
　

う
、
絵
解
き
の
譬
喩
画
が
あ
り
ま
す
。

片
や
、
紅
蓮
の
焔
に
包
ま
れ
た
焦
熱

の
世
界
、
片
や
怒
濤
渦
巻
く
水
波
の

世
界
で
、
そ
の
難
を
避
け
る
に
は
、

両
界
の
間
に
辛
う
じ
て
一
つ
の
白
道

あ
っ
て
、
そ
の
果
て
に
は
、
阿
彌
陀

仏
が
待
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。

　

コ
ロ
ナ
禍
と
、
水
禍
の
間
の
白
道

と
は
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　

た
ゞ
、
こ
の
い
う
と
こ
ろ
の
白
道

た
る
や
、
今
日
の
凶
禍
に
つ
い
て
は
、

頗
る
難
題
不
可
解
の
道
と
い
う
ほ
か

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、「
経
済
」
と
い
う
舗

装
が
施
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
道
行
き

は
い
か
な
る
進
路
計
も
容
易
に
東
西

を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
た

ず
ら
に
進
め
と
声
が
か
ゝ
る
と
同
時

に
、
止
ま
れ
と
抑
制
さ
れ
る
。
衆
人

そ
の
進
む
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
難
路
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
間
に
も
、
悪
疫
は
止
ま
る
と

こ
ろ
を
知
ら
ず
、
異
常
気
温
は
更
な

る
天
災
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

　

西
欧
の
哲
人
に
、
海
は
奇
な
り
、

雲
は
更
に
奇
な
り
、
人
生
は
最
も
奇

な
り
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

白
道
の
行
く
手
を
阻
む
、
諸
々
の

因
果
因
縁
の
し
が
ら
み
の
中
で
も
、

最
も
奇
な
る
が
故
の
人
生
の
智
慧
、

「
忍に
ん

辱に
く

」
を
傾
注
し
て
、
白
道
を
歩
み

抜
け
た
い
と
考
え
ま
す
。
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京
都
府
指
定
文
化
財

　
本
堂
・
仁
王
門
修
復
事
業

　

当
寺
の
本
堂
と
仁
王
門
は
、
建
立

（
享
保
十
五
年
、一
七
三
〇
年
）
以
来
、

二
九
〇
年
を
経
て
、
改
築
の
時
期
を

迎
え
て
お
り
ま
す
。

　

開
山
（
和
銅
元
年
、
七
〇
八
年
）

以
来
、
幾
度
も
災
厄
に
見
舞
わ
れ
ま

し
た
が
、
今
日
の
建
物
は
、
正
徳
六

年
（
一
七
一
六
年
）
の
火
災
の
後
に

再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

毎
年
、
雪
害
に
悩
ま
さ
れ
る
当
地

で
は
、
雪
に
よ
る
建
物
の
負
荷
は
殊

の
外
甚
大
で
、
そ
の
都
度
、
修
復
を

重
ね
て
参
り
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和

の
初
め
、
両
建
築
と
も
こ
け
ら
葺
き

を
銅
板
に
替
え
ま
し
た
が
、
九
十
年

を
経
た
今
日
、
修
理
の
都
度
裏
面
に

御
寄
進
の
方
の
芳
名
を
拝
見
す
る
た

　

巷
に
外
人
観
光
客
が
溢
れ
、
ホ
テ

ル
は
日
を
追
う
て
乱
立
、
獲
得
で
き

る
外
貨
は
鰻
上
り
、
加
え
て
五
輪
景

気
、
果
て
は
大
阪
万
博
と
、
眼
に
触

れ
る
も
の
耳
に
す
る
も
の
こ
と
ご
と

く
が
一
気
呵
成
に
繁
栄
へ
の
一
途
を

歩
む
‥
‥
令
和
二
年
の
初
春
は
こ
う

し
た
夢
を
追
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
、
何
ぞ
計
ら

ん
電
撃
の
如
く
コ
ロ
ナ
と
い
う
超
微

生
物
が
、
俄
か
に
我
々
の
夢
を
切
り

裂
き
喰
い
破
り
、
世
界
こ
ぞ
っ
て

の
五
輪
も
延
期
、
人
的
犠
牲
、
経

済
的
疲
弊
の
惨
禍
は
眼
を
掩
う
ば
か

り
で
す
。
か
ね
て
よ
り
、
陽
に
は
陰

が
、
繁
栄
の
影
に
は
計
ら
ざ
る
凋
落

が
、
間
々
あ
る
も
の
と
は
知
り
な
が

ら
、
何
人
も
蕩
然
た
る
春
の
夢
の
み

を
追
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

か
て
ゝ
加
え
て
、
年
来
の
地
球
規

模
で
の
気
温
上
昇
は
異
常
気
象
を
招

来
し
て
、
度
重
な
る
川
の
激
流
氾
濫

は
、
幾
多
の
災
害
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。

　

元
来
、
人
間
の
努
力
と
営
み
は
、

幾
多
の
悲
劇
を
克
服
し
、
災
厄
を
淘

汰
し
て
二
十
一
世
紀
の
繁
栄
を
約
束

し
た
か
に
見
え
ま
す
。

「
二
河
白
道
」
の
道
行
き

　

し
か
し
、
顧
み
て
、
地
球
上
の
一

萬
数
干
発
と
い
う
原
爆
の
保
有
は
、

使
っ
て
な
ら
ぬ
も
の
を
、
営
々
と
し

て
多
額
の
費
用
を
投
じ
て
作
る
と
い

う
、
全
く
矛
盾
に
み
ち
た
事
柄
で
あ

り
ま
す
。

　

一
方
、
寒
暖
を
い
と
い
、
冬
は
温

室
に
あ
る
如
く
暖
房
に
つ
と
め
、
夏

は
冷
気
涼
風
を
求
め
て
の
冷
房
は
、

挙
句
地
球
規
模
の
気
候
変
動
を
招
来

し
て
、
尠
な
か
ら
ぬ
災
禍
を
招
い
て

お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
矛
盾
や
、
自
然
へ
の
侵

蝕
に
備
え
て
、
人
の
と
る
べ
き
方
途

と
は
、
夫
々
が
そ
の
賭
に
安
ん
じ
て
、

徒
ら
に
肌
触
り
の
よ
い
安
寧
を
求
め

る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
苦
難
を
も

甘
受
し
て
の
幸
せ
と
は
何
で
あ
る
か

を
見
直
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
コ
ロ
ナ
禍
の
現
今
、

ス
ト
レ
ス
解
消
の
た
め
に
…
と
い
っ

た
単
純
な
欲
望
に
押
さ
れ
て
の
三
密

甘
受
な
ど
は
論
外
で
す
。
ナ
チ
ス
に

追
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
の
人
達
の
、
息
を

ひ
そ
め
て
の
、
い
う
と
こ
ろ
の
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
は
、
ど
ん
な
に
厳
し
く
切

な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
に
は
、「
二
河
白
道
図
」
と
い

び
に
、
改
め
て
数
多
い
方
々
の
御
志

に
よ
っ
て
、
観
音
様
を
護
持
す
る
建

物
が
守
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
痛
感
い

た
し
ま
す
。

　

取
り
あ
え
ず
、
今
年
六
月
末
よ
り

仁
王
門
の
修
復
（
約
九
千
弐
百
萬
円
）

に
か
ゝ
り
、
明
年
末
完
成
の
予
定
で
、

本
堂
は
令
和
四
年
よ
り
着
工
の
予
定

で
あ
り
ま
す
。

　

現
下
、
予
期
も
せ
ぬ
コ
ロ
ナ
禍
の

曼
延
、
そ
れ
に
よ
る
経
済
の
沈
滞
等
、

さ
ら
で
だ
に
諸
事
低
迷
の
時
代
で
は

あ
り
ま
す
が
、
有
縁
の
皆
様
方
の
御

支
援
を
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。　

　
　
　
　
　
　
　

山
主　

松
尾
象
空

　
　
　
　
　
　
　

前
住　

松
尾
心
空

に

が
び
ゃ
く
ど
う

本
堂

仁
王
門(

背
面
・
平
成
十
八
年
一
月)

仁王門正面
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俗
に
い
う
言
葉
に
、「
不
思
議
に

ウ
マ
が
合
っ
て
…
」
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。

　

か
ね
て
、「
人
馬
一
体
」
と
い
ゝ
、

「
鞍
上
人
な
く
、
靴
下
に
馬
な
し
」

と
も
申
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
馬
上

の
人
と
馬
の
相
性
が
よ
い
こ
と
の
表

現
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
、
人
間

関
係
の
親
し
み
を
、「
ウ
マ
が
合
う
」

と
布ふ

衍ぇ
ん

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。　

ウ
マ
を
合
わ
せ
る
心
得
百
字

る
な
ら
、
そ
の
都
度
一
度	

立
ち
止
っ

て
、
見
方
を
広
げ
、
考
え
方
を
変
え

て
み
る
試
み
こ
そ
肝
要
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
広
く
大
き
く
、
ウ
マ
を
合

わ
せ
る
意
味
合
い
を
含
ん
で
の
、
馬

に
因
む
馬
字
百
態
、
総
じ
て
、
云
い

様
、
思
い
様
、
対
処
の
如
何
で
新
し

い
関
係
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

因
み
に
白
隠
禅
師
の
寿
の
百
字
の

軸
は
有
名
で
す
。
論
語
に
は
「
仁
者

寿
」（
じ
ん
し
ゃ
い
の
ち
な
が
し
）

と
い
ゝ
、
ま
た
孟
子
で
は
「
夭
寿
不

弐
」（
よ
う
じ
ゅ
う
た
が
わ
ず
）
と

も
申
し
ま
す
。
徳
者
な
る
が
故
の
長

　

こ
れ
と
の
反
対
用
語
は
「	

ム
シ
が

好
か
ん
」
で
、
馬
が
俄
か
に
小
さ
な

ム
シ
に
変
容
し
て
心
を
む
し
ば
み
ま

す
。

　

尤
も
、
最
上
の
、〝
ウ
マ
が
合
っ
た
〟

は
ず
の
新
婚
夫
妻
と
雖
も
、「
人
に
は

添
う
て
み
よ
、
馬
に
は
乗
っ
て
み
よ
」

と
云
う
如
く
、
ム
シ
が
好
か
な
く
な

る
事
態
が
か
な
り
の
比
率
と
な
っ
て

い
る
現
状
を
み
る
と
、
馬
の
合
っ
た

竹
馬
の
友
と
て
少
な
か
ら
ず
危
う
い

も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

そ
こ
へ
ゆ
く
と
、
お
釈
迦
様
は
、

ム
シ
が
好
こ
う
が
ウ
マ
が
合
う
ま
い

が
、
臨
機
応
変
、
変
容
自
在
、
時
に

千
の
手
、
千
の
眼
を
駆
使
し
て
、
そ

の
時
、
そ
の
場
、
そ
の
人
に
応
じ
て

相
応
し
い
教
え
を
説
か
れ
た
こ
と
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
総
じ
て
、
お
釈
迦

様
に
は
、
ハ
ナ
か
ら
馬
も
ム
シ
も
巣

喰
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま

す
ま
い
か
。

　

た
だ
、
下
世
話
の
世
界
で
は
、
好

悪
は
更
な
り
、
偏
見
も
あ
れ
ば
誤
解

も
あ
り
ま
す
。
和
を
以
て
貴
し
と
す

寿
も
あ
れ
ば
、
反
面
、
天
命
に
は
逆

ら
え
ぬ
の
も
真
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
の
間
の
事
情
を
含
め
て
、
日
々
の

「
い
の
ち
」
を
愛
お
し
む
、	

百
寿
の
文

字
と
独
り
合
点
し
て
お
り
ま
す
。

　

同
様
、
ウ
マ
を
合
わ
せ
る
寛
容
と

度
量
を
求
め
て
、
あ
え
て
「
馬
」
を

用
い
る
百
字
を
並
べ
て
み
ま
し
た
。

題
し
て
〝
萬
事
も
め
ご
と
生
ま
ず
〟

と
題
す
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。

　

因
み
に
T
V
の
人
気
番
組
「
笑
点
」

も
コ
ロ
ナ
禍
で
、
思
い
出
の
番
組
の

放
映
で
そ
の
穴
を
塞
い
で
い
る
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
四
十
周

年
記
念
番
組
と
い
う
の
が
あ
り
、
時

の
司
会
者
二
代
目
円
楽
師
匠
の
引
退

に
も
因
む
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
長

身
で
、
豪
快
に
笑
い
飛
ば
す
師
匠
の

面
長
な
顔
が
、
な
ぜ
か
馬
面
を
連
想

さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
馬
に
ま
つ
わ
る
渾
名
、
愛
称
が

多
か
っ
た
よ
う
で
、
当
の
司
会
者
終

焉
の
番
組
に
臨
ん
で
も
、
共
演
者
の

中
か
ら
、
憚
り
な
く
、
タ
ネ
馬
な
ど

と
い
う
ひ
ど
い
野
次
が
飛
び
交
う

中
、「
馬
頭
観
音
」
の
掛
声
が
終
り
と

な
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

(

百
字
筆
者
・
心
空)
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