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「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎

『
佛

行

』『
佛
本
行
集
經
』
の
影

を
中
心
と
し
て

石

井

公

は
じ
め
に

白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
は
、

敎
の
色

が
濃
い
作
品
と
言
わ

れ
て
き
た
。
確
か
に
、

年
に
な
っ
て

敎
へ
の
傾
倒
を

め
た

玄
宗
と
、

に
入
っ
て
女
冠
と
な
っ
た
後
に
入

し
た
楊
貴
妃

が

人
公
で
あ
る
う
え
、

敎
關

の
言
葉
が
頻
出
し
て
お
り
、

士
も
登
場
し
て
い
る
。

し
か
し
、
白
居
易
に
つ
い
て
は
佛
敎
信

で
あ
り
、
ま
た
老
莊

思
想
に
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
て
い
る�１
）。
そ
も
そ
も
「
長
恨
歌
」
は
、
佛
敎
を
思
わ
せ
る
言
葉

で
始
ま
っ
て
い
た
。

頭
の
「

皇
重
色
思
傾
國
」
の
句
が
そ
れ

だ
。
こ
の
句
は
、
玄
宗
が
い
か
に

世
の
美
女
を
求
め
て
い
た
か

を
示
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、「
傾
國
」
の
美
女
を

求
め
た
結
果
、
實
際
に
國
が
傾
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
自
業
自

得
以
外
の
何
物
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
楊

貴
妃
の
入
浴
場
面
を

め
と
し
て
、「
長
恨
歌
」
は
實
は
佛
敎
經

典
に
基
づ
く
部
分
が
少
な
く
な
い
。

一
方
、

敎
に
つ
い
て
は
、「
長
恨
歌
」
は
仙
女
や
仙
宮
な
ど

一
八
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に
關
す
る
一
般

な
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
て
い
る
も
の
の
、
特
定

の

敎
經
典
の
引
用
は
見
ら
れ
ず
、
踏
み

ん
だ

容
は
記
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
佛
傳
で
あ
る

『
佛

行

』
と
『
佛
本
行
集
經
』
の
利
用
に
着
目
し
つ
つ
、「
長

恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎
の

素
に
つ
い
て

討
し
て
い
き

た
い
。

一

敎
と
の
關
係

「
長
恨
歌
」
に
は
、

敎
風
な
言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
。「
仙

、

裳
羽
衣
、
方
士
、
致
魂
魄
、

上
有
仙
山
、

無
縹
渺
、
五
雲
、

綽
約
、
仙
子
、
玉
妃
、
雪
膚
、
仙
袂
、
蓬
莱
宮�２
）」
な
ど
が
そ
れ
だ
。

「
五
雲
」
は
、『
雲
笈
七
籖
』
で
は
、「

空
の
宮
」
は
飛
仙
だ
け

が
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
る
「
五
雲
の
中
に
在
り
」
と
さ
れ
、

「
玉
靈
仙
母
、
金
華
山
の
仙
女
の
常
に

ぶ

な
り
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
白
居
易
以

の
例
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
用
例
か
ら

見
て
、「
五
雲
」
は

な
る
吉
兆
で
は
な
く
、

敎
風
な
雰
圍
氣

を
表
わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ

の
う
え
、
白
居
易
が
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
話
に
つ
い
て
友
人
で
あ

る
陳
鴻
・
王
質
夫
と
語
り
合
っ
て
感

し
、「
長
恨
歌
」
が
生
ま

れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
仙

寺
は
、
名
が
示
す
よ
う
に
、
か
つ

て
は

だ
っ
た�３
）。

白
居
易
は
、
若
い
頃
、
元

と
と
も
に
靜
か
な

、
華
陽

に
こ
も
っ
て

學
に
勵
み
、
科

を
受

し
て
元

と
と
も
に
合

格
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
張
振

は
、
こ
う
し
た
點

と
そ
の
詩

の
用
語
か
ら
見
て
、
白
居
易
は
靑
壯
年
時
に
は
常
に

「

を

び
仙
を
好
」
ん
で
い
た
と

べ
、「
長
恨
歌
」
は
當
時
の

人
が

敎
の
神
仙
を
借
り
て
男
女
の
戀
愛
を
描
い
た
一
例
と

い
て
い
る�４
）。
し
か
し
、「
長
恨
歌
」
が
仙
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
は
事
實
だ
が
、
靑
壯
年
時
の
白
居
易
が
常
に

敎

を
好
ん
で
い
た
と
ま
で
言
う
の
は
行
き
す
ぎ
だ
ろ
う
。
徐
翠
先
・

石
東
升
は
、
白
居
易
が
神
仙
を
喜
ん
だ
の
は
元
和
十
年
（
八
一

五
）
に
江
州
に
左

さ
せ
ら
れ
た
時
期
以
後
の
こ
と
と
し
て
お
り
、

神
仙
世
界
を
題
材
と
し
た
「
長
恨
歌
」
が
書
か
れ
た
元
和
元
年

（
八
○
六
）
當
時
は

敎
に
熱
心
で
は
な
く
、「
長
恨
歌
」
は
神
仙

美
學
に
託
し
て
想
像
を
馳
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
年
の
作
で
あ
る

「
夢
仙
」
な
ど
は
む
し
ろ
神
仙
信
仰
に
對
す
る
一
種
の
「
理
性
批

一
九

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎
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」
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る�５
）。

實
際
、「
夢
仙
」
は
、「
悲

し
い
か
な
、
仙
人
を
夢
み
る
は
。
一
夢
、
一
生
を

ら
す
」
と
し

め
く
く
っ
て
お
り
、
仙
人
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
の
空
し
さ
を

し
て

わ
っ
て
い
る
。

澤
崎
久
和
に
よ
れ
ば
、
仙

寺
に
お
け
る
楊
貴
妃
の
物
語
の

な
語
り
手
は
、
そ
の
仙

寺

邊
に

ん
で
い
て
こ
の
寺
と

が
深
く
、
神
仙

を
好
ん
で
い
た
王
質
夫
だ
っ
た
よ
う
だ�６
）。

白
居

易
は
世
俗
に
染
ま
ら
ぬ
王
質
夫
と
氣
が
合
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
し

ば
し
ば
詩
を

っ
た
り
詩
中
で

れ
た
り
し
て
い
る
ほ
か
、

く

な
っ
た
時
に
は
「
哭
王
質
夫
」
を
作
っ
て
悼
ん
で
い
る
も
の
の
、

そ
の

敎
信
仰
を
す
べ
て

め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。「
長
恨

歌
」
を
作
っ
た
數
年
後
に
王
質
夫
に

っ
た
詩
、「

王
山
人
」

で
は
、
王
質
夫
に
つ
い
て
「
日
々
神
仙
の

を

き
、
…
…

か

に
長
生
の
訣
を
求
」
め
て
い
る
と

べ
た
う
え
で
、
長
生
し
て
も

結
局
は
死
ん
で
し
ま
う
だ
け
だ
と

べ
、「（
佛
敎
の
）
無
生
を
學

ぶ
に
如
か
ず
」
と

め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
當
時
の
白
居
易
は
、

老
莊
思
想
を

價
し
て
お
り
、
仙
女
と
の
戀
愛
譚
を
好
む

の
神

仙
趣
味
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
い
わ
ゆ
る

敎
信
仰
に
深
入
り

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は

疑

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二

「
長
恨
歌
」
と
佛
敎
の
關
係

「
長
恨
歌
」
に
つ
い
て
は
、「
目

變
」
と
の

似
が
有
名
だ
。

の
孟

『
本
事
詩
』
に
よ
れ
ば
、
詩
人
の
張

が
白
居
易
と

め
て
會
っ
た
際
、
張

は
白
居
易
の
「
目

變
」
を
讀
ん
だ
こ

と
が
あ
る
と

げ
、
白
居
易
が
何
の
こ
と
か
と

ね
る
と
、「
長

恨
歌
」
の
「
上
窮
碧
落
下

泉

兩
處
茫
茫
皆
不
見
」
は
「
目

變
」
で
は
な
く
て
何
で
し
ょ
う
と
語
っ
た
と
こ
ろ
、

氣
投
合
し
、

日
宴
を
と
も
に
し
た
と
い
う
。「
目

變
」
に
こ
う
し
た
表
現

が
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
目

が

く
な
っ
た
母
親
を
探
し
て
地

獄
か
ら
地
獄
へ
と
經
め
ぐ
る
も
の
の
な
か
な
か
探
し
當
て
ら
れ
な

い
と
い
う
點
が
「
長
恨
歌
」
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

現
代
の

究

で
敦
煌
變

と
の
關

に
つ
い
て
着
目
し
た

究

に
、
陳
允
吉
が
い
る�７
）。
陳
は
、「
長
恨
歌
」
は
「
變

唱

の
深
刻
な
る
影

の
下
で
生
ま
れ
た
一
首
の
代
表
作
」
と

し
て

お
り
、
そ
の
一
例
と
し
て
『

喜
國
王

』
と
の
關

を
示
唆
し

二
〇

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎
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て
い
る
。『

喜
國
王

』
で
は
、

喜
國
王
の
寵
愛
す
る
夫
人

は

く
な
っ
た
後
、
兜

天
に
生
ま
れ
て

を
享
受
し
て
い
た
も

の
の
、
王
の
戀
慕
の
念
に
應
え
る
た
め
に
天
女
た
ち
と
地
上
に
降

り
て
王
に
會
い
、
世

に
戀
着
せ
ず
修
行
し
て
生
天
を
求
め
る
よ

う

げ
た
と
こ
ろ
、
國
王
も
禮
佛
・
受
戒
を
お
こ
な
っ
て
功
德
を

積
み
、
天
上
に
生
ま
れ
た
と
す
る
。
末
尾
は
「
淨
土
天
中
、

た

相
い
逢
ふ
」
と
し
め
く
く
ら
れ
、
淨
土
で

會
す
る
こ
と
が
で
き

た
と

べ
て
い
る
。

天
人
と
な
っ
た
夫
人
が
、
今
も
夫
人
を
戀
慕
す
る
地
上
の
王
の

こ
と
を
思
い
や
る
な
ど
、「
長
恨
歌
」
と
共

す
る
面
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
確
か
だ
が
、「
長
恨
歌
」
で
は
楊
貴
妃
は
死
後
、
玄
宗

の
も
と
を
訪
れ
て
い
な
い
な
ど
、

い
も
大
き
い
。
ま
た
、「
長

恨
歌
」
の
特

は
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
濃
厚

な
愛

生
活
に

る
こ
と
は
永

に
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
長
恨
」
と
言
わ
れ
て
い
る

の
だ
。
松
浦
友
久
は
、
中
國
の
古
典

學
に
お
い
て
、

況
が
變

わ
れ
ば
實
現
可
能
で
あ
り
な
が
ら
現
實
に
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い

こ
と
に
對
す
る
つ
ら
さ
で
あ
る
「
怨
」
と

い
、「
恨
」
は
と
り

か
え
し
の
つ
か
な
い
事
態
に
對
す
る
思
い
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る�８
）。
そ
も
そ
も
、
玄
宗
は
や
む
を
え
な
い

況
で
あ
っ
た
と
は
い

え
、
愛
す
る
妃
を

す
こ
と
を

め
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
「
長

恨
」
の
一
因
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、「
長
恨
歌
」
は
獨
自

の
作
品
で
あ
り
、
よ
く
有
る
天
女
・
仙
女
と
の
戀
愛
譚
の

と
は

か
な
り
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三

佛
傳
の

體

な
影

「
長
恨
歌
」
が
佛
敎
經
典
、
そ
れ
も
佛
傳
の
影

を
受
け
て
い

る
證
據
は
、
楊
貴
妃
の
入
浴
場
面
だ
。「
長
恨
歌
」
が
東
ア
ジ
ア

で
あ
れ
ほ
ど
人
氣
と
な
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、

頭
の
入
浴
場
面

が
新
鮮
な
表
現
續
き
で
衝

で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
長
恨
歌
」
以

の
中
國
古
典

學
に
お
い
て
、
美
女
が
沐
浴
す

る

子
を
描
い
た
も
の
は
な
い
。
一
方
、
沐
浴
が

日
の

慣
で

あ
る
イ
ン
ド
で
は
、
宗
敎

に
も

學
作
品
に
も
女
性
の
沐
浴

場
面
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
現
代
で
も
、
イ
ン
ド
人
が

も
好

む
繪
畫
の
構
圖
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
神
が
沐
浴
す
る
牧
女
た
ち
と

れ
る
光
景
だ
。

二
一

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎
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し
か
も
、
イ
ン
ド
の
そ
う
し
た
傳
統
を
反
映
し
て
い
る
佛
敎
で

は
、
佛
傳
に
す
ら
美
女
の
沐
浴
場
面
が
出
て
く
る
だ
け
で
な
く
、

美
女
の
沐
浴
が
男
性
に
與
え
る
影

に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
東
ア
ジ
ア
で
廣
く
讀
ま
れ
た
佛
傳
で
あ
る
隋
・

那

多
譯
『
佛
本
行
集
經
』
で
は
、
甘
蔗
王
の
第
一
妃
が
我
が
子
を

王
位
に
つ
け
る
た
め
、「

人
の
莊

の
法
」
を
極
め
て
王
の
愛

を

さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
「
法
」
と
は
、
體
を
綺
麗
に

拭
き
淸
め
た
後
、「
香
湯
も
て
沐
浴
し
、
氣
を
し
て
芬
芳
た
ら
し

め
、

に
は
澤

（
香
）
を
塗
り
、
面
に
は
脂
粉
を

け
、

鬘
・

も
て
種
種
莊
嚴
」
す
る
（
大
正
三
・
六
七
四
下
）
こ
と

だ
っ
た
。

ま
た
、
美
し
い
表
現
で
知
ら
れ
、
イ
ン
ド
で
は
老
若
男
女
が

唱
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（A

s�v
a
g
h
o
s

�a

、

馬
鳴
）
の
傑
作
、『
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
（B

u
d
d
h
a
ca
rita

、
佛
の
行

い
）』
を
美

で

譯
し
た
『
佛

行
�９
）』

で
は
、
死
ん
だ
よ
う

に
眠
っ
て
見
苦
し
い

を
さ
ら
け
出
し
て
い
る
采
女
た
ち
を
見
た

太
子
は
、「
女
人
は
性
、
是
の
如
し
。
…
…
沐
浴
し
て

を

り
、
男
子
の
心
を
誑
惑
す
（
女
人
性
如
是
。
…
…
沐
浴

、
誑

惑
男
子
心
）」（
大
正
四
・
一
〇
上
）
と

べ
、
宮
殿
を
出
る
決

を

固
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
女
と
い
う
も
の
は
、
沐
浴

し
て
着

り
、
男
の
心
を
惑
わ
す
も
の
だ
、
と
い
う
の
だ
。

こ
う
し
た
佛
傳
、
特
に
『
佛

行

』
が
中
國

學
に
與
え
た

影

に
つ
い
て
は
、

賢
は
、
梁

超
『
飜
譯

學
與
佛
典
』
が

中
國
の
小

や
歌
曲
と
佛
典
の
關
係
を

し
て
い
る
個

を
引

用
し
、
出
家
し
よ
う
と
す
る
太
子
を
引
き
留
め
る
た
め
、
父
王
が

美
し
い
妃
や
伎
女
た
ち
を
あ
て
が
っ
て
世
俗
の
慾

に
ふ
け
ら
そ

う
と
す
る
『
佛

行

』
の
場
面
な
ど
を
引
い
て
、
妖

で
性

な
女
性
描
寫
が
梁
代
の
宮
體
詩
に
見
え
る
男
女
關
係
の
描
寫
に
影

を
與
え
た
と
論
じ
て
い
る�10
）。
こ
れ
は
正
し
い
指
摘
だ
が
、
特
定

の
作
品
に
對
す
る

體

な
影

は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

も
、
實
際
に
は

體

な
影

は
、
梁
代
の
宮
體
詩
以
上
に
、

「
長
恨
歌
」
に
見
ら
れ
る
の
だ
。「
長
恨
歌
」
の
有
名
な

頭
部
分

は
、

の

り
。

楊
家
有
女

長

在
深

（
閨
）
人
未
識
…
…
春

賜

浴
華
淸
池

泉
水
滑
洗
凝
脂

侍
兒
扶

嬌
無
力

こ
れ
に
對
し
、『
佛

行

』
で
は
、
太
子
を
育
て
た
義
母
の

二
二

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
敎
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大
愛
瞿
曇
彌
が
太
子
の
出
家
を
聞
い
て
悲
し
む
と
こ
ろ
は
、
こ
う

描
か
れ
て
い
る
。

妙
網
柔
軟
足

淸
淨
蓮

色

土
石
刺
棘
林

云
何
而
可
蹈

生
長
於
深
宮

衣
細
軟

沐
浴
以
香
湯

末
香
以
塗
身

今
則
置
風
露

安
可
堪

…
…

念
子
心
悲
痛

悶

而
躄
地

侍
人
扶
令

爲
拭
其
目

。（
大
正
四
・
一
五
上
）

す
な
わ
ち
、
大
愛
瞿
曇
彌
は
、「（
あ
の
子
は
）
足
が
柔
ら
か
い

の
で
、
石
や
ト
ゲ
の
多
い
林
な
ど
ど
う
し
て

け
よ
う
。
宮
廷
の

で
育
ち
、
い
つ
も

か
い
香
湯
で
沐
浴
し
て
體
に
香
を
塗
る
よ

う
な
生
活
だ
っ
た
の
に
、
風
露
に
さ
ら
さ
れ
、

さ

さ
に
ど
う

し
て
耐
え
ら
れ
よ
う
」
と

き
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
昏
倒
し
て
し

ま
い
、
侍
女
に
扶
け

こ
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
う
ち
、「
長
恨
歌
」

の
「

長

在
深

（
閨
）」
と
『
佛

行

』
の
「
生
長

於
深
宮
」、「
長
恨
歌
」
の
「
春

」「
賜
浴
」
と
『
佛

行

』

の
「

」「
沐
浴
以
香
湯
」、「
長
恨
歌
」
の
「
侍
兒
扶

」
と

『
佛

行

』
の
「
侍
人
扶
令

」
な
ど
は
、
似
す
ぎ
て
い
な
い

だ
ろ
う
か
。
太
子
と
楊
貴
妃
が

け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
點
も
共

し
て
い
る
。
楊
貴
妃
が
華
淸
宮
の

泉
で
沐
浴
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
た
の
は
、
實
際
に
は
十

で
あ
る
の
に
、「
長
恨
歌
」
で
は

ま
だ
「

」
い
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
を

し
て
い
る
。

「

長

在
深

」
は
、「
雲
鬢
」
の
語
も
見
え
て
い
る
傅

玄
「

歌
行
」
が
「
長
大

深
室
」
と
詠
っ
て
い
る
部
分
に
基
づ

く
可
能
性
も
あ
る
が
、「
長
大

深
室
」
で
は
、

長
す
る
と
邸

の

深
く
の
室
に
こ
も
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、『
佛

行

』
の
「
生
長
於
深
宮
」
の
方
が
似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、「
長
恨
歌
」
中
の
「

泉
水
滑
洗
凝
脂
」
の
句
は
、『
佛

行

』
の
「
末
香
、
以
て
身
に
塗
る
」
と
い
う
動
作
と
對
應
す

る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「

泉
水
滑
洗
凝
脂
」
は
、「
長

恨
歌
」
の
四
年
後
に
當
た
る
元
和
四
年
（
八
○
九
）
に
白
居
易
が

王
質
夫
に
與
え
た
七
言
律
詩
「

王
十
八

山
寄
題
仙

寺
」
の

名

句
、「
林

酒

紅
葉

石
上
題
詩

綠
苔
」
で
用
い
ら

れ
た
の
と
同

の
倒
置
表
現
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
凝
脂
を
洗
う
」

と
「

泉
の
水
が
滑
ら
か
に
」
流
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、

泉
に
つ
か
っ
た
楊
貴
妃
が
手
で
湯
を
腕
や
肩
や
胸
に
そ
っ

と
か
け
る
と
、
固
ま
っ
た
ラ
ー
ド
が
水
を
は
じ
く
よ
う
に
、
白
く

て
脂
に
富
ん
だ
肌
の
上
を
湯
が
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
散
っ
て
い
っ
て

二
三

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
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と
ど
ま
ら
な
い
、
と
い
う

子
を
描
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
手

で
湯
を
腕
や
肩
や
胸
に
か
け
る
と
い
う
動
作
は
、
末
香
を
身
に
塗

る
と
い
う
動
作
と
對
應
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
居
易
は
、
女
性
の
魅
力
を
表
す
新
鮮
な
表
現
を
佛
典
に
求
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。

男
を
と
り
こ
に
す
る
女
性
の

險
な
魅
力
に
つ
い
て
は
、
釋

の
本
生
譚
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
は
釋

の

世
の
身
で
あ
る

馬
王
が
、
人

を
好
む
鬼
女
に
ほ
か
な
ら
な
い
羅
刹
女
た
ち
に
と

ら
え
ら
れ
た
商
人
た
ち
を
救
う

話
で
あ
っ
て
、
東
南
ア
ジ
ア

國
で
非
常
に
人
氣
が
あ
り
、
日
本
で
も
『
宇
治
拾

物
語
』
の
纐

纈

話
な
ど
で
知
ら
れ
る
話
だ
。『
佛
本
行
集
經
』
で
は
、
五

百
人
の
商
人
が

破
し
て
あ
る
島
に
泳
ぎ
つ
い
た
と
し
、
男
を
魅

力
で
と
り
こ
に
し
て
か
ら

う
羅
刹
女
た
ち
に
つ
い
て

の
よ
う

に

べ
て
い
る
。

令
使
端
正
可
憙

人
、
纔
不

天
、
或
作
童
女
、
或
復

作

不
久
嫁
形
。

是
身
已
、
香
湯

浴
以
香
塗
身
、

種
種
衣
、

種
種

、
莊
嚴
其
身
、
首
戴
種
種
妙

天
冠
、
一
切
身
處
、

垂

、
以
爲

蘇
。
復
以
妙

、
莊

其
身
、

爲

、
於

鬘
處
、
懸
以
寶
鈴
、
捷
疾
走
行
。（
大
正
三
・
八
七

九
中
）

す
な
わ
ち
、
羅
刹
女
た
ち
は
、
天
女
に
は
や
や

ば
な
い
も
の

の
、
人

よ
り
美
し
く
愛
ら
し
い

子
に

け
た
の
で
あ
っ
て
、

あ
る
い
は
少
女
と
な
り
、
あ
る
い
は
結
婚
し
た
て
の
新
妻
の

と

な
っ
た
後
、「
香
湯
も
て

浴
し
、
香
を
以
て
身
に
塗
」
り
、

種
々
の
衣

と

身

で
身
を

っ
て
、
頭
に
は
種
種
の
「
妙

の
天
冠
」
を
載
せ
、
體
中
に

を
つ
け
て

り
、「

鬘
」
に

「
寶
鈴
」
を
つ
け
、

捷
に

岸
ま
で

け
て
行
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
も
香
湯
で
沐
浴
し
て
香
を
體
に
塗
り
、

の
冠
や

の
髪

り
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が

目
さ
れ
る
。「
寶
鈴
」
は
美
し
い

が
す
る
金
の
鈴
だ
ろ
う
か
ら
、

く
と
金
の
か
ん
ざ
し
に
つ
け

た
玉
が

れ
て
鳴
る
金

に
似
て
い
る
。

四

敎

世
界

と
の
齟
齬

「
長
恨
歌
」
で
は
、
仙
女
と
な
っ
た
楊
貴
妃
を
描
く
に
當
た
り
、

佛
敎
經
典
の
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

敎

世
界

と

は
合
わ
な
く
な
っ
た
箇

が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
玄
宗
が
夜

二
四

「
長
恨
歌
」
に
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け
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も
眠
れ
な
い
ま
ま
楊
貴
妃
を
思
う

子
に
動
か
さ
れ
た

圍
の

た
ち
が
、「
魂
魄
を
致
す
」
こ
と
が
得

だ
と
い
う

士
に
貴
妃

の
魂
を
探
さ
せ
る
場
面
が
そ
う
だ
。

爲
感
君
王

轉
思

敎
方
士
殷

排
空
馭
氣
奔
如
電

升
天
入
地
求
之
徧

上
窮
碧
落
下

泉

兩
處
茫
茫
皆
不
見

忽
聞

上
有
仙
山

山
在

無
縹

…
…

雲
鬢

新
睡
覺

冠
不
整
下
堂
來

す
な
わ
ち
、

士
に
楊
貴
妃
の
魂
を
「

」
め
さ
せ
る
と
、

士
は
空
を
押
し
開
き
大
氣
を
馭
し
て
電
光
の
よ
う
に
奔
り
、
天
に

登
り
地
に
入
っ
て
探
し
、
天
上
も

泉
も
く
ま
な
く
う
か
が
っ
た

も
の
の
、
兩
方
の
箇

と
も
廣
々
と
し
て
い
て
見
當
た
ら
ず
、

上
に
仙
山
が
あ
る
と
聞
い
た
と
い
う
の
だ
。
だ
が
、
招
魂
の
際
、

こ
の
よ
う
に
猛
烈
な
勢
い
で
天
地
を

け
回
る
例
は
、

敎
經
典

に
は
無
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
う
ち
、「
茫
茫
不
見
」
は
、
目

變

と
の
關
係
が
言
わ

れ
て
き
た
個

だ
が
、『
佛
本
行
集
經
』
に
は
、
も
っ
と

い
例

が
あ
る
。

岸
に
い
た
馬
王
が
商
人
た
ち
を
救
う
た
め
、
背
に
乘

せ
て
風
の
よ
う
に
空
を
飛
ん
で
い
く
場
面
だ
。

爾
時
、
彼

羅

女
輩
、
聞
彼
馬
王
哀
愍
之
聲
、
復
聞
走
聲

如
猛
風
、
忽
從
睡
覺
、

彼
商
人
、
悉
皆
不
見
。
處
處

看
、
乃
遙
見
彼

商
人
輩
、
乘
馬
王
上
、
或
執

毛
ママ
鬣
支

、
乘
空
而
去
。

見
是
已
、

將
男
女
、
馳
走
奔
赴
、
至

於

岸
。（
大
正
三
・
八
八
二
上
）

男
た
ち
が

げ
出
さ
な
い
よ
う
に
子
供
を
作
っ
て
い
た
羅
刹
女

た
ち
は
、
馬
王
が
猛
風
の
よ
う
に
走
り
、
空
を
飛
ん
で
去
っ
て
い

く

を
聞
い
て
、「
忽
ち
睡
り
よ
り
覺
め
」、
か
の
商
人
た
ち
を
探

し
「

」
め
た
も
の
の
、
�悉
く
皆
な
見
え
ず
」。
遙
か
彼
方
に
馬

王
が
商
人
た
ち
を
乘
せ
て
去
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
發
見
し
、

い

で
息
子
や
娘
た
ち
を

れ
て

岸
に
「
奔
」
り
至
っ
た
と
い
う
の

だ
。
こ
の
う
ち
、「

…
…
皆
不
見
」
は
、「
長
恨
歌
」
の
「

…
…
皆
不
見
」
と
一
致
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、

況
そ
の
も

の
が
似
て
い
る
の
だ
。『
佛
本
行
集
經
』
で
は
馬
王
は
「
猛
風
」

の
よ
う
に
「
空
」
を

け
て
お
り
、「
長
恨
歌
」
で
は
馬
と
關
係

深
い
「
馭
」
の
字
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
、『
佛
本
行
集
經
』
で

は
馬
王
の
鳴
き
聲
と

け
て
い
く

を
「
聞
」
い
て
羅
刹
女
た
ち

は
「
忽
ち
睡
り
よ
り
覺
め
」、

岸
ま
で
奔
っ
て
い
る
の
に
對
し
、

二
五

「
長
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「
長
恨
歌
」
で
は
蓬
莱
宮
で
仙
女
と
な
っ
て
い
た
楊
貴
妃
は
、
天

子
の
使
い
と
「
聞

」
い
て
「
新
た
に
睡
り
よ
り
覺
め
、

冠
整

へ
ず
」
に

い
で
堂
か
ら
下
り
て
來
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
共

點

が
多
い
の
は
偶
然
の
一
致
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
こ
で
重

な
の
は
、

敎
に
お
け
る
招
魂
で
は
、
こ
の
よ
う

に
稻
妻
の
よ
う
に
空
を
か
け
め
ぐ
る
か
と
い
う
點
、
そ
し
て
、
招

魂
で
あ
れ
ば
死

の
魂
を
地
上
に
招
き
寄
せ
る
は
ず
で
は
な
い
か

と
い
う
點
だ
。
白
居
易
自
身
、「
李
夫
人
」
で
は
、「
反
魂
香
も
て

降
す

夫
人
の
魂
」
と
詠
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、

士
が
魂
を
天

ま
で
飛
ば
す
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
場
合
、
香
の
煙
り
と
一

に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
っ
て
い
く
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ま
た
、「
長
恨
歌
」
で
は
死
ん
だ
楊
貴
妃
の
魂
が
玄
宗
の

も
と
に
お
も
む
く
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
夢
の
中
に
も

登
場
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
長
恨
歌
」
の
招
魂
の
場
面
は
、

敎
と
し
て

は
不
自
然
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
死
ん
だ
楊
貴
妃

は

上
の
仙
山
で
あ
る
蓬
莱
山
に
お
り
、

士
が
招
魂
を
お
こ
な

っ
た
と
い
う

敎
風
な
設
定
に
し
て
お
り
な
が
ら
、
實
際
に
は
佛

傳
の
表
現
を
利
用
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
推
測
を
裏
附
け
る
の
は
、
楊
貴
妃
の
い
る
場

の
不
自
然

さ
だ
。「
長
恨
歌
」
で
は
、
天
に
は
見
當
ら
ず
、

敎
風
に
「

上
」
の
「
仙
山
」
に
い
る
と

記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
東
の

上

に
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
長
恨
歌
」
の
後

に
な
る
と
、

楊
貴
妃
は
「
頭
を

し
て
、
下
、
人

の
處
を

め
ば
、
長
安
を

見
ず
し
て
塵
霧
を
見
る
」
と

べ
て
お
り
、
長
安
を
下
方
に

む

天
上
に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

上
の
仙
山
は
蜃
氣
樓
に
基

づ
い
て
生
ま
れ
た

念
で
あ
る
た
め
、
東
の

に

か
ん
で
い
る

の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
長
安
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ほ
ど

上
に

空
高
く
そ
び
え
る
仙
山
な
ど
、

敎
で

か
れ
た
こ
と
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
長
恨
歌
」
に
佛
傳
の
影

が

見
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
問
題
は
、
楊
貴
妃
は
天
に

は
お
ら
ず
、
東
の

上
の
仙
山
中
の
蓬
莱
宮
に
い
る
は
ず
で
あ
り

な
が
ら
、
後

で
は
、「
回
頭
下

人

處

不
見
長
安
見
塵
霧

二
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「
長
恨
歌
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に
お
け
る

敎
と
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下
」
と

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
長
安
を
見
下
ろ
す
こ
と
の
で

き
る
天
上
に
い
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
點
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
王
質
夫
か
ら
聞
い
た
楊
貴
妃
傳

が
神
仙
思
想
に
色
づ
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、
白
居
易
が
新
鮮
な
表
現
を
求

め
て
佛
敎
の
表
現
を
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ず
れ
が
生
じ
て
し

ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、「
不
見
長
安
」
の
句
が
見

え
る
『
世

新
語
』
夙
慧

の

の

話
に
加
え
、「
天
」
に

れ
て
い
る
『
法
華
經
』『

法
本

傳
』
な
ど
の
影

に
つ
い

て
も
考
え
て
い
く
必

が
あ
る
だ
ろ
う
。

註�１
）

白
居
易
と
佛
敎
に
關
す
る

年
の

究

果
は
、
下
定

弘

「

後
日
本
に
お
け
る
『
白
居
易
と
佛
敎
』
の

究
」
を
含
む

『
白
居
易

究
年
報
』
第
十
六
號
「
特
集

佛
敎
と

學
」
�

出
版
、
二
〇
一
五
年
一

）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
老
莊
思
想

と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
下
定
『
白
氏

集
を
讀
む
』
第
四

・

第
五

�

社
、
一
九
九
六
年
）
參
照
。

�2
）

本
稿
で
は
、
古
い
形
を

し
て
い
る
と
さ
れ
る
金
澤

庫
本
に

基
づ
く
下
定

弘
『
長
恨
歌
｜
楊
貴
妃
の
魅
力
と

力
』
�

出
版
、
二
○
一
一
年
）

載
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。

�3
）

澤
崎
久
和
『
白
居
易
詩

究
』
第
一
部
Ⅲ
第
三

「
白
居
易
と

仙

寺
｜
『
長
恨
歌
』

立
の
舞
臺
と
背
景
｜
」
�

出
版
、

二
○
一
三
年
）。

�4
）

張
振

「
試
論

敎

對
白
居
易

影

」
�『

蒙
古

農
業
大
學
學
報

�社
會
科
學
版
）』
二
○
〇
八
年
第
三
期
）。

�5
）

徐
翠
先
・
石
東
升
「
白
居
易

敎
信
仰
與
詩
歌
創
作
」
�『
山

西
師
大
學
報

�社
會
科
學
版
）』
三
十
九

第
三
期
、
二
○
一
二

年
五

）。

�6
）

澤
崎
、

�3
）

書
。
白
居
易
と
王
質
夫
の
交
友
に
つ
い
て

は
、
靜
永
健
「
王
質
夫
と
白

天
｜
白
居
易
の

縣
尉
時
代

｜
」
�『

學

究
』
第
九
十
三
輯
、
一
九
九
六
年
三

）
も
參
考

に
な
る
。

�7
）

陳
允
吉
『
佛
敎
與
中
國

學
論
稿
』「
從
�

喜
國
王

�
變

看
�
長
恨
歌
�
故
事

構

｜

�
長
恨
歌
�
與
佛
經

學

關
係
｜
」
�上

古

出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
○
一
○
年
）

�8
）

松
浦
友
久
「『
長
恨
歌
』
の

題
に
つ
い
て
｜
『
恨
』
の

體

と
作

の

圖
｜
」
�『
白
居
易

究
年
報
』
創
刊
號
、
二
○
○
○

年
五

）。

�９
）

B
u
d
d
h
a
ca
rita

が
ど
れ
ほ
ど
濃

な
描
寫
に
富
み
、『
佛

行

』
が
そ
れ
を
い
か
に
苦

し
て
曖
昧
な
美

で

譯
し
て
い
る

か
は
、
石
井
公

「
佛
傳

學
に
見
え
る
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
記

な
中
國
人
は
ど
う
受
け
止
め
た
か
｜
『
佛

行

（B
u
d
d
h
a
-

ca
rita

）』
と
「
長
恨
歌
」
｜
」（
小
峯
和

『
佛
傳

學
の
世

二
七

「
長
恨
歌
」
に
お
け
る

敎
と
佛
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界
』、

社
、
二
〇
一
六
年
刊
行
豫
定
））

�10
）

賢
『
佛
典
與
南

學
』「
第
四

佛
典
與
南

詩
歌
�
三
、

慾
色
異
相
�」
�江
西
人
民
出
版
社
、
二
○
〇
八
年
）。

日
本

敎
學
會
第
六
十
七
回
大
會
豫

一
、
日

時

二
〇
一
六
年
�平

二
十
八
年
）
十
一

十
二
日
�土
）

一
、
會

場

京

大
學

學

究
科

一
、
行

事

究
發
表
會
・
總
會
・
懇
親
會

合
同
役
員
會
は
大
會

日
の
十
一
日
�金
）に
行
う
豫

定
で
す
。

一
、

絡

先

〒
���
�����

京

市
左
京
區
吉
田
本
町

京

大
學

學

究
科

宇
佐
美

理

究
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
七
五
｜
七
五
三
｜
二
四
七
一
（
直

）

e-m
a
il

 
b
u
n
riu

s ＠
b
u
n
.k

y
o
to

-u
.a
c.jp

究
發
表

公
募

左
記
の

領
で
、
第
六
十
七
回
大
會
に
お
け
る

究
發
表
の
希

を
公
募
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
應
募
く
だ
さ
い
、
な
お
、
發
表

の
決

定
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
學
會
理
事
會
に
一
任
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

七

下
旬
ま
で
に
そ
の
旨
を
ご

知
し
ま
す
。

一
、
發
表
時

は
二
十
分

度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
、
發
表
題
目

び
日
本
語
千
二
百
字
以

の
發
表

旨
を
添
附
す

る
こ
と
。

三
、
二
〇
一
六
年
（
平

二
十
八
）
六

末
ま
で
に
學
會
事
務
局
宛

に

書

び
メ
ー
ル
で
應
募
す
る
こ
と
。
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