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の
変
容

山

折

哲

雄

平
成
七
年
四
月
上
旬
、
彭
飛
氏

(京
都
外
国
語
大
学
助
教
授
)
と
敦
煌

を
訪
れ
た
。
上
海

か
ら
西
安

に
飛
び
、

い
く

つ
か
ト
ラ
ブ
ル
も
あ

っ
た
が
、

何
と
か
た
ど
り

つ
く
こ
と
が

で
き
た
。

敦
煌

の
全
貌
を
眼
下

に
収

め
て
み
た
い
と
い
う
思

い
が
あ

っ
た
の
だ
が
、

本
当

の
と
こ
ろ
は
そ
こ
に
か
ら
だ
を
運
び
、
こ
の
眼
で
確
か
め
て
み
た
い

も
の
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「捨
身
飼
虎
図
」
で
あ
る
。

「捨
身
飼
虎
図
」
と
い
え
ぽ
、
す
ぐ
に
も
思

い
浮
か
ぶ
の
が
法
隆
寺
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
玉
虫
厨
子
で
あ

る
。
そ
の
須
弥
座

の
腰
板

の
側
面
に
描
か

れ
て
い
る
も
の
だ
。
三
段
階
の
変
化
を

一
図
に
収

め
る
構
図
法

(異
時
同

図
法
)
を
と

っ
て
い
る
。
上
段

に
は
山
の
頂
上

で
上
衣
を
脱

い
で
い
る
王

子
、
中
段

は
両
手
を
そ
ろ
え
て
伸
ぽ
し
反
り
身

に
な

っ
て
落
下
す
る
美
し

い
姿
、
そ
し
て
下
段
が
竹
林
に
横
た
わ
り
飢
え
た
虎
に
食
べ
ら
れ
る
が
ま

ま
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
場
面
、

で
あ
る
。

こ
の

「捨
身
飼
虎
図
」
は

『金
光
明
経
』

の

「捨
身
品
」

の
記
述
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
は
、
イ

ン
ド

に
由
来
す
る
釈
迦
の
本

生
譚

(ジ
ャ
ー
タ
カ
)

に
も
と
つ
く
。
そ
の
仏
教
説
話
文
学

の
話
が
、
は

る
ば
る
中
央
ア
ジ

ア
、
中
国
大
陸
を

へ
て
わ
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の

「捨
身
飼
虎
図
」

の
絵
が
描

か
れ
て
い
る
玉
虫
厨
子

の
制
作
年
代

は
、
ほ

ぼ
七
世
紀
中
ご
ろ

(皇
極
朝
-
孝
徳
朝
)
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
傍
証

(
1

)

の

一
つ
に
敦
煌
壁
画
と
の
あ
い
だ
の
類
似
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

台
座
絵

の

一
つ
で
あ
る

「捨
身
飼
虎
図
」

の
典
拠

と
な

っ
た

『金
光
明

経
』

の
将
来
も
、
そ
の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

私
と
彭
氏
は
敦
煌

に
着
い
て
、
ま
ず
石
窟

の
ぞ
ぽ
近
く
建

て
ら
れ
て
い

る
敦
煌
研
究
院
を
訪
れ
、
考
古
学
者
の
樊
錦
詩
副
院
長

に
お
目
に
か
か

っ

た
。
敦
煌
石
窟
は
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
莫
高
窟
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

そ
の
壮
大
な
規
模
を
誇
る
千
仏
洞
の
概
要
を
う
か
が

っ
た
の
だ
が
、
そ
の

と
き
、
石
窟

の
保
存
と
修
理
が

い
か
に
緊
急

で
困
難
な
事
業

で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
胸
を
衝
か
れ
た
。

研
究
院
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
美
術

の
専
門
家
た
ち
に
よ
る
調
査

・
研
究
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と
修
復

・
保
存
の
仕
事
が
ほ
と

ん
ど
で
、
仏
教
学

の
方
面
か
ら

の
研
究

は

手
薄
に
な
り
専
門
研
究
者
も

一
人
し
か
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ

の
方
が
、
仏
教
学
者

の
袁
徳
領

さ
ん
だ

っ
た
。
袁
さ
ん
は
北
京

の
仏
教
大

学
を
卒
業
さ
れ
た
あ
と
、
京
都

の
竜
谷
大
学
に
留
学
さ
れ
、
宇
治

に
住

ん

で
お
ら
れ
た
と
い
う
。
法
名
が

円
空
と
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
う
か
が

っ
た

と
き
、
思
わ
ず
頬
が
ゆ
る
ん
だ
。
円
空
仏
が
好
き
だ
か
ら
、
と
は
に
か
む

よ
う
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

私
が

「捨
身
飼
虎
図
」

の
こ
と
を
も
ち
だ
す
と
、
樊
副
院
長
と
と
も

に
、

あ

の
石
窟
、
こ
の
石
窟
と
二
、

三
の
名
を
あ
げ
ら
れ
た
が
、
あ
ま
り
多
く

は
な
い
よ
う
だ

っ
た
。
そ

の
な
か
で
私
が
と
く
に
見
た
い
と
思

っ
て
い
た

の
が
第

二
五
四
窟

に
描
か
れ
て

い
る
も
の
だ

っ
た
。
そ
こ
は
特
別
窟
に
指

定
さ
れ
て
い
て
、

一
般
に
は
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
さ
き
の
袁
先

生

の
ご
案
内
で
目
の
あ
た
り
見

る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
前
室
部
南
壁
の
中
央

に
描

か
れ
て
い
た
。
ジ

ャ
ー
タ
ヵ
文
献
で

は

「薩
堙
太
子
本
生
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
北
魏
時
代

(四
世
紀
)
の

壁
画
と
さ
れ
て
い
る
。
絵
の
全
体
は

「仏
伝
」

の
な
か
の
降
魔
を
あ
ら
わ

す
場
面

で
、
そ
の
一
部
に
捨
身
飼
虎

の
部
分
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
。
七

匹

の
虎
が
太
子

の
か
ら
だ
に
群
が
り
、
そ
の
肉
を
食

っ
て
い
る
状
景
が
大

(2

)

き
く

ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
四

一
九
窟
、
四
二
八

窟
で
も
同
じ
捨
身
図
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
が
、
む
ろ
ん
そ
の
図
様

に
大

き
な
変
化

は
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
、
群
が
り
寄
る
虎

に
人
間
が
食
わ
れ
る
残
酷

の
図
は
、
こ
の
敦
煌

の
莫
高
窟

に
だ
け
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
敦
煌

の
東
方
、
西
安

に
近
い

(3

)

麦
積
山

の
千
仏
洞
に
も
そ
れ
は
出
現
す
る
か
ら
だ
。
ま
た
敦
煌
か
ら
西

へ
、

(
4

)

ロ
ブ

ノ
ー
ル
を
越
え
た
彼
方
に
位
置
す
る
ク
ム
ト
ラ
千
仏
洞
、
お
よ
び
そ

(
5
)

の
さ
ら

に
西
方
に
近
接
す
る
キ
ジ
ー
ル
千
仏
洞
に
も
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
、
中
国
の
西
北
辺
境
に
注
視
し
よ
う
。
そ
こ
は
中
国
と
西
域
が

接
し
、
中
国

の
西
端
と
中
央

ア
ジ

ア
の
東
端
が
重
層
す
る
地
域

で
あ
る
。

そ
の
、

い
わ
ば
政
治
的
、
軍
事
的
な
拠
点
領
域
に
、
仏
教
石
窟
が
密
集

し

て
い
る
。
政
治
、
軍
事
上

の
要
所
に
文
物

の
交
易
路
が
重
な
り
、

シ
ル
ク

ロ
ー
ド

の
重
要
な
結
節
点
を
形
成
し
て
い
る
。

そ
の
石
窟

の
内
壁
を
埋
め

つ
く
す
絵
画
や
彫
像

の
大
群

の
な
か
に
、
捨

身
飼
虎
の
断
片
が
わ
ず
か
に
う
が
た
れ
て
い
る
。
流
血

に
ま
み
れ
る
人
肉

の
匂

い
が
立
ち
の
ぼ

っ
て
く
る
よ
う
な
、
飢
え
た
人
食

い
虎

の
咆
哮
が

こ

だ
ま
し
て
い
る
。
そ
の
人
食

い
虎

の
犠
牲

に
な
る
薩
墟
太
子
の
物
語
が
、

わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
誕
生

の
聖
地
で
あ
る
法
隆
寺

の

「
玉
虫
厨
子
」

の

な
か
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
だ
。

私
は
以
前
、
こ
の
敦
煌
の
莫
高
窟
を
中
心

に
蝟
集
す
る
千
仏
洞
地
帯
を
、

「北
緯
四
〇
度
線
」
と

い
う
名

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

の
も
と
に
位
置
づ

(
6

)

け
た
こ
と
が
あ
る
。
「北
緯
四
〇
度
線
」
と
は
、
天
山
山
脈
と
崑
崙
山
脈

に
は
さ
ま
れ
た
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
が
東
西
に
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
空
漠
た

る
地
域

の
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
か
ら
千
三
百
年
前

に
、
玄
奘
が

こ
の
北
緯

四
〇
度
線
を
ま
た
ぐ
地
球
の
深

い
谷
間
を
、
気

の
遠
く
な
る
よ
う
な
忍
耐

と
努
力
を
傾
け
て
歩

い
て
い
っ
た
。

そ
の
西
方
の
は
る
か
か
な
た
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
、
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
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「捨身飼虎」の変容

の
壮
大
な
千
仏
洞
が
み
え
る
。

そ
こ
か
ら
東
進
す
れ
ぽ
、
北
方

に
ミ
ン
ウ

イ
や
ベ
ゼ
ク
リ
ク
の
千
仏
洞
が
あ
ら
わ
れ
、
や
が

て
楼
蘭
を

へ
て
敦
煌
の

莫
高
窟
に
い
た
る
は
ず
だ
。
そ

し
て
さ
ら
に
東
に
む
か
え
ぽ
、
大
同
の
雲

崗
千
仏
洞
を

へ
て
北
京

に
達
す

る
。

こ
れ
ら
の
千
仏
洞
を

一
線
に

つ
ら
ね
る

「北
緯
四
〇
度
」

の
ル
ー
ト
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
流
伝
の
道
で
あ

っ
た
。
仏
陀
の
全
身
像
が
イ
ン
ド

で
は
じ
め
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
紀
元

一
～
二
世
紀
。
そ
の
個
性
的
な
仏
像

が
ま
も
な
く
西
域
を

へ
て
中
国

に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
最

北
端

の
ル
ー
ト
が
、
千
仏
洞
の
拠
点
を

つ
ら
ね
る
水
平
線
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

こ
に
刻

み
だ
さ
れ
た
巨
大
な
仏
像
が
、
や

が
て
わ
が
国
の
東
大
寺

に
お
け

る
大
仏
鋳
造
に
も
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
北
緯
四
〇
度
線

の
文
化
的
脈
動
は
、
遠
く
奈
良

の
都

の
東
大
寺

の
巨
大
仏
像

に
及
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
を
い

っ
た
が
、
そ
れ
と
並
ん
で

も
う

一
つ
、
捨
身
の
王
子
と
人
食

い
餓
虎

の
物
語
が
そ
の
脈
動
と
と
も
に

鮮
明
な
流
れ
を
形
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「捨
身
飼
虎
」

の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
北
緯
四
〇
度
線
上
を
伝
わ

っ

て
、
わ
が
法
隆
寺
に
秘
匿
さ
れ

る
厨
子
の
壁
面
に
蘇
る
こ
と
に
な

っ
た
に

ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
食

い
餓
虎

の
イ
メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
に
も
血
腥
く
残

酷

で
あ

っ
た
。
そ
の
荒
々
し
い
野
性

の
発
動
を
、
玉
虫
厨
子

の

「捨
身
飼

虎
図
」
は
で
き
う
る
か
ぎ
り
緩
和
し
、
む
し
ろ
洗
練
さ
れ
た
供
犠
空
問

へ

と
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
中
段

に
鮮
や
か
に
映
し

だ
さ
れ
る
太
子

の
し
な
や
か
で
美
し
い
シ
ル
エ
ッ
ト
が
、
そ
の
無
垢
な
献

身

の
姿
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も

そ
れ
は
、
下
段
に
展
開
さ
れ
る
餓
虎

の
猛
々
し
い
ふ
る
ま
い
を
覆

い
か
く

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
か
ど
う
か
、
そ

の
後

こ
の

「捨
身
飼
虎
図
」

の
モ
チ
ー
フ
は
、

わ
が
仏
教
芸
術

の
領
域

に
登
場
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
図

は

一
種

の
タ
ブ
ー

・
サ
ブ
ジ

ェ
ク
ト
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
え
ば
、
さ
き
の
北
緯
四
〇
度
線
上

の
千
仏
洞
に
描

か
れ
て
い
る
捨
身
飼
虎
図
の
な
か
に
は
、
王
子
が
群
が
り
寄
る
虎

に
食
わ

れ
て
い
る
場
面
を
泥
で
塗
り

つ
ぶ
し
て
い
る
の
が

い
く

つ
か
あ

っ
た
こ
と

が
思

い
浮

か
ぶ
。
あ
れ
も
、
た
ん
な
る
い
た
ず
ら
で
あ

っ
た
と
は
と
て
も

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
見
た
く
な
い
も

の
、
見
る
べ
き

で
は
な
い
も
の
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
。
と
す
れ
ば

「捨
身
飼
虎
図
」
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
後

の
仏
教
受
容
の
過
程

に
お
い
て
無
視
と
敬
遠

の
彼
方
に
追

い
や
ら
れ
る
こ

と
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
や
が
て
私
は
、
虎
と
人
聞
の
関
係
が
、
ま

っ
た
く
別
の
光
景

の
な
か
か
ら
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
気
が

つ
い
た
。
人
を
食
う

猛
々
し
い
餓
虎
に
代

っ
て
、
人
に
親
和
し
見
守
る
虎
が
忽
然
と
あ
ら
わ
れ

て
き
た
の
だ
。
そ
の
虎
は
む
ろ
ん
人

に
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
虎
な
の
で
は
な

い
。
自
然

の
な
か
に
放
た
れ
て
い
る
野
生
の
虎
で
あ
る
。
人
を
貪
り
食

っ

て
も
お
か
し
く
は
な
い
虎
が
、
人

(僧
)
を
じ

っ
と
凝
視
め
、
地
上
に
う

ず
く
ま
る
よ
う
に
し
て
全
身
を
休
め
て
い
る
。
餓
虎

の
殺
意
が
そ
こ
に
は
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は
じ
め
か
ら
失
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

元
暁

の
虎
で
あ
る
。
『華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』
と
い
う
絵
巻

の
な
か
に
で

て
く
る
韓
国

の
修
行
僧

・
元
暁

(六

一
七
～
六
八
六
)
と
、
か
れ
を
と
り

巻

い
て
う
ず
く
ま
り
見
守
る
三
匹
の
虎

の
こ
と
だ
。

奥
深
い
山
中

の
洞
窟
で
、
元
暁
が
し
ず
か
に
瞑
想
に
ふ
け

っ
て
い
る
。

一
匹
の
虎
は
そ
の
前
面

に
回
り
、
首
を
た
て
て
元
暁
を
仰
ぎ
み
て
い
る
。

も
う

一
匹
は
か
れ
の
背
面

の
そ
ば
近
く
う
ず
く
ま
り
、
あ
ご
を
地
上

に
つ

け
て
寄
り
そ
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
う

一
匹
が
洞
窟

の
上

で
四

肢
を
ふ
ん
ぽ
り
、
上
方
か
ら
元
暁
の
全
身
を
見
下
ろ
し
て
い
る
。
三
匹
が

三
匹
と
も
尾
を
ピ

ソ
と
立

て
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

い
か
に
も
剽
悍
な
野
性

味
を
た
た
え
て
い
る
よ
う
で
精
気
に
満
ち
て
い
る
。
が
、
そ
の
虎
た
ち
の

表
情
は
あ
く
ま
で
も
温
順

で
、
穏
や
か
だ
。

三
匹

の
虎
を
し
た
が
え
る
山
中
坐
禅
図
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
少
々
、
華
厳
宗
流
伝

の
問
題
を
含
め
て
元
暁
に
つ
い
て
の
略
伝

的
な
事
柄
を
記
し
て
お
こ
う
。

元
暁
は
、
七
世
紀
に
活
躍
し

た
新
羅

の
僧
で
あ
る
。
二
十
九
歳

で
出
家

し
、
六
五
〇
年

に
は
義
湘
と
と
も
に
入
唐
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

途
中
、

一
切

の
も

の
は
心
よ
り
生
ず
る
と
い
う
悟
り
を
え
て
、
入
唐
を
中

止
し
て
帰
国
し
た
。
心

の
解
放
が
第

一
の
課
題
で
あ

っ
て
、
留
学
は
二
義

的
な
も

の
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ

の
後
か
れ
は
経
論

の
研
究

に
専
念
し
、
「
金
剛
三
昧
経
論
」
「大
乗
起

信
論
疏
記
」
「十
門
和
諍
論
」
な
ど
を
著
述
し
、
さ
ま
ざ

ま
な
流
派

の
仏

教
思
想
を
総
合

・
整
理
す
る
仕
事
に
と
り
く
ん
だ
。

他
方
、
歌
舞
念
仏
を
通
じ
て
民
衆

へ
の
布
教
に
つ
と
め
、
民
衆
仏
教
の

形
成
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
私
生
活
で
は
戒
律
を
破

っ

て
結
婚
し
、
還
俗
し
て
小
姓
居
士
と
名

の
っ
た
。
そ
の
子
に
、

の
ち
に
儒

学
者
と
し
て
大
成
し
た
薜
総
が

い
る
。
元
暁
は
こ
う
し
て
居
士
仏
教
、
在

家
仏
教

の
代
表
者

の
一
人
と
し
て
活
躍
し
、
そ
の
行
動
は
自
由
奔
放

で
あ

っ
た
。

ま
た
元
暁

は
さ
き

の
義
湘
と
と
も

に
、
朝
鮮
に
お
け
る
華
厳
思
想

の
宣

揚
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の

一
翼
を
担
う
華
厳
思
想

は
イ

ン
ド
に
発
祥
し
、
や
が

て
中
国

に
伝
え
ら
れ
た
。
唐
代

の
杜
順

(第

一

祖
)、
智
儼

(第
二
祖
)
を
経

て
、
三
祖
と
さ
れ
る
法
蔵

(六
四
三
～
七

一

二
)
の
代
に
な

っ
て
、
中
国

の
華
厳
思
想
が
体
系
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
新
羅
か
ら
中
国
に
留
学
し
て
、

こ
の
中
国

華
厳

の
伝
統
思
想
を
学
ん
だ
の
が
右

の
義
湘
で
あ

っ
た
。
義
湘
は
右
の
法

蔵
と
と
も

に
修
学
に
励
み
、
や
が
て
故
国
に
も
ど

っ
て
か
ら
は
、
入
唐
を

中
止
し
た
元
暁
と
と
も
に
全
羅
南
道

の
華
厳
寺
で
布
教
や
著
述

に
専
念
し
、

新
羅
華
厳

の
基
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ

る
。

日
本

へ
の
華
厳
仏
教
の
導
入
は
、
天
平
八
年

(七
三
六
)
に
唐
僧

・
道

踏
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
に
は
じ
ま
る
。

つ
い
で
天
平
十

二
年
、
良

弁
が
、
新
羅
で
華
厳
を
学
ん
で
帰
国
し
た
大
安
寺

の
審
祥
を
招

い
て
、
金

鐘
寺

(
の
ち
の
東
大
寺
)
で
華
厳
経
を
講
義
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
縁
で
良

弁
は
華
厳
宗
を
お
こ
し
、
聖
武
天
皇

の
外
護
を
う
け
て
東
大
寺

の
建
立
に

こ
ぎ

つ
け
た
。
日
本
華
厳
宗
が
、

こ
の
よ
う
に
し
て
南
都
六
宗

の

一
つ
と

し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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延
暦
十
三
年

(七
九
四
)、
都
が
奈
良

か
ら
京
都

に
移
さ
れ
る
と
、
華

厳
宗
は
徐
々
に
衰
え
て
い
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
に
な

っ
て
復
興

の
動
き
が

お
こ

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
奈
良

・
東
大
寺

に
お
け
る
凝
念

(
一
二
四
〇

～

=
三

=

)
の
活
動

で
あ

り
、
も
う

一
つ
が
京
都

・
高
山
寺

の
明
恵

(
=

七
三
～

=

一三
二
)
に
よ
る
復
興
運
動
で
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
明
恵

の
仕
事
は
、
そ
の
質
の
高
さ
と
影
響
力

の
大
き
さ
に
お
い
て
注
目
す

べ
き

も

の
で
あ

っ
た
。

実
は
、
さ
き

に
あ
げ
た

『華

厳
宗
祖
師
絵
伝
』
は
、
こ
の
明
恵

の
事
蹟

と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
ま
た
、
そ
こ
に
登
場
す
る
虎
を

し
た
が
え
る
山
中
坐
禅
図
も

か
れ
が
生
き
た
世
界
と
気
脈
を
通
じ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
な
か
で
も

『華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』

の
詞
書
が
明
恵
に
よ

っ

て
書
か
れ
た
と

い
う
こ
と
は
見

の
が

せ
な

い
。
そ
こ
か
ら
は
、
新
羅
僧

・

元
暁
に
た
い
す
る
か
れ
の
敬
愛

の
気
持
が
立
ち
の
ぼ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

『絵
伝
』
は
、
さ
き

に
も
ふ
れ
た
よ
う

に

『華
厳
縁
起
』
の
名
で

(
7
)

知
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
を
代
表
す

る
絵
巻
物
の

一
つ
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の

作
品
は
、
鎌
倉
時
代
初
期

に
華
厳
宗

の
道
場
と
し
て
明
恵
に
よ

っ
て
再
興

さ
れ
た
栂
尾
高
山
寺
を
背
景

に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
高
山
寺

の
宝
物
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
十

三
世
紀
前
半

の
成
立
と
さ
れ
る
。
『絵
伝
』

の
主
人
公
は
、
七
世
紀

の
半
ぽ

に
唐
に
渡

っ
て
、
華
厳
宗
を
新
羅

に
伝
え

た
二
人
の
祖
師
、
す
な
わ
ち
義

湘
と
さ
き
の
元
暁

の
行
蹟
を
描

い
た
も
の

で
あ
る
。
明
恵
は
日
ご
ろ
こ

の
二
人

の
祖
師
を
深
く
尊
敬
し
、
み
ず
か
ら

こ
の
絵
巻
に
詞
書
を
書
い
て
、

の
ち
に
の
べ
る
よ
う

に
側
近
の
画
家

に
描

か
せ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
明
恵

に
は

『光
明
真
言
土
砂
勧
信
記
』
な
る
仮
名
法
語
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
元
暁

の

『遊
心
安
楽
道
』
を
解
説
し
た
も

の
で
、
そ
こ
で

(
8

)

は

「光
明
真
言
」

の
効
験
が
同
時

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

『縁
起
』

に
展
開
さ
れ
る
物
語

の
内
容

は
、
新
羅

の
華
厳
宗

の
祖
師

・
元

暁
と
義
湘
が
求
法

の
た
め
唐
に
渡
ろ
う
と
す
る
話
か
ら
始
ま
る
。
途
中
、

二
人
が
新
羅

の
山
中
で
雨
宿
り
を
し
て
夜
を
明
か
し
た
と
き
、
元
暁
は
そ

の
洞
穴
が
死
者

の
塚
穴
で
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
て
動
揺
す
る
。
結
局
、
仏

法
は
自
分

の
心
の
中
に
あ
る
と
悟

っ
て
、
ふ
る
さ
と

へ
引
き
返
し
て
し
ま

う
。、

物
語
は
こ
こ
で
、
元
暁

の
巻
と
義
湘

の
巻

に
分
か
れ
て
進
行
す
る
こ
と

に
な
る
。
元
暁
絵

の
方
は
王
妃
の
病
気
に
か
か
わ
る
奇
蹟
を
中
心
に
展
開

し
、
元
暁

の
行
状
と
そ
の
知
徳

の
高
く
大
き
い
こ
と
を
讃
え
て
す
す
む
。

他
方
、
義
湘
絵

の
方

は
、
入
唐
し
た
義
湘
と
、
か
れ
に
恋
情
を
抱
く
女

性

・
善
妙
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
。
善
妙
は
そ
の
恋
心
が

か
な
わ
ぬ
こ

と
を
知
り
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
浄
化
し
て
、
新
羅
に
帰
る
義
湘
の
船
を
竜

女
と
な

っ
て
守
護
す
る
。
全
体
と
し
て
、
義
湘

の
高
徳
を
宣
揚
す
る
と
と

も
に
女
人
成
仏
を
暗
示
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
な

っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

さ
て
、

こ
の

『華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』
は
、
元
暁
を
主
人
公
と
す
る
絵
二

巻
と
義
湘
を
主
人
公
と
す
る
絵
四
巻
か
ら
成

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の

物
語
絵
が

『宋
高
僧
伝
』

(九
八
八
年
成
立
)
の

「黄
竜
寺

・
元
暁
伝
」
と

「義
湘
伝
」
を
も
と
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
研

(9

)

究

に

よ

っ
て
明

ら

か

に
さ

れ

て

い

る

。
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し
か
し
こ
こ
で
私
が
と
く
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
そ
れ
と
は
別

の
こ

と
で
あ
る
。
『絵
伝
』

の

「
詞
書
」

に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ

の

「絵
」

に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
匹

の
虎
を
し
た
が
え
る
山
中

坐
禅
図

の
方
だ
。
人
虎

一
体

の
図
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
が
も
う

一

つ
、
明
恵

に
は
、
そ
の
生
前

の
面
影
を
よ
く
伝
え
て
い
る
も

の
と
い
わ
れ

る

「樹
上
坐
禅
像
」
と
い
う
画
幅

の
あ

る
こ
と
が
し
ら
れ
て
い
る
。
庭

の

樹
の
上
で
坐
禅
に
ふ
け

っ
て
い
る
明
恵

の
姿
を
描

い
た
も

の
で
あ

る
。
こ

れ
は
当
時
、
明
恵
に
就

い
て
勉
学
し
起
居
を
と
も
に
し
て
い
た
弟
子

・
成

忍
に
よ

っ
て
描
か
れ
た
作
品
と

さ
れ
て
い
る
。
成
忍
の
出
自
は
よ
く
分
か

ら
な
い
が
、
二
十
年
以
上
に
わ

た

っ
て
明
恵
に
師
事
し
、
画
僧
と
し
て
活

躍
し
た
人
物
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

日
ご
ろ
明
恵
は
高
山
寺
の
裏
山
を
楞
伽
山
と
名
づ
け
、
そ
の
山
中
に
あ

る
、
二
股
に
分
か
れ
た
松
の
樹

に
縄
床
を

つ
く

っ
て
、
そ
こ
で
坐
禅
に
ふ

け
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
そ

の
明
恵

の
日
常

の
姿
を
、
生
き
生
き
と
描

い
た

も

の
が
、
「樹
上
坐
禅
像
」
と
称
さ
れ
る
肖
像
画
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
興
味
あ

る
こ
と
に
、
こ
の

「樹
上
坐
禅
像
」
に
描

か
れ
て
い
る
明
恵

の
面
影
が
、

さ
き
の

『華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』
に
登
場
す

る

「元
暁
絵
」

に
お
け
る
元
暁

の
姿
と
酷
似
し
て
い
る
。
そ
の
二
人

の
絵

姿
が
、
あ
た
か
も
同

一
人

で
あ

る
か
の
よ
う
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
元
暁
絵

の
冒
頭
に
、
元
暁
が
義
湘
と
と
も
に

塚
穴
に
横
た
わ
り
、
右
手
を
伸
ば
し
て
夢

み
つ
つ
臥
せ
て
い
る
静
か
な
顔

の
表
情
を
見
る
だ
け
で
よ
い
。

そ
れ
が

「樹
上
坐
禅
像
」
の
明
恵
像

の
イ

メ
ー
ジ
と
重
な

っ
て
み
え
て
く

る
。
ま
た
、
松
林

の
つ
づ
く
浜
辺
に
座

っ

て
月
を
眺

め
て
い
る
元
暁
の
姿
、
そ
し
て
断
崖
上
の
洞
窟

の
中

に
座
り
、

そ

の
周
囲
を
三
頭

の
大
ぎ
な
虎
が
う
ず
く
ま

っ
て
見
守

っ
て
い
る
さ
き
に

指
摘
し
た
印
象
的
な
シ
ー
ン

(第

一
巻
第
三
段
)。
そ
の
画
面
の
中

で
瞑
想

に
ふ
け

っ
て
い
る
元
暁
の
姿
も
、
明
恵
の
像
と
そ

っ
く
り
重
な
る
こ
と
に

注
意

し
よ
う
。
『華
厳
宗
祖
師
絵
伝
』

の
絵

の
作
者
が
、
そ
こ
に
登
場
す

る
元
暁

の
姿
を
写
し
と
る
と
き
、
明
ら
か
に
明
恵
の
面
影
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

さ
て
、
明
恵
像
と
元
暁
像

の
類
似
と

い
う
問
題
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、

右

に
み
た
明
恵

の
樹
上
坐
禅
図
と
元
暁

の
山
中
坐
禅
図
に
は
、
さ
き

に
言

及
し
た
捨
身
飼
虎
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
犠
牲
の
主
題
が
き
れ
い
に
洗

い

流
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
元
暁
の
山
中
坐
禅
図
に
お
い
て
は
、
人
が
野

獣

に
食
わ
れ
る
テ
ー

マ
が
完
全

に
消
え
失
せ
て
い
る
。
「捨
身
」

の
観
念

が
、
そ
こ
か
ら
は
す
で
に
蒸
発
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
別
の
水
脈

へ
と
そ
の
身
を
隠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
河
合
隼
雄
氏
が

『明
恵
-
夢
を
生
き
る
』

の
な

か
で
明
恵
に
お
け
る

「捨
身
」
の
意
味

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
が
参
考

(
10

)

に
な
る
。
明
恵
は
幼
少

の
折

に
、
自
分

の
顔
に
焼
け
火
箸
を
あ
て
よ
う
と

(
11

)

(
12

)

し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
十
三
歳

の
と
き
捨
身

(自
殺
)
を
試

み
、

(
13

)

二
十
四
歳

の
と
き
に
は
自
分
の
耳
を
切
り
取

っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
か

れ

の
過
激
な
行
動
か
ら
は
、
「捨
身
」

へ
の
渇
く
よ
う
な
衝
動
を
み
て
と

る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
三
歳

の
と
き

の
自
殺
は
、
葬
地

に
死
体
が
放
置
さ
れ
、
犬
な
ど
の
食

う
に
ま
か
せ
る
あ
り
さ
ま
を
み
て
、
自
分
も
そ
の
よ
う
に
犬
や
狼
に
食
わ
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れ
て
死

の
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
と
き
か
れ
は
、
幸
か
不
幸

か
食
わ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
の

『伝
記
』

の
記

述
が
面
白

い
。

に
就

い
て
東
大
寺
戒
壇

で
具
足
戒
を
う
け
出
家
し
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら

ま
も
な
く
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
体
験

に
つ
い
て
、

い
ま
ふ

れ
た

『行
状
』
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

夜
深
け

て
犬
共
多
く
来

り
て
、
傍
な
る
死
人
な
ん
ど
を
食
ふ
音
し
て

か
ら
め
け
ど
も
、
我
を
ぽ
能
々
嗅
ぎ

て
見
て
、
食
ひ
も
せ
ず
し
て
、

(
14

)

犬
共
帰
り
ぬ
。
恐
ろ
し
さ
は
限
り
無
し
。

わ
が
身
を
犬

に
与
え
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
犬

の
方
が
か
れ

の
か
ら
だ

の
匂
い
を
嗅

い
だ
だ
け
で
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
「捨
身
飼
犬
」
の
行
が
、

そ
こ
で
は
成
立
し
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

明
恵
が
こ
の
よ
う
な

「捨

身
」

へ
の
衝
動
に
の
め
り
こ
む
よ
う

に
な

っ

た
の
は
、
む
ろ
ん
釈
迦

の
前

世
に
お
け
る
幻
夢
の
体
験
談
、
す
な
わ
ち
自

己
犠
牲

の
本
生
話
を
子
供

の
こ
ろ
に
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
雪
山
童

子
が
無
常
偈
を
聞
く
た
め
に
わ
が
身
を
投
げ
出
し
た
話

(施
身
聞
偈
)
、

薩
墟
王
子
が
飢
え
た
虎
に
わ
が
身
を
与
え
た
話

(捨
身
飼
虎
)
を
耳

に
し

目
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
自
己
犠
牲

の
シ
ー
ン
が
、
法

隆
寺

の
玉
虫
厨
子
の
須
弥
座

・
腰
板
に
描
か
れ
て
い
た
。
い
ま
は
、
そ
の

一
方

の

「捨
身
飼
虎
図
」
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『明
恵
上

人
行
状
』
に
よ
る
と
、
さ
き

に
ふ
れ
た
か
れ
の
十
三
歳

の
と
き

の
自
殺

は
、

(15
)

こ
の
捨
身
飼
虎

の
話
に
感
動

し
触
発
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
い
う
。

も
う

一
つ
、
明
恵
に
は
、
夢

で
狼
に
食
わ
れ
る
凄

い
話
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
文
治
四
年

(
一
一
八
八
)、
十
六
歳

の
と
き
、
か
れ

は
文
覚
上
人

我

モ
又

法

ノ
為

ニ
セ

ハ
、

雪

山

童

子

ノ
半

偈

ノ

タ

メ

ニ
身

ヲ
羅

刹

ニ

ナ

ケ
、

薩

堙

王

子

ノ
餓

虎

ヲ

ア

ハ
レ

ム

テ
全

身

ヲ

ホ

ト

コ
シ
、

尸

眦

鷹

ニ
カ

ヒ
、

慈

力

五
夜

叉

ニ
ア

タ

ヘ

シ
カ
如

ク

ニ
シ

テ
死

ヌ

ヘ
シ

ト

思

、

仍

或

夜

又

先

年

幼

稚

ノ
時

ノ
如

ク
思

ヒ
イ

タ

シ

テ
、

ナ

ヲ

ソ

ノ

志

ヲ

ト

ケ

ム

カ

タ

メ

ニ
、

先

ノ
如

ク
又

五

三
昧

二
至

ル
事

有

キ

、

其

夜

又
別

ノ
事

ナ

シ
、

空

返

早

、

都

テ
如

此

身

ヲ
捨

ム
事

ヲ

ノ

ミ
思

フ

間

、

或

夜

ノ
夢

二
狼

二

疋

来

テ
傍

ニ
ソ
イ

ヰ

テ
我

ヲ
食

セ

ム
ト

思

ヘ

ル
気

色

ア

リ
、

心

二
思

ク
、

我

コ
ノ

ム
所

ナ

リ
、

此

身

ヲ
施

セ

ム

ト

思

テ
汝

来

テ
食

ヘ
シ

ト
云

フ
、

狼

来

テ
食

ス
、

苦

痛

タ

ヘ
カ

タ

ケ

レ

ト

モ
、

我

カ

ナ

ス

ヘ
キ

所

ノ
所

作

ナ

リ

ト
思

ヒ

テ
是

ヲ

タ

へ
忍

テ
、

ミ

ナ
食

シ

ヲ

ハ
リ

ヌ
、

然

而

シ
ナ

ス

ト
思

テ
不

思

儀

ノ
思

二
住

シ

テ

(
16

)

遍
身

二
汗
流
テ
覚
了
ヌ
云
、

こ
こ
で
も
雪
山
童
子
と
薩
堙
王
子
の
物
語
が
重
要
な
機
縁
を
な
し
て
い
る
。

わ
が
身
を
捨

て
よ
う
と
だ
け
念
じ
て
い
る
と
、
夢
に
狼
が
あ
ら
わ
れ
て
食

い
は
じ
め
る
。
さ
き

の
十
三
歳
の
と
き
は
、
葬
地

(五
三
昧
)
に
行

っ
て

身
を
横

た
え
た
が
、
犬

(『行
状
』
は
狼
)
は
自
分
を
食
わ
な
か

っ
た
。

「恐
ろ
し
さ
は
限
り
無
」
か

っ
た
け
れ
ど
も
事
な
き
を
え
た
。
こ
れ
に
た

い
し
て

『行
状
』
に
記
す
夢
中
の
体
験

で
は
、
じ

っ
さ
い
に
狼
に
食
わ
れ
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「苦
痛

タ

ヘ
カ
タ
」
か

っ
た
が
、
そ
れ
に

「
タ

へ
忍
」
ん
だ
と
あ
る
。
現

実
体
験
と
幻
夢
体
験

の
違

い
が
そ
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
明
恵
に
お
け
る
捨
身

へ
の
願
い
の
強
度

に
は

変
り
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

明
恵
は
い
っ
た
い
ど
う
し

て
、
そ
れ
ほ
ど
捨
身
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
そ
れ

ほ
ど
動
物

に
わ
が
身
を
食
わ
せ
る
と
い
う

衝
動
に
駆
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
,の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
き

の
河
合
氏
が

ユ
ソ
グ
心
理
学

の
立
場
か
ら

つ

(17

)

ぎ

の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
第

一
は
、
仏
教
の
伝
統
的
な
瞑
想
法

で
あ

る

「九
想
観
」

の
影
響
が
直
接

・
間
接

に
は
た
ら

い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
「九
想
観

」
と
は
人
間

の
死
後

の
状
態
を
、
腐
敗
を

へ
て
白
骨
に
い
た
る
九
段
階

に
分
か

っ
て
観
想
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

れ
が

「九
想
詩
絵
」
と

い
う
画
巻
を
生
み
だ
す
に
い
た

っ
た
。
人
間

の
必

然
の
運
命
を
そ
れ
に
よ

っ
て
悟

ら
せ
る
効
果
を
ね
ら

っ
た
も
の
だ
が
、
そ

の
な
か
に

「瞰
食

の
相
」
と

い
う
の
が
で
て
く
る
。
腐
乱
し
た
人
体
を
犬

や
鳥
が
食

い
漁

っ
て
い
る
光
景

で
あ
る
が
、
そ
の
絵
を
明
恵
が
す
で
に
見

て
い
て
、
そ
の
記
憶
が
か
れ

の
心
を

つ
か
ん
で
放
さ
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う

と
し
う

第

二

に
、
西
欧

の
錬

金

術

の
書

物

に

で

て
く

る

「蝦

焼
」

($
∵

9
蠧
鉱
o
)
に
よ

っ
て
、
明
恵

の
捨
身
行
動
を
説
明
し

て
い
る
。
こ
の
燬

焼
を
図
示
し
た
も
の
は
、
王
が
狼
に
食
わ
れ
て
い
る
場
面
を
描

い
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
間
が
し
だ
い
に
変
容
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
象
徴

的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
。
錬
金
術

の
燬
焼
図
は
、
さ
し
ず

め

西
欧
風

の
捨
身
飼
狼
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

光
景
を
河
合
氏
は
、

エ
デ

ィ
ン
ガ
ー
の
説
に
も
と
つ

い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に

い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
狼
に
食
わ
れ
る
王
は
す
で
に
死
ん
で
お
り
、

王
の
死
は

「意
識

の
規
範
原
理
の
死
」
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
き

の

「燬

焼
」
の
図
を
み
る
と
、
そ
の
絵
の
背
景

に
、
狼
が
火

に
焼
か
れ
、
そ
こ
か

ら
新
し
い
王
が
再
生
し
て
く
る
の
が
み
え
る
。
こ
う
し
た
狼
は
欲
望

で
あ

り
、
欲
望
は
ま
た
火
で
も
あ
る
。
欲
望
は
そ
れ
自
身
を
焼
き

つ
く
し
、
そ

こ
か
ら
新
し
い
王
が
、

つ
ま
り
規
範
原
理
が
生
ま
れ
る
。
王
が
狼

の
胎
内

と
い
う
地
獄
を
経
過
し
、
火
に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
再
生
す
る
の
で
あ

る
、

と
。明

恵

の
さ
き
の
夢
体
験
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
狼

に
食
わ
れ
る
夢

の
な
か
で
、
そ
の

「耐
え
が
た
い

苦
痛
」

の
地
獄
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
を
通
し
て
、
火

に
よ

っ
て
清
め
ら
れ
、

再
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
内
心
に
お
け
る
葛
藤

の
ド
ラ
マ
が
終
息
し
て
、

新
し
い
規
範
原
理
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
明
恵

の
異
常
な
ま
で
に
過
剰

な
自
己
毀
傷

の
行
為

の
う
ち
に
、
た
し
か
に
死
と
再
生
と
い
う

ア
ン
ビ
バ

レ
ン
ト
な

「蝦
焼
」
体
験
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
こ
で
、
右

の
蝦
焼

ス
ト
ー
リ
ー
と
並
ん
で
、
明

恵
の
も
う

一
つ
の
夢
体
験

に
惹
き

つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
狼

に
食
わ
れ
る
話
と
は
打

っ
て
変

っ
て
、
よ
り
い

っ
そ
う
快
活
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
戯
れ
が
う
か
が
え
る
。
か

れ

の

『夢
記
』

に
あ
ら
わ
れ
る
元
久
元
年

(
一
二
〇
四
)
の
記
事
が
そ
れ

だ
。
こ
の
年
、
明
恵
は
す
で
に
三
十
二
歳
に
な

っ
て
い
る
。
イ
ン
ド

へ
の
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渡
航
を
企
て
な
が
ら
、
そ
の
願

い
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
の
夢
と
は
、

つ
ぎ

の
よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た
。

同
八
日
、
初
夜

の
行
法
已
る
。
出
で
て
後
、
眠
り
入
り
た
る
夢
に
云

は
く
、

一
つ
の
野
の
如
き
処
有
り
、
而
る
に
、
野
に
非
ず
し
て
、
古

き
家
の
跡

の
如
し
。
以
て

の
外
に
広
く
し
て
、
其

の
四
方

に
大
き
な

る
獅
子

の
形
像
有
り
。
而

る
に
、
行
動
し
て
生
身

の
如
く
也
。
成
弁

(明
恵

の
こ
と
)
、
彼

の
ひ
げ
な
ん
ど

の
整
ほ
ら
ざ
る
を
切
り
そ
ろ
ふ
。

怖
畏
す
る
こ
と
極
り
無
け
れ
ど
も
、
之
を
整
ふ
。
小
さ
き
犬
等
あ
ま

た
有
り
て
、
此
の
獅
子
之
腹

の
下
の
毛

の
中
に
聚
り
伏
す
。
心
に
思

(
18
)

は
く
、
此

の
小
さ
き
犬
等

、
此
の
獅
子
を
以
て
我
が
母
と
思

へ
り
。

荒
寥

た
る
風
景

の
な
か
に
、

四
基
の
獅
子
像
が
四
方
に
立

っ
て
い
る
。

す
る
と
、
そ
の
獅
子
像
が
に
わ
か
に
動
き
だ
し
て
、
生
き
生
き
と
し
た
獅

(
19

)

子
に
変
じ
た
。
自
分

(明
恵
は
三
十
八
歳
ま
で
成
弁
と
称
し
て
い
た
)
は

と
て
も
怖
か

っ
た
け
れ
ど
も
獅

子
に
近
づ
き
、
そ
の
ひ
げ
を
切
り
そ
ろ
え

た
。
と
こ
ろ
が
ど
う
だ
。
小
犬
が
た
く
さ
ん
寄

っ
て
き
て
、

こ
の
獅
子
の

腹

の
下
に
も
ぐ
り
こ
み
、
そ
の
ふ
さ
ふ
さ
し
た
毛
の
な
か
に
く
る
ま

っ
て

伏
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ

の
小
犬
た
ち
は
、
獅
子
を
も

っ
て
自
分
た

ち
の
母
と
思

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
…
…
。

こ
こ
に
は
、
十
三
歳
の
と
き
じ

っ
さ
い
に
葬
地
に
行

っ
て
身
を
横
た
え
、

犬
ど
も
の
餌
食

に
な
ろ
う
と
し
た
少
年
明
恵
と
は
、
全
く
別
人
の
明
恵
が

い
る
。
ま
た
そ
の
数
年
後
、
夢

の
な
か
で
狼

に
食
わ
れ
る
体
験
を
し
た
と

き

の
自
画
像
と
も
質
を
異
に
し
た
明
恵
が
立

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
あ
る

い
は
、
十
代
の
若

い
明
恵
と
三
十
代

の
成
熟
し
た
明
恵

の
人
間

の
違
い
と

い
っ
た
事
柄
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
間

に
流
れ
た
二
十
年

の
歳
月
に
は
重
大
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
も

っ
と
も
そ
う
は
い
っ
て
も
、
そ
の
青
春

の
自
画
像
と
中
年
に
さ
し

か
か

っ
た
ば
か
り
の
自
画
像

の
間

の
距
離
は
、
か
な
ら
ず
し
も
た
ん
に

一

方
か
ら
他
方

へ
の
精
神
的
移
行
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
同
時

に
、
明
恵

の
内
部
深
く
重
層
的
に
織
り
こ
ま
れ
た
二

枚

の
映
像
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
明
恵
が
十
代
に
遭
遇
し
た
自
己
毀
傷
の
経
験

(『伝
記
』
に
み
え
る
現
実
体
験
と

『行
状
』

に
み
え
る
夢
体
験
)
が
、
そ

の
後

に
お
け
る
か
れ
の
人
生
記
録

に
ふ
た
た
び
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
い

の
は
、
や
は
り
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
れ
の

意
識

の
深
層
に
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
犬
-
狼
体
験
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
獅
子
体

験
が
た
と
え
分
か
ち
が
た
く
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
や
が
て

後
者

の
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
が
か
れ
の
身
心
の
内
側

に
緩
や
か
に
浸
透

し
て
い
っ

た
プ

ロ
セ
ス
を
、
私

は
む
し
ろ
想
像
す
る
。
そ
の
と
き
、
『夢
記
』
に
登

場
す
る
獅
子
が
小
犬
た
ち
に

「我
が
母
」
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
す
る
明
恵
自
身
の
絵
解
き
が
、
あ
る
象
徴
的
な
暗
示
を
と
も
な

っ
て

眼
前

に
蘇

っ
て
く
る
。
明
恵
自
身

に
よ
る

「
母
」

へ
の
同
化

の
願
望
す
ら

が
、
そ
こ
か
ら
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

明
恵
に
お
け
る

「母
な
る
も
の
」
の
重
要
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
河
合
氏
も
注
目
し
、
さ
き

に
み
た

「捨
身
」
論
の
な
か
で
も
ふ
れ
て
い
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る
。
そ
れ
が
か
れ
の

「仏
眼
仏
母
」
信
仰
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る

(
20

)

こ
と
も

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
は
避
け
る
が
、
そ

れ
よ
り
も
明
恵
の
自
画
像
が
十
代

に
経
験
し
て
い
た
捨
身
幻
想
か
ら
は
る

か
に
離
陸
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
抑
圧
的
な
禁
欲
手
段
と
し
て
の
自
己
毀
傷
や
錬
金
術
的
な

「
燬
焼
」

体
験
か
ら
脱
出
し
た
地
平
で
生

み
だ
さ
れ
た
の
が
、
小
動
物
や
小
鳥
た
ち

と
共
存
す
る

「樹
上
坐
禅
図
」

(明
恵
)
で
あ
り
、
三
匹

の
虎
を
し
た
が

え
る

「山
中
坐
禅
図
」

(元
暁

)
だ

っ
た
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

大
陸
伝
来

の

「捨
身
飼
虎
図
」
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
右
に
み
た
よ

う
な
新
し
い
伝
承
を
生
み
だ
す

こ
と
で
、

い
つ
の
ま
に
か
ひ
そ
か
に
忌
避

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
犠
牲

の
観
念
を
中
軸
に
す
え

る
血
塗
ら
れ
た
捨
身

の
テ
ー
マ
が
、
し
だ
い
に
人
気
を
失
な

っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

注(
1
)

林

良

一

「
玉
虫

厨

子
と
橘

夫

人
厨

子
」

(『
日
本

古
寺

美
術

全
集

』

2
、

「法

隆
寺

と

斑
鳩

の
古
寺

」
、
集

英
社

、

一
九

七
九
年

、

一
二
〇

頁
)
。

(
2
)

第

二
五

四
窟

・
南
壁

中
央

(敦

煌
文

物
研

究
所

編

『
中
国

石
窟

・
敦

煌

莫
高
窟

』

一
、

平
凡
社

、

一
九

八
○
年

、
第

36
～

37
図

〔薩

堙
太

子
本

生

〕
)
。
捨

身
飼

虎

の
本
生

話

で
、
飢

え

た
虎

の
子

は
ふ

つ
う

は
二
匹
程

度

と
さ

れ

て

い
る
が

、

『金

光

明
経

』

(第

十

七

品
)

で
は

七

匹

で
あ

る
。

(干

潟
竜

祥

『
ジ

ャ
ー
タ

カ
概
観

』
、

鈴
木

学
術

財
団

、

一
九
六

一
年

、
七

三
頁

)
。

(
3
)

た

と
え
ば

第

一
二
七
窟

の
窟

頂
右

斜

面
、
薩

墟
太

子
本

生

を
描

く
壁

画
、

西
魏

時

代

(同
書

『中

国

石
窟

・
麦

積

山
石

窟
』
、
平

凡

社
、

一
九

八
七

年
、
第

婀
～

嫻
図
)
。

(
4
)

た

と
え
ば
第

六

三
窟

の
主
室

窟
頂

の
右

壁
、

摩
訶

薩
堙

本
生

(同

書

『
中

国
石

窟

・
ク

ム
ト

ラ
石
窟

』
、

平

凡
社
、

一
九

八

五
年

、
第

踊
図
)
。

こ
の
壁
画

で
は
太
子

を
食

べ

る
虎

は
全

部

泥

で
塗

り

つ
ぶ

さ
れ

て

い
る
。

(
5
)

た
と

え
ぽ
第

三

八
窟

の
主
室

窟
頂

の
右

壁
、

摩
訶
薩

堙

本
生

。
同
第

四
七
窟

の
後

廊
左

壁
部

分
、

摩
訶

薩
垣

本
生

。
同

第

三
八
窟

の
主
室

窟

頂

の
右
壁

部
分

、
鹿

王
本

生
他

(同

書

『
中
国

石
窟

・
キ
ジ

ル
石
窟

』

一
、

平

凡
社

、

一
九

▲

二
年

、
第

跖

・
m

・
皿
図

)
。

(
6
)

「
旅

の
世

界
史

4

信
仰

の
道
」

(「
週

刊

朝

日

百
科

」
、

『
世

界

の

歴

史
』

別
冊

)
、

四
～

五
頁
。

(
7
)

『
華
厳

宗
祖

師

絵
伝

(華

厳

縁
起

)
』
、

日
本

絵

巻

大

成

17
、

中
央

公

論

社
、

一
九

七

八
年
。

(
8
)

金

沢

弘

「
「
華

厳
宗

祖
師

絵

伝
」

の
成

立

の
背
景

と
画

風

」
、

『華

厳

宗

祖
師

絵

伝

(華

厳
縁

起
)
』

日

本
絵

巻

大
成

17
、
中

央

公

論

社
、

一
九

七

八
年

、

八
三
～

四
頁

。

(
9
)

同

右
論

文
、

七
九
～

八

一
頁
。

(
10
)

河

合
隼

雄

『明

恵

ー
夢

を
生

き

る
』
、
法

蔵

館
、

一
九

八

七
年

、

一

〇

三
頁

以
下

。

(
11
)

『梅

尾
明

恵
上

人
伝

記

・
巻
上

』

(久

保

田
淳

・
山

口
明
穂

校
注

『明

恵

上
人
集

』
、

岩
波

文
庫

、

一
九

八

一
年

、

一
〇
六

頁
)
。

(
12
)

『梅

尾
明

恵
上

人
伝

記

・
巻
上

』

(同

右
、

一
〇

九
頁

)
。

(
13
)

『梅

尾
明

恵
上

人
伝

記

・
巻
上

』

(同

右
、

一
一
五
頁

)
。
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「捨身飼虎」の変容

(
14
)

前
掲

注

(
12
)
。

(
15
)

『高

山

寺

明
恵

上
人

行

状

(假

名
行

状

)
上

』

(『
明

恵

上
人

資

科
』

第

一
、
東

京

大
学

出
版
会

、

一
九

七

一
年

、

一
五

頁
)
。

さ
き

の

『
伝
記

』

で

は
、
葬

地

に

お

い
て
出

現

す

る

の
は

「犬

」

で

あ

る
が

、

こ

の

『行

状

』

に
お

い
て
は
明
恵

は
、

「
ト

ラ
狼

ニ
モ
ク

ハ
レ
テ
死

ヌ

ヘ
シ
ト
思

テ
」
、

そ

こ

に
赴

い

て

い
る
。

そ

の
後

段

は

以
下

の
通

り

で
あ

る
。

「
彼

薩

墟

王

子

ノ
餓

虎

二
身

ヲ
施

シ
カ
如

ク
、

我

又
今

夜

狼

二
食

レ
テ
命

ヲ
捨

ヘ
シ
ト

思

キ
、

尺
尊

僧
祗

ノ
昔

ノ
修

行
思

ヒ

ツ

・
ケ

ラ

レ
テ
ア

ハ
レ
ナ
リ

シ
カ

バ
、

一
心

二
仏

ヲ
念

シ
テ

マ
チ
ヰ

タ
リ

シ
カ

ト

モ
、
別

ノ
事

ナ
ク
テ
夜

モ
ア

ケ

ニ
シ
カ

バ
、

遺
恨

ナ

ル
ヤ
ウ

ニ
覚

テ
還

リ

ニ
キ
云

、
」
。

(
16
)

『高

山
寺

明
恵

上

人
行
状

(假

名
行

状
)

上
』

(同

右
、

一
八
頁

)
。

(
17
)

前

掲
書

、

一

=

～

二
頁

。

(
18
)

『
明
恵

上
人
夢

記
』

(久

保

田
淳

・
山

口
明
穂

校
注

『明

恵
上

人
集

』
、

五
六
頁

)
。

(
19
)

奥

田
勲

『明

恵
-

遍
歴

と
夢

』
、
東

京
大

学
出

版
会

、

一
九
七

八
年

、

七
三
～

四
頁

。

(
20
)

河

合
隼

雄
前

掲
書

、

八
九
頁

以
下

。
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