仏
伝
も

『

仏
本

行
集
経』

で
あ
る
が
、
本
稿
の
指
摘
、
考
察
す
る
内
容
は
石
井
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

(

13)

注

(

12)

石
井
②
論
文
。

(

14)

大
正
新
修
大
蔵
経
所
収
の

『

高
僧
伝』

で
は
、
当
該
部
分
は

｢

形
数
雖
乖
、
而
必
同｣

(『

大
正
蔵』

五
〇
・
三
八
八
ａ)

と
文
字
が
落
ち
て
い
る
。

石
井
論
で
は

『

法
苑
珠
林』

等
に
引
か
れ
る
本
文
を
用
い
て
校
訂
を
施
し
て
い
る
。

(

15)

こ
の
差
異
に
つ
い
て
は
注

(

12)

石
井
①
論
文
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(

16)
｢

如
汝
之
主｣

は
宋
・
元
・
明
の
三
本
で
は

｢

如
法
之
主｣

に
作
る
が
、
釈
尊
へ
う
ら
み
訴
え
か
け
る
発
話
と
し
て

｢

汝｣

で
解
し
て
お
く
。

(

17)
｢

長
恨
歌｣

の

｢

中
有
一
人
名
玉
妃｣

の
部
分
は
、
い
わ
ゆ
る
紹
興
本
等
で
は

｢

中
有
一
人
字
太
真｣

、
那
波
本
で
は

｢

中
有
一
人
字
玉
真｣

に
作
る
。

本
稿
は

｢

玉
妃｣

を
採
る

(

な
お

｢

長
恨
歌
伝｣

も

｢

玉
妃｣)

。

(

18)

白
居
易
と
仏
教
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
撫
尾
正
信

｢

白
居
易
の
仏
教
信
仰
に
つ
い
て｣

(『

西
日
本
史
学』

五
、
一
九
五
〇
・
一
〇)

や
平
野
顕
照
氏

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

三
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の
諸
論
考
を
は
じ
め
、
知
見
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
静
永
健

｢

白
楽
天
、
仏
教
徒
に
な
れ
な
か
っ
た
詩
人｣

(『

漢
籍
伝
来

白
楽
天

の
詩
歌
と
日
本

』
〈

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇〉)

が
、
白
居
易
が
若
い
時
期
か
ら
熱
心
に
仏
教
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る

(

な
お
、

五
十
代
以
降
は
仏
教
の
教
説
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る)

。
白
居
易
と
仏
教
と
の
交
渉
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
下
定
雅

弘

｢
戦
後
日
本
に
お
け
る

｢

白
居
易
と
仏
教｣

の
研
究｣

(『

白
居
易
研
究
年
報

第
十
六
号』

〈

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五〉)

に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
大

い
に
参
考
に
な
っ
た
。

(

19)

白
居
易
の
他
の
作
品
に
お
け
る

『

仏
本
行
集
経』

の
受
容
に
関
し
て
は
、
七
十
歳
の
作
で
は
あ
る
が
、｢

六
讃
偈

并
序｣

の
う
ち

｢

讃
仏
偈｣

(

巻

七
十
・3611)
に
つ
い
て
藤
井
良
雄
氏
に
指
摘
が
あ
る
の
で
挙
げ
て
お
き
た
い
。
藤
井
氏
の

｢

白
氏
文
集
の
偈
文

｢

六
讃
偈
な
ら
び
に
序｣

｣

(『

福
岡
教
育
大
学

国
語
科
研
究
論
集』

四
五
、
二
〇
〇
四
・
一)

で
は
、｢

十
方
世
界
、
天
上
天
下
。
我
今
尽
知
、
無
二

如
レ

仏
者
一

。
堂
堂
巍
巍
、
為

二

天
人
師
一

。
故
我
礼
足
、
讃
歎
帰
依
。｣

と
い
う

｢

讃
仏
偈｣

に
次
の
よ
う
な
語
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
。

○
讃
佛
偈�
歎
仏
偈
と
も
い
う
。
こ
の

｢

讃
佛
偈｣

は

『

佛
本
行
集
經』

巻
四

(

Ｔ
三)

に
あ
る
、
釈
尊
が
過
去
世
に
弗
沙
仏
を
讃
歎
し
た
偈
文

｢

天
上
天
下
無
如
佛
。
十
方
世
界
亦
無
比
。
世
間
所
有
我
盡
見
。
一
切
無
有
如
佛
者｣

を
踏
ま
え
る
。

藤
井
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
白
居
易
の

｢

讃
仏
偈｣

は
右
の
偈
を
背
景
と
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
釈
尊
か
ら
弗
沙
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
偈
は
、『

仏
本

行
集
経』

の
ほ
か
に

『

大
智
度
論』

巻
第
四
に
も
記
さ
れ
て
お
り

(

第
三
句
は

｢

世
界
所
有
我
尽
見｣)

、
そ
れ
ぞ
れ

『

法
苑
珠
林』

に
引
用
さ
れ
て
い

る

(『

仏
本
行
集
経』

の
偈
は
唄
讃
篇
第
三
十
四
・
讃
歎
部
第
三
、『

大
智
度
論』

の
偈
は
千
仏
篇
第
五
・
占
相
部
第
七
・
現
相
部
第
四)

。
こ
の
偈
が

仏
教
徒
の
な
か
で
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
直
接

『

仏
本
行
集
経』

に
拠
る
こ
と
な
く

｢

讃
仏
偈｣

を
作
成
で
き

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
白
居
易
の
仏
教
知
識
の
な
か
に
仏
伝
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に

｢

六
讃
偈｣

は
白
居
易
七
十
歳
の
作
で
あ
り
、｢

長
恨
歌｣

を
作
っ
た
三
十
五
歳
の
時
点
と
は
か
な
り
の
開
き
が
出

て
し
ま
う
。｢

長
恨
歌｣

に
お
け
る
仏
伝

(『

仏
本
行
集
経』)

受
容
の
補
助
線
と
な
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
探
索
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点

は
課
題
と
し
た
い
。

(

20)

川
合
康
三

｢｢

長
恨
歌｣

に
つ
い
て｣

(『

終
南
山
の
変
容

中
唐
文
学
論
集』

〈

研
文
出
版
、
一
九
九
九〉)

。

(

21)

坂
口
三
樹

｢｢

長
恨
歌｣

構
成
論
序
説

｢

魂
魄
不
曾
來
入
夢｣

の
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て｣

(『

漢
文
教
室』

一
九
四
、
二
〇
〇
八
・
五)

を
参

照
。
坂
口
氏
は
、
死
後
の
楊
貴
妃
が
玄
宗
の
夢
に
現
れ
な
い
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
は
仙
女
に
と
っ
て
愛
情
と
い
う
も
の
が

｢

迷
妄
・
妄
執
に

三
八



過
ぎ
な
い｣

、｢

超
越
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
感
情
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る｣

と
論
じ
た
う
え
で
、
玄
宗
の
使
者
の
到
来
を
知
っ
て
玉
妃
が
目
覚
め
た
こ
と
を

｢

そ
れ
は
睡
眠
か
ら
の
覚
醒
を
い
う
と
同
時
に
、
人
間
と
し
て
の
感
情
、
と
り
わ
け
玄
宗
へ
の
愛
情
の
覚
醒
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か｣

と
し
て
い
る
。
仙
界
・
天
上
界
に
お
い
て
愛
欲
や
性
愛
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注

(

３)

渡
辺
秀
夫

『

か
ぐ
や
姫
と
浦
島』

｢

第
五
章

か
ぐ

や
姫
の
罪

仙
女
の
降
誕
と
帰
還
の
論
理｣

も
参
照
。

(

22)

諸
田
龍
美

｢

恋
情
の
復
権

盛
唐
か
ら
中
唐
へ｣

(『

白
居
易
恋
情
文
学
論

長
恨
歌
と
中
唐
の
美
意
識

』
〈

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一〉)

。

本
書
所
収
の
諸
論
考
で
は
、｢

多
情｣

と
い
う
白
居
易
の
特
質
だ
け
で
な
く
、
恋
情
の
永
遠
性
を
支
持
す
る
中
唐
の
美
意
識
や
時
代
思
潮
に
つ
い
て
も

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
実
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

(

23)

諸
田
龍
美

｢

諷
諭
詩
に
見
る

｢

情｣

と

｢

倫
理｣

の
矛
盾

『

詩
経』

の
美
的
価
値
の
継
承
に
つ
い
て｣

(

注

(

22)

諸
田
書)

。

(

24)

下
定
雅
弘

｢

白
居
易
研
究
の
課
題
を
考
え
る

謝
思�『
白
居
易
集
綜
論』

に
即
し
て

｣
(『

白
居
易
研
究
年
報

創
刊
号』

〈

勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
〇〉)

。
本
論
文
は
、
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
謝
思�『
白
居
易
集
綜
論』

(

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
七)

の
主
張
を
詳
細

に
確
認
、
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
定
氏
は
、
論
文
の
後
半
で
謝
氏
の
論
の
構
造
を
五
点
に
整
理
し
て
お
り
、
そ
の
四
点
目
と
し
て
、
白
居
易
の

｢

凡
庸
・
卑
小
の
自
己
認
識｣

が

｢

禅
宗
の
、｢

飢
食
渇
飲｣

｢

行
住
坐
臥
、
応
機
接
物
皆
是
道｣

の
思
想
と
共
鳴
し
た
。｣

と
謝
氏
の
見
解
を
ま
と
め
て

い
る
。
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
謝
氏
の
主
張
に
対
し
て
下
定
氏
が
批
判
的
見
解
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

(

25)

下
定
雅
弘

｢

詩
に
お
け
る
老
荘
と
仏
教

そ
の

『

長
慶
集』

か
ら

『

後
集』

以
後
へ
の
変
化
に
つ
い
て

｣
｢

文
に
お
け
る
老
荘
と
仏
教

そ
の

『

長
慶
集』

か
ら

『

後
集』

以
後
へ
の
変
化
に
つ
い
て

｣
(『

白
氏
文
集
を
読
む』

〈

勉
誠
社
、
一
九
九
六〉)

を
参
照
。

(

26)

神
尾
暢
子

｢

暦
日
規
定
の
映
像
定
着

竹
取
物
語
と
伊
勢
物
語

｣
(『

王
朝
国
語
の
表
現
映
像』

〈

新
典
社
、
一
九
八
二〉)

、
三
角
洋
一

｢

漢

詩
文
と
物
語
文
学｣

(『

王
朝
物
語
の
展
開』

〈

若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇〉)

、
静
永
健

｢『

竹
取
物
語』

は
何
処
か
ら
来
た
か｣

(

注

(

18)

静
永
書)

な

ど
。

(

27)

こ
の
対
比
は
、｢

長
恨
歌｣

の
主
題
を
明
ら
か
に
し
た
松
浦
友
久

｢｢
長
恨
歌｣

の
主
題
に
つ
い
て

｢

恨｣

の
主
体
と
作
者
の
意
図

｣
(『

陶

淵
明
・
白
居
易
論

抒
情
と
説
理

松
浦
友
久
著
作
選
Ⅱ』

〈

研
文
出
版
、
二
〇
〇
四〉)

を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
松
浦
氏
は

｢

恨｣

を

｢

情
況

の
解
決
が
不、
可、
能、(

＝
固、
定、
的、)

と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
悔
恨
・
後
悔｣
、｢

怨｣

を

｢

情
況
の
解
決
が
可、
能、(

＝
可、
変、
的、)

と
自
覚
さ
れ

な
が
ら
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
満
・
憤
懣｣

と
整
理
し
た
う
え
で
、｢

長
恨
歌｣

の
主
題
と
は

｢

貴
妃
と
の
愛
の
現、
実、
に、
お、
け、
る、

｢

長
恨
歌｣

の
玉
妃
の
こ
と
ば
と
仏
伝

三
九



回、
復、
は
絶
対
に
不
可
能｣

で
あ
る
こ
と
を
悔
恨
す
る
玄
宗
の

｢

恨｣

な
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と

｢

恨｣

と
も
見
え
る
玉
妃
の
玄
宗
へ
の
思
慕
は
、
あ

く
ま
で
も

｢

愛
の
回
復
の
可
能
性
を
断、
念、
し、
な、
い、
情
況｣

に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た

｢

怨｣

の
心
情
で
あ
る
と
論
じ
た

(

傍
点
は
す
べ
て
松
浦
氏)

。
従

う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。『

竹
取
物
語』

に
お
け
る
翁
の
悲
嘆
も
ま
た

(

悔
恨
や
後
悔
と
は
異
な
る
思
念
と
は
い
え)

か
ぐ
や
姫
と
の
再
会
な
ど

｢

絶

対
に
不
可
能｣

な
情
況
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

(

28)

こ
の
点
で
、
吉
田
幹
生

｢

物
語
文
学
誕
生
前
史｣

(『

国
語
と
国
文
学』

八
六

五
、
二
〇
〇
九
・
五)

が
、
物
語
文
学

(『

竹
取
物
語』)

の
誕
生
の

契
機
に

｢
人
間
と
い
う
も
の
へ
の
興
味
関
心｣

を
見
て
い
る
こ
と
に
賛
同
し
た
い
。
吉
田
氏
は
そ
れ
を
和
歌
史
の
動
態
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
お
り
納

得
さ
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
は
仏
教
を
媒
介
と
し
た
人
間
理
解
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
た
。

【

付
記
１】

本
稿
は
、
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
第
一
〇
四
回
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
当
日
会
場
の
内
外
で
ご
質
問
、
ご
批
正
た
ま
わ
っ
た

柏
木
由
夫
先
生
、
倉
住
薫
先
生
、
桜
井
宏
徳
先
生
、
増
野
弘
幸
先
生
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【

付
記
２】

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金

(

課
題
番
号

22K
00325)

に
基
づ
く
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

四
〇


