
す
で
に
速
水
侑
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
源

信
に
つ
い
て
は
、
死
後
わ
ず
か
八
、
九
十
年
の
間
に
四
種
類
も
の

伝
記
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
伝
記
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

①
ブ
（
》
Ｏ

（
１
）
『
枡
厳
院
二
十
五
三
昧
結
衆
過
去
帳
」
（
以
下
、
『
過
去

帳
』
と
略
称
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
源
信
伝
（
以
下
、
『
過
去
帳
」

②

源
信
伝
と
略
称
）
。
こ
こ
で
い
う
「
過
去
帳
」
と
は
、
寛
和
二
年

（
九
八
六
年
）
五
月
に
比
叡
山
延
暦
寺
の
横
川
で
結
成
さ
れ
た
二

十
五
三
昧
会
の
過
去
帳
の
こ
と
で
あ
る
。
速
水
博
士
に
よ
る
と
、

こ
れ
こ
そ
、
最
古
の
源
信
伝
で
あ
る
。

（
２
）
鎮
源
の
「
大
日
本
法
華
経
験
記
」
巻
三
に
収
め
ら
れ
て

③

い
る
源
信
伝
（
以
下
、
『
法
華
験
記
』
源
信
伝
と
略
称
）
。

（
３
）
『
延
暦
寺
首
拐
厳
院
源
信
僧
都
伝
』
。
こ
れ
は
源
信
に
つ

源
信
像
の
構
築

ｌ
初
期
の
伝
記
を
中
心
と
し
て
Ｉ

い
て
の
最
初
の
独
立
し
た
伝
記
（
別
伝
）
で
あ
り
、
大
江
佐
国
に

よ
っ
て
一
○
六
一
年
以
前
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
大
江
匡
房
（
一
○
四
一
’
二
二
）
に
よ
っ
て
二

○
二
か
ら
二
○
三
の
間
に
著
わ
さ
れ
た
『
続
本
朝
高
僧
伝
」
所

収
の
源
信
伝
。

こ
れ
ら
の
伝
記
の
中
、
最
初
の
二
伝
は
源
信
と
親
し
く
接
す
る

機
会
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
々
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
二
伝
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
作
成
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
（
そ
し
て
『
法
華
験
記
」
源
信
伝
は
『
過
去
帳
」

源
信
伝
を
参
照
し
て
著
わ
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
、
そ
れ
ら

の
中
に
見
ら
れ
る
源
信
像
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
こ

の
違
い
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
違
い
は
両
伝

記
の
作
者
が
、
そ
の
源
信
伝
を
著
わ
す
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異

ロ
バ
ー
ト
．
Ｆ
・
ロ
ー
ズ
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㈲
一
過
去
帳
」
に
つ
い
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
十
五
三
昧
会
は
寛
和
二
年
五
月
に
比

叡
山
延
暦
寺
の
横
川
に
お
い
て
、
首
拐
厳
院
の
僧
二
十
五
人
を
中

心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
念
仏
結
社
で
あ
る
。
結
成
当
時
に
著
わ
さ

れ
た
「
拐
厳
院
二
十
五
三
味
根
本
結
集
二
十
五
人
連
署
発
願
文
」

に
よ
る
と
、
二
十
五
三
昧
会
は
「
互
い
に
善
友
と
な
り
、
最
後
臨④

終
ま
で
相
い
助
け
教
え
、
念
仏
せ
し
め
ん
」
た
め
に
結
成
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
互
い
に
念
仏
を
修
す
る
よ
う
励
ま
し
あ
う
た
め
に
、
毎

月
十
五
日
に
念
仏
三
昧
を
修
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

な
っ
た
視
点
か
ら
源
信
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。

具
体
的
に
言
う
と
、
『
過
去
帳
』
源
信
伝
は
源
信
を
極
楽
往
生
者

と
し
て
描
く
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
「
法
華
験
記
」
源
信
伝
は
源

信
を
法
華
経
信
仰
者
と
し
て
描
く
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
こ
の
二
種
の
伝
記
の
相
違
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
以

下
、
こ
の
二
種
の
伝
記
に
描
か
れ
た
源
信
像
を
考
察
し
、
そ
れ
ら

の
伝
記
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
作
成
さ
れ
、
如
何
な
る
レ
ト
リ
ッ

ク
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
源
信
像
を
構
築
し
て
い
る
か
見
て
ゆ
き

た
い
。

一
『
過
去
帳
』
源
信
伝
に
見
ら
れ
る
源
信
像

二
十
五
三
昧
会
の
『
過
去
帳
」
は
、
そ
の
序
文
に
よ
る
と
、
二

十
五
三
昧
会
結
成
後
二
十
七
年
目
の
長
和
二
年
（
一
○
一
三
）
の

七
月
十
八
日
に
書
き
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
九
八
七
年
に

没
し
た
祥
連
に
始
ま
り
、
一
○
三
七
年
に
没
し
た
覚
超
ま
で
、
総

じ
て
五
十
一
名
の
僧
侶
が
、
そ
の
死
亡
の
年
代
順
に
記
録
さ
れ
て

い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
僧
侶
の
名
前
、
入
滅
の
日

時
と
死
亡
時
の
年
齢
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
源
信
を
含
む
十

七
人
の
僧
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
伝
記
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
『
過
去
帳
』
に
は
、
そ
の
作
者
の
名
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
『
過
去
帳
」
を
一
二
三
○
年
に
書
写
し
た

⑤

慶
政
（
二
八
九
’
一
二
六
八
）
の
抜
文
を
見
る
と
、
冨
去
帳
」

は
源
信
に
よ
り
始
め
ら
れ
、
源
信
没
後
、
そ
の
弟
子
の
覚
超
（
九⑥

五
五
’
一
○
三
七
）
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
㈲

も
し
慶
政
の
記
述
が
正
し
け
れ
ば
、
『
過
去
帳
」
は
源
信
死
去
の

四
年
前
、
彼
が
七
十
二
歳
の
と
き
に
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
源
信
は
自
ら
の
死
の
記
述
を
含
む
自
分
の
伝
記
を

著
わ
す
筈
は
な
い
の
で
、
源
信
伝
を
含
む
部
分
は
覚
超
の
作
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
速
水
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

仁
償
と
聖
念
の
伝
記
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
断
絶
が
あ
る
。
こ
の

点
に
着
眼
し
て
、
速
水
博
士
は
仁
償
以
前
の
部
分
は
源
信
が
書
き
、

そ
の
後
の
部
分
は
覚
超
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
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ｃ

推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
覚
超
自
身
の
伝
記
は
『
過
去
帳
」
の
最
後

に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
覚
超
没
後
、
付
け
加
え
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
）

速
水
博
士
は
さ
ら
に
、
『
過
去
帳
」
源
信
伝
は
一
○
一
七
か
ら

一
○
三
四
の
間
に
作
成
さ
れ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
○
一
七

は
源
信
死
亡
の
年
で
あ
る
が
、
一
○
三
四
は
源
信
の
妹
の
安
養
尼

が
死
去
し
た
年
で
あ
る
。
「
過
去
帳
』
源
信
伝
に
は
安
養
尼
は
存

命
中
で
あ
る
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
の
で
、
『
過
去
帳
』
源
信
伝

は
一
○
三
四
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
速
水
博

士
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
『
法
華
験
記
」
源
信
伝
は
一
○
四
三

ご
ろ
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
過
去
帳
」
源
信
伝
は

最
古
の
源
信
伝
と
な
る
。

『
過
去
帳
」
に
収
め
ら
れ
る
諸
伝
記
の
特
徴
と
し
て
、
そ
れ
ら

が
主
に
各
僧
侶
の
臨
終
の
姿
や
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
を
証
す
夢
告

な
ど
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
代
の
歴

史
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
死
の
描
写
や
夢
告
の
記
述
が
中
心
を

な
す
『
過
去
帳
」
の
諸
伝
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
は
不
十
分
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
や
や
奇
異
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
が
、
『
過
去
帳
」

作
成
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
臨
終
の
有
様
や
夢
告
な
ど
の
が
重
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
逆
に
当
然
で
あ
ろ
う
。
何
故
か
と
言
え
ば
、

「
過
去
帳
』
の
諸
伝
記
は
、
各
僧
の
人
生
や
業
績
に
つ
い
て
「
客

観
的
に
」
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
で

は
な
く
、
そ
の
僧
侶
の
臨
終
の
姿
や
そ
れ
の
伴
う
奇
瑞
、
さ
ら
に

は
そ
の
後
の
夢
告
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
僧
侶
が
現
に
極
楽
浄
土

へ
往
生
し
た
こ
と
を
「
立
証
」
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
伝
記
は
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
「
聖
人

伝
」
（
冨
喧
○
四
§
ご
）
で
あ
り
、
宗
教
上
の
真
理
を
指
し
示
す

た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
記
は
浄
土
願
生
者

の
生
活
や
死
に
ざ
ま
の
模
範
を
提
示
す
る
と
共
に
、
浄
土
に
往
生

し
た
人
々
の
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
浄
土
往
生
へ
の
確
信

を
読
者
に
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
様
々
な

往
生
證
を
『
過
去
帳
」
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
五
三

昧
会
に
結
縁
し
た
僧
侶
た
ち
が
、
一
層
念
仏
に
励
み
、
つ
い
に
往

生
を
遂
げ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

二
十
五
三
昧
会
に
結
縁
し
た
僧
が
浄
土
に
往
生
し
た
否
か
を
確

認
す
る
上
で
、
夢
告
が
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
先
に
挙
げ
た
『
過
去
帳
」
の
序
文
で
は
、
こ
の
念
仏
結
社

が
結
成
さ
れ
た
際
に
、
結
縁
衆
が
共
に
「
我
ら
若
し
た
ま
た
ま
極

楽
に
往
生
す
れ
ば
、
自
ら
の
願
力
に
よ
り
、
仏
神
の
力
に
よ
り
、

若
く
は
覚
め
て
、
若
く
は
夢
に
結
縁
の
人
に
示
す
」
と
誓
っ
た
と

⑨

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
往
生
を
果
た
し
た
人
は
、
必
ず
そ

の
こ
と
を
残
っ
た
結
衆
の
人
々
に
直
接
現
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
夢
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口
『
過
去
帳
」
に
見
ら
れ
る
源
信
の
生
涯

「
過
去
帳
」
源
信
伝
は
、
大
き
く
分
け
て
、
次
の
三
つ
の
部
分

よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

㈲
源
信
の
家
系
や
誕
生
か
ら
始
ま
り
、
臨
終
ま
で
の
生
涯

を
述
べ
る
部
分
。

口
源
信
の
臨
終
に
つ
い
て
語
る
部
分
。

日
源
信
が
死
後
、
極
楽
へ
往
生
を
遂
げ
た
こ
と
を
告
げ
る

夢
告
を
紹
介
す
る
部
分
。

そ
れ
ら
の
部
分
は
、
分
量
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
伝
記
全
体
の
約
四
十

九
％
、
二
十
二
％
、
二
十
九
％
を
占
め
て
い
る
。
以
下
こ
れ
ら
の

部
分
を
順
を
追
っ
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。

さ
て
、
『
過
去
帳
」
源
信
伝
は
次
の
よ
う
な
一
文
で
始
ま
っ
て

い
る
。

僧
都
は
本
こ
れ
大
和
国
葛
木
下
郡
の
人
な
り
。
父
は
占
部
正

親
、
母
は
清
原
氏
な
り
。
家
に
一
男
四
女
あ
り
。
父
、
道
心

無
し
と
い
え
ど
も
、
性
は
甚
だ
質
直
な
り
。
母
は
こ
れ
善
女

を
通
じ
て
、
報
告
す
る
と
誓
い
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
二
十
五
三
昧
会
で
は
夢
告
を
死
者
の
往
生
に
関
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
特
に
重
視
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

な
り
。
大
道
心
あ
り
て
、
出
家
入
道
し
、
西
方
の
業
を
修
せ

⑩
恥
Ⅲ
／
Ｏ

こ
の
よ
う
に
、
始
め
に
源
信
の
両
親
つ
い
て
述
べ
ら
れ
え
い
る

が
、
そ
れ
に
続
い
て
母
は
つ
い
に
尼
僧
に
り
、
源
信
の
女
兄
弟
三

人
も
出
家
し
尼
僧
に
な
っ
た
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
源
信
の
家
族
の
多
く
が
仏
道
に
入
っ
た
ほ
ど
宗
教
心
に
溢
れ
て

い
た
事
を
挙
げ
た
後
、
源
信
の
誕
生
と
出
家
に
ま
つ
わ
る
興
味
深

い
「
奇
瑞
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
源
信
誕
生
以
前
に
、
そ
の

母
は
子
供
を
授
か
ろ
う
と
願
い
、
郡
内
に
あ
る
霊
験
あ
ら
た
か
な

高
尾
寺
の
観
音
に
祈
請
し
た
が
、
寺
の
住
持
僧
か
ら
一
珠
を
与
え

ら
れ
た
夢
に
見
て
、
ま
も
な
く
懐
妊
し
た
、
と
い
う
霊
夢
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
過
去
帳
」
は
源
信
の
出
家
に
つ
い
て

も
、
一
つ
の
夢
が
そ
の
原
因
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

源
信
は
少
年
の
時
か
ら
長
三
斎
（
一
年
の
内
、
正
月
、
五
月
、
九

月
に
一
ヵ
月
の
長
き
に
わ
た
り
、
八
斎
戒
を
保
つ
こ
と
）
を
修
し

て
い
た
が
、
そ
の
間
に
源
信
は
高
尾
寺
で
次
の
よ
う
な
夢
を
見
た
。

夢
の
中
で
、
源
信
は
多
く
の
鏡
が
置
か
れ
て
い
る
高
尾
寺
の
蔵
の

中
に
い
た
。
そ
れ
ら
の
鏡
の
中
に
は
、
大
き
い
も
の
も
あ
れ
ば
、

小
さ
い
も
の
も
あ
り
、
明
る
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
霞
ん
だ
も
の
も

あ
っ
た
。
突
然
、
一
人
の
僧
侶
が
現
わ
れ
、
源
信
に
小
さ
な
鏡
を

手
渡
し
た
。
源
信
が
「
こ
の
小
さ
く
し
て
暗
き
鏡
は
、
何
の
用
あ

ワワ
臼昌



ら
ん
。
彼
の
大
に
し
て
明
き
鏡
を
得
む
と
欲
す
」
と
い
う
と
、
僧

侶
は
「
彼
は
汝
が
分
に
あ
ら
ず
。
汝
の
分
は
こ
れ
な
り
。
持
ち
て

⑪

横
川
に
至
り
磨
螢
を
加
ふ
く
し
」
と
答
え
た
。
『
過
去
帳
』
源
信

伝
は
、
こ
の
夢
が
機
縁
と
な
っ
て
、
源
信
は
比
叡
山
に
登
り
、
当

時
横
川
に
い
た
良
源
に
師
事
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
高
僧
の
誕

生
な
ど
に
は
多
く
の
奇
瑞
や
霊
夢
が
と
も
な
う
と
さ
れ
て
お
り
、

先
に
挙
げ
た
良
源
の
誕
生
に
も
奇
瑞
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
源
信
の
誕
生
や
出
家
に
ま
つ
わ
る
逸
話
は
、
源
信
を

非
凡
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
書
き
込
ま
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
、
源
信
は
若
く
し
て
比
叡
山
に
登
り
、
九
六
六
年
に

第
十
八
代
天
台
座
主
に
就
任
す
る
良
源
（
九
一
二
’
九
八
五
）
の

弟
子
に
な
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
彼
の
出
家
の
時
期
や
そ
の
理
由

に
つ
い
て
、
『
過
去
帳
』
源
信
伝
は
何
も
具
体
的
な
こ
と
は
語
っ

て
い
な
い
。
と
に
か
く
、
出
家
受
戒
の
後
、
源
信
は
良
源
の
も
と

で
熱
心
に
研
讃
し
、
伝
記
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
学
業
既
に

⑫

成
じ
、
道
の
英
雄
と
為
」
っ
た
。
し
か
し
、
九
八
○
年
ご
ろ
、
源

信
は
突
然
、
比
叡
山
の
横
川
に
陰
遁
し
、
念
仏
の
生
活
に
入
っ
た
。

そ
の
思
い
が
け
な
い
行
動
の
動
機
と
し
て
、
『
過
去
帳
」
源
信
伝

は
源
信
と
そ
の
母
に
つ
い
て
の
有
名
な
物
語
を
挙
げ
て
い
る
。

時
に
公
請
に
赴
き
て
、
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
あ
れ
ば
、
貴
き

を
選
び
て
母
に
贈
る
。
母
、
泣
い
て
報
じ
て
い
う
。
送
る
所

の
物
は
喜
は
ざ
る
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
遁
世
修
道
は
我

が
願
う
と
こ
ろ
な
り
、
と
。
す
な
わ
ち
母
の
言
に
随
い
、
長

⑬

く
万
縁
を
絶
ち
て
山
谷
に
隠
居
し
、
浄
土
の
業
を
修
す
。

こ
の
物
語
は
、
後
に
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
、
ょ

⑭

く
し
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け

が
源
信
陰
遁
の
理
由
で
あ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。
母
か
ら
の
叱
り

の
言
葉
が
源
信
陰
遁
の
直
接
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

比
叡
山
の
表
舞
台
か
ら
退
き
、
横
川
で
念
仏
生
活
に
身
を
捧
げ
る

決
断
の
裏
に
は
、
当
時
の
比
叡
山
に
於
け
る
天
台
教
団
の
在
り
方

へ
の
深
い
反
省
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
当

時
、
天
台
宗
内
部
で
は
、
良
源
一
派
が
勢
力
を
拡
大
し
て
お
り
、

派
閥
間
の
争
い
が
徐
々
に
深
刻
化
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
も
、
あ
る
い
は
源
信
隠
遁
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た

と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
。

し
か
し
、
横
川
に
陰
遁
し
願
生
浄
土
の
生
活
に
身
を
転
じ
た
後

も
、
源
信
は
念
仏
以
外
の
様
々
な
行
を
修
し
て
い
る
こ
と
は
注
目

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
過
去
帳
』
源
信
伝
で
は
、
長
和
二
年
（
一

○
一
三
年
）
正
月
一
日
の
著
わ
さ
れ
た
願
文
の
一
部
分
が
引
用
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
源
信
は
「
生
前
所
修
の
行
法
、
今
略
し

て
之
を
録
す
」
と
し
て
、
生
涯
行
っ
た
行
法
を
次
の
よ
う
に
列
挙

の 勺

々○



さ
ら
に
、
陰
遁
後
の
源
信
は
仏
教
の
学
問
的
研
究
も
押
し
進
め
、

多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
『
過
去
帳
』

⑯

源
信
伝
は
「
念
仏
余
暇
の
所
選
の
法
文
、
数
部
数
十
巻
あ
り
」
と

述
べ
、
以
下
の
五
つ
の
著
作
を
源
信
の
代
表
作
と
し
て
挙
げ
て
い

う
（
》
○

㈲
「
往
生
要
集
」
三
巻

口
三
乗
要
決
』
三
巻
。
一
乗
三
乗
に
つ
い
て
の
論
争
に

関
す
る
論
害
。

日
『
大
乗
対
倶
舎
抄
』
十
四
巻
。
倶
舎
論
と
法
相
宗
の
法

相
を
比
較
研
究
し
た
諭
書
。

卿
『
因
明
四
相
違
疏
注
釈
」
三
巻
。
因
明
に
つ
い
て
の
論

書
。

田
『
同
断
蟇
注
釈
』
一
巻
。
因
明
に
つ
い
て
の
論
言
。

さ
ら
に
続
い
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
中
、
『
往
生
要
集
』
や
因

明
関
係
の
書
物
は
中
国
に
送
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
丁
重
な

し
て
い
る
。

念
仏
、
二
十
九
倶
砥
遍
、
奉
読
大
乗
経
五
万
五
千
五
百
巻

（
法
華
経
八
千
巻
、
阿
弥
陀
経
一
万
巻
、
般
若
経
三
千
余
巻

等
な
り
）
、
奉
念
大
呪
百
万
遍
（
千
手
呪
七
十
万
遍
、
尊
勝

呪
三
十
万
遍
）
、
丼
に
弥
陀
・
不
動
・
光
明
・
仏
眼
等
呪
、

⑮

少
々
な
り
。

日
源
信
の
臨
終
に
つ
い
て
の
記
述

こ
の
よ
う
に
源
信
の
生
涯
に
つ
い
て
語
っ
た
上
で
、
『
過
去
帳
」

源
信
伝
は
源
信
の
臨
終
に
つ
い
て
詳
し
く
記
述
す
る
。
こ
の
記
述

に
よ
る
と
、
源
信
は
長
和
年
間
（
一
○
一
二
’
一
○
一
六
）
に
病

気
を
煩
た
が
、
念
仏
に
励
ん
だ
。
寛
仁
元
年
（
一
○
一
七
）
の
五

⑱月
に
は
、
種
々
の
苦
痛
は
み
な
平
愈
し
た
が
、
病
気
は
再
び
悪
化

し
、
同
年
の
六
月
二
日
に
は
全
く
飲
食
を
受
な
く
な
り
、
九
日
に

は
死
を
覚
悟
し
、
「
往
生
要
集
』
の
臨
終
行
儀
に
乗
っ
取
っ
て
、

早
朝
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
手
に
繧
を
着
け
、
そ
の
末
を
自
ら
握
り
、

法
門
中
か
ら
二
個
の
偶
頌
を
選
び
だ
し
、
そ
れ
ら
を
彼
の
臨
終
の

噂
を
聞
き
集
ま
っ
て
き
た
弟
子
達
な
ど
と
共
に
読
謂
た
。
礼
仏
の

後
、
源
信
は
や
や
回
復
し
、
常
の
如
く
食
事
を
取
り
、
人
に
も
食

事
を
勧
め
、
食
後
に
は
住
処
を
掃
除
し
、
身
衣
の
后
染
を
洗
浄
し

た
。
次
の
十
日
朝
も
、
源
信
は
常
の
如
く
飲
食
し
、
さ
ら
に
は
鼻

毛
を
抜
き
、
身
口
を
浄
め
、
阿
弥
陀
仏
の
手
か
ら
伸
び
た
續
を
執

手
紙
が
源
信
の
も
と
へ
送
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
「
過
去
帳
」
源
信
伝
は
「
両
朝
弘
法
、
前
代
未
聞
」

と
し
、
日
本
と
中
国
両
土
で
仏
法
を
広
め
た
人
は
、
嘗
て
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
源
信
を
「
誠
に
是
れ
伝
灯
の
師
、
豈

⑰

如
来
の
使
に
あ
ら
ざ
る
や
」
と
賛
嘆
し
て
い
る
。

ウォ
ム弦



し
な
が
ら
念
仏
を
称
え
た
。
そ
の
後
、
眠
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え

た
の
で
、
給
使
の
人
は
た
だ
休
息
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
、

あ
ま
り
気
に
止
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
久
し
く
無
音
で
あ
っ
た

の
で
、
傍
に
よ
っ
て
み
る
と
、
源
信
は
頭
北
面
西
の
姿
勢
で
、
手

に
は
仏
繧
と
念
珠
を
執
し
、
合
掌
し
た
ま
ま
で
、
す
で
に
入
滅
し

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
が
源
信
の
入
滅
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

源
信
が
苦
痛
な
く
、
平
静
な
姿
で
臨
終
を
迎
え
た
点
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
源
信
が
死
後
、
浄
土
へ
往
生
す

る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
源
信
の
最
後
の
数
日
間
に
つ

い
て
語
る
部
分
で
は
、
同
様
な
事
柄
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
逸
話

が
い
く
つ
か
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
九
日
に
源
信
が
弟

子
と
食
事
を
し
た
後
、
源
信
は
彼
を
取
り
巻
く
人
々
に
「
我
が
気

色
を
見
る
に
、
十
悪
死
を
免
れ
る
や
、
否
や
」
と
尋
ね
る
と
、

人
々
は
「
身
に
苦
痛
な
く
、
容
顔
常
の
如
し
。
悪
死
の
相
な
し
」

と
答
え
、
そ
れ
を
聞
い
た
源
信
は
「
然
也
」
と
示
し
た
と
述
べ
ら

⑲

れ
て
い
る
。
（
こ
こ
で
い
う
悪
死
と
は
『
大
悲
心
陀
羅
尼
』
に
見

え
る
十
五
種
類
の
不
吉
の
死
に
方
の
こ
と
で
あ
る
。
千
手
観
音
の

陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
死
に
方
か
ら
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
）
ま
た
同
じ
九
日
に
、
源
信
は

密
か
に
あ
る
僧
に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
人
に

は
話
し
て
い
な
い
が
、
目
を
閉
じ
る
と
、
幾
組
も
の
若
い
僧
侶
が

来
て
、
三
人
、
五
人
の
組
を
な
し
て
座
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

こ
れ
ら
の
僧
侶
の
容
貌
は
端
正
で
、
衣
服
は
美
麗
で
あ
る
。
も
し

具
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
れ
ば
、
恐
ら
く
「
狂
言
」
を
吐
い
て

⑳

い
る
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
話
し
も
ま
た
源
信
が
間

も
な
く
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
記
載
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

囚
源
信
の
浄
土
往
生
に
つ
い
て
の
夢
告

こ
の
逸
話
を
も
っ
て
源
信
の
臨
終
に
つ
い
て
の
記
述
は
完
了
す

る
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
『
過
去
帳
』
源
信
伝
は
こ
こ
で

終
了
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
あ
る
意
味
で
は
、

こ
れ
以
降
の
部
分
こ
そ
、
こ
の
源
信
伝
の
中
心
で
あ
る
と
い
っ
て

も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
後
に
『
過
去

帳
』
源
信
伝
の
主
題
、
つ
ま
り
源
信
が
本
当
に
極
楽
へ
往
生
し
た

こ
と
を
立
証
す
る
た
め
の
夢
告
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

手
掴
｝
フ
（
》
Ｏ

こ
の
伝
記
で
は
、
源
信
が
死
後
、
浄
土
へ
往
生
し
た
こ
と
を
示

す
夢
告
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

は
、
源
信
の
弟
子
で
、
長
年
近
江
国
甲
可
郡
の
石
倉
寺
に
住
し
て

い
た
能
救
が
感
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
夢
の
内
容
は
次
の
ょ

25



う
な
も
の
で
あ
る
。

能
求
、
僧
都
の
室
に
到
る
。
僧
都
遠
く
行
か
ん
と
欲
す
。
そ

の
路
の
左
右
に
諸
僧
陳
列
す
。
四
童
児
あ
り
。
形
服
甚
だ
美

に
し
て
、
左
右
に
相
分
か
ち
、
僧
に
列
し
て
立
つ
。
大
途
は

横
川
迎
講
の
儀
式
に
似
た
り
。
僧
都
示
し
て
言
わ
く
、
少
童

を
以
っ
て
先
と
為
し
、
大
童
を
以
っ
て
次
と
為
す
、
云
々
と
。

命
に
依
り
て
調
立
す
で
に
了
し
て
、
西
に
向
か
い
て
、
歩
行

す
。
能
求
夢
中
に
「
地
従
り
歩
行
す
、
こ
の
事
あ
や
し
哉
」

と
思
惟
す
。
即
時
に
漸
く
上
り
、
空
を
履
み
て
行
く
。
口
に

唱
え
て
「
超
度
三
界
、
超
度
三
界
」
と
云
う
。
再
三
こ
れ
を

⑳

唱
え
、
西
に
向
か
い
て
去
る
。

こ
こ
で
は
、
能
救
は
夢
の
な
か
で
源
信
の
室
に
至
り
、
源
信
が
数

人
の
僧
侶
と
西
方
へ
旅
立
つ
の
を
見
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
夢

は
六
月
十
日
の
寅
の
刻
（
午
前
三
時
か
ら
五
時
こ
ろ
）
に
見
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
六
月
十
日
は
正
し
く
源
信
入
滅
の
日
な
の
で
、

こ
の
夢
告
は
源
信
の
往
生
の
証
と
し
て
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
夢
告
は
、
源
信
が
浄
土
に
往
生
し
た
こ
と
を
よ
り
明
確

に
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
源
信
と
師
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
一
僧

の
夢
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
過
去
帳
」
源
信
伝
で
は
、
こ
の
僧
の

名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
源
信
僧
都
伝
」
で
は
、
そ
の
僧

は
覚
超
と
さ
れ
て
い
る
。
と
に
か
く
、
こ
の
僧
は
源
信
入
滅
後
、

師
の
生
処
を
知
ら
ん
と
欲
し
て
数
月
祈
念
し
、
つ
い
に
夢
の
な
か

で
源
信
に
出
会
い
、
問
答
を
お
こ
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

夢
の
な
か
で
交
さ
れ
た
問
答
は
次
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ

た
。

源
信
に
出
会
っ
た
僧
は
、
先
ず
源
信
に
極
楽
へ
往
生
し
た
か
と

質
問
し
た
と
こ
ろ
、
源
信
は
「
往
生
し
た
と
も
い
え
る
し
、
往
生

し
な
い
と
も
い
え
る
」
と
、
暖
昧
な
答
を
し
た
。
そ
の
意
味
を
尋

ね
る
と
、
源
信
は
極
楽
へ
は
到
達
し
た
も
の
の
、
「
聖
衆
雲
集
し
、

仏
を
囲
続
す
る
時
、
我
最
外
（
一
番
外
側
）
に
在
り
。
故
に
亦
生

ぜ
ず
と
言
う
也
」
と
説
明
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
問
答
に
次
い
で
、

僧
は
自
分
は
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
問
う
た
と
こ
ろ
、

以
外
に
も
、
お
ま
え
は
怠
慢
だ
か
か
性
生
は
き
な
い
で
あ
ろ
う
と

告
げ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
驚
い
た
僧
は
、
今
ま
で
の
怠
慢
を
悔
い
改

め
て
、
今
後
精
進
す
れ
ば
往
生
で
き
る
か
と
問
う
と
、
源
信
は
暫

く
答
え
な
か
っ
た
が
、
す
こ
し
思
惟
し
た
後
、
「
猶
難
な
り
、
猶

難
な
り
。
凡
そ
極
楽
に
生
ず
る
は
、
極
難
の
事
な
り
。
故
に
我
、

⑫

最
外
に
在
り
」
と
答
え
た
。

こ
れ
は
幾
つ
か
の
点
で
非
常
に
興
味
深
い
夢
告
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
源
信
が
「
往
生
し
た
か
」
と
問
わ

れ
た
の
に
対
し
て
「
往
生
し
た
と
も
い
え
る
し
、
往
生
し
な
い
と

も
い
え
る
」
と
、
非
常
に
暖
昧
な
形
で
答
え
て
い
る
点
で
あ
る
。

へ八
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つ
ま
り
、
浄
士
へ
は
一
応
往
生
し
た
が
、
阿
弥
陀
仏
を
取
り
巻
く

聖
衆
の
最
も
外
側
に
し
か
列
座
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
、

告
白
し
て
い
る
の
で
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
夢
は
無
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
夢
は
夢
告
を
受
け
た
僧
が
、
自
分
の
師
で
あ
る
源
信
に
対
し

て
批
判
的
な
態
度
を
心
の
奥
底
で
持
っ
て
い
た
事
を
現
す
と
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
源
信
と
こ
の
僧
の

間
の
関
係
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
ま
た
、
問
答
の
後
半
で
は
夢
告
を
受
け
た
僧
が
自
ら
の
往
生

に
つ
い
て
問
い
、
往
生
を
遂
げ
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
宣
告
を

受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
師
に
対
す
る
批
判
的
態
度
か
ら
生
じ
た

「
罪
の
意
識
」
の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
夢
分
析
は
、
想
像
の
域
を
出
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
源
信
に
批
判
的
な
夢
が
、
あ
え
て
こ
の
源
信
伝
に
掲
載

さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
、
こ
の
夢

の
中
で
源
信
自
身
が
浄
土
へ
往
生
を
遂
げ
た
事
を
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
夢
告
自
体
は
、
源
信
で
さ
え
浄
土
へ
往
生
す
る
の

は
難
し
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の
夢
を
伝
記
に
組
み
込

ん
だ
作
者
は
、
こ
れ
を
源
信
が
自
ら
（
最
外
列
で
は
あ
る
が
）
浄

土
の
聖
衆
と
共
に
極
楽
に
い
る
こ
と
を
伝
え
た
夢
と
し
て
重
視
さ

れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
過
去
帳
」
源
信
伝
全
体
を
読
み
通
し
て
、
こ
の
二
つ
の
夢
告

が
源
信
伝
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
『
過
去
帳
」
源
信
伝
は
、
次
の
言
葉
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

然
る
に
僧
都
の
智
恵
・
精
進
、
世
間
に
比
な
し
。
法
を
弘
め
、

生
を
利
し
、
思
慮
巧
妙
な
り
。
仏
語
虚
し
か
ら
ず
し
て
、
因

果
顕
然
な
り
。
豈
後
世
の
安
楽
の
果
を
疑
う
や
。
願
わ
く
ぱ

⑳

結
縁
力
を
以
っ
て
早
く
引
接
を
蒙
ら
ん
。

こ
こ
で
は
源
信
の
智
恵
と
精
進
が
賛
嘆
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
優
れ

て
信
心
深
い
人
物
が
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
は
当
然
の
道
理
で
あ

る
と
論
じ
、
最
後
に
皆
源
信
を
見
習
い
、
浄
土
往
生
の
業
に
励
む

よ
う
促
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
論
の
一
節
は
、
『
過
去
帳
」
源
信

伝
全
体
を
よ
く
要
約
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
過
去

帳
』
源
信
伝
の
前
半
で
は
源
信
の
功
績
を
賛
え
、
後
半
で
は
そ
れ

ら
の
功
績
を
以
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
語
り
、

そ
れ
ら
を
通
し
て
読
者
に
対
し
て
念
仏
を
励
み
往
生
の
願
い
を
達

成
す
る
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈲
「
法
華
験
記
」
に
つ
い
て

『
法
華
験
記
』
は
、
そ
の
書
名
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
法
華

二
『
法
華
験
記
』
源
信
伝
に
見
ら
れ
る
源
信
像
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経
信
仰
者
の
伝
記
集
で
あ
る
。
そ
の
作
者
で
あ
る
鎮
源
（
生
没
年

代
不
詳
）
は
横
川
の
僧
で
あ
る
と
共
に
、
一
○
○
七
年
ご
ろ
源
信

な
ど
に
よ
っ
て
横
川
で
結
成
さ
れ
た
霊
山
院
釈
迦
講
の
一
員
で
も

あ
っ
た
の
で
、
源
信
に
親
し
く
接
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
と

⑳

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
法
華
験
記
」
の
序
文
に
よ
る
、
こ
の

害
は
と
長
久
年
間
に
（
一
○
四
○
Ｉ
一
○
四
四
）
に
完
了
さ
れ
て

い
る
の
で
、
「
法
華
験
記
」
源
信
伝
は
源
信
没
後
三
十
年
以
内
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
井
上
光
貞
博
士

に
よ
る
と
、
『
法
華
験
記
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
信
誓
の
伝
記
に

は
「
長
久
四
年
（
一
○
四
三
）
、
年
七
十
、
猶
在
世
実
」
と
あ
る

の
で
、
『
法
華
験
記
」
の
成
立
年
代
は
、
さ
ら
に
一
○
四
三
か
一

⑮

○
四
四
年
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

序
文
の
中
で
、
鎮
源
は
「
法
華
験
記
』
作
成
の
意
図
を
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

故
に
什
公
東
に
（
法
華
経
を
）
訳
し
て
の
後
、
上
宮
西
に
請

じ
て
よ
り
以
降
、
若
は
受
持
読
調
の
伴
、
若
は
聴
聞
書
写
の

類
、
霊
益
に
預
る
者
こ
れ
を
推
す
に
広
し
。
而
し
て
な
か
ご

ろ
巨
唐
に
寂
法
師
と
い
う
も
の
あ
り
。
験
記
を
製
り
て
世
間

に
流
布
す
。
観
れ
ば
そ
れ
我
が
朝
古
今
未
だ
録
せ
ず
。
余
幸

い
に
妙
法
繁
盛
の
域
に
生
じ
、
鎮
に
霊
験
得
益
の
輩
を
聞
く
。

然
れ
ど
も
、
或
は
煩
は
し
く
史
耆
に
あ
り
て
尋
ね
が
た
く
、

或
い
は
徒
に
人
口
に
あ
り
て
埋
み
易
し
。
（
中
略
）
も
し
前

⑳

事
を
伝
え
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
後
喬
を
励
さ
む
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
源
は
法
華
経
を

受
持
す
る
こ
と
の
よ
っ
て
、
「
験
」
（
奇
蹟
）
を
経
験
し
た
人
々
の

伝
記
を
集
め
、
法
華
経
を
「
受
持
読
調
」
し
た
り
、
「
聴
聞
書
写
」

す
る
功
徳
を
世
に
広
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
図
で
編
募
さ
れ
た
た
め
に
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
『
法
華
験
記
」
源
信
伝
で
は
、
法
華
経
と
の
関
連
に
重
点
を
置

い
て
源
信
の
生
涯
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
『
法

華
験
記
』
源
信
伝
は
「
過
去
帳
」
源
信
伝
と
か
な
り
趣
を
異
に
し

て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
過
去
帳
」
は
浄
土
願
生
者
と

し
て
源
信
を
描
く
が
、
「
法
華
験
記
』
は
源
信
の
法
華
信
仰
者
と

し
て
の
側
面
を
強
調
し
、
浄
士
へ
の
往
生
は
法
華
経
受
持
の
利
益

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
に
よ
り
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往
生
で
き
る
と
い
う
鎮
源

の
主
張
は
、
や
や
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は

佐
々
木
孝
正
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
中

期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
念
仏
は
し
ば
し
ば
法
華
経
の
実
践
と
平

＠

行
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
『
法
華
験
記
』
に
も
こ
の
よ
う
な
例
が

多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
法
華
経
の
読
謂
は
悪
業
を
消
滅
さ
せ
る
功

徳
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
念
仏
者
も
法
華
経
読
謂
を
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口
「
法
華
験
記
」
源
信
伝
に
見
ら
れ
る
源
信
の
生
涯

「
法
華
験
記
」
源
信
伝
は
、
大
き
く
分
け
て
、
源
信
の
生
涯
を

扱
っ
た
部
分
と
、
源
信
の
臨
終
を
描
い
た
部
分
よ
り
成
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

源
信
の
誕
生
か
ら
比
叡
山
で
の
出
家
を
述
べ
る
最
初
の
部
分
は
、

ほ
と
ん
ど
『
過
去
帳
」
源
信
伝
と
同
一
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
過

去
帳
」
に
見
ら
れ
る
源
信
の
両
親
の
性
格
に
つ
い
て
の
記
述
、
誕

生
の
際
の
奇
瑞
や
高
尾
寺
で
の
霊
夢
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

浄
土
往
生
の
補
助
的
行
と
し
て
実
践
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
六
波
羅
密
寺
の
住
僧
で
あ
っ
た
康
仙
は
「
勤
め
て
法
華

を
読
み
、
心
に
往
生
を
願
ひ
て
、
身
に
念
仏
を
修
」
し
て
、
つ
い

⑬

に
浄
土
に
生
ま
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
し
、
書
写
山
の
平
願
は

「
広
き
河
原
に
お
い
て
、
仮
舎
を
立
作
し
、
無
遮
法
会
を
修
す
。

朝
暮
の
講
筵
を
開
き
て
、
弥
陀
念
仏
及
び
法
華
熾
法
を
修
」
し
た

⑳
⑳

と
説
か
れ
て
い
る
。
同
様
に
美
濃
の
沙
弥
薬
延
や
伊
予
の
越
智
益

⑪弥
も
浄
土
教
と
法
華
信
仰
を
平
行
し
て
修
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
物
語
で
は
、
浄
土
往
生
が
法
華
経
を
行
ず
る
こ
と
の
一

つ
の
利
益
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
「
法

華
験
記
」
源
信
伝
の
基
礎
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
以
降
の
部
分
は
「
過
去
帳
」
源
信
伝
と
は
、
完
全

に
異
な
っ
た
趣
を
持
つ
。
た
と
え
ば
、
源
信
の
学
業
を
示
す
部
分

は
、
洗
練
さ
れ
た
文
書
で
つ
ず
ら
れ
、
よ
り
素
朴
な
「
過
去
帳
」

源
信
伝
と
は
対
照
的
な
印
象
を
受
け
る
。

僧
都
は
天
性
聡
理
に
し
て
正
直
な
り
。
法
門
を
習
い
学
び
、

道
心
堅
固
な
り
。
法
華
を
読
謂
し
て
、
深
義
を
了
解
し
、

文
々
句
々
、
間
き
て
通
じ
る
こ
と
無
碍
な
り
。
五
種
法
師
の

功
徳
具
足
し
、
四
種
三
昧
の
行
法
成
就
し
て
、
自
宗
他
宗
は
、

そ
の
玄
底
を
極
め
、
顕
教
密
教
は
、
深
く
そ
の
意
を
得
た
り
㈲

⑫

こ
れ
即
ち
仏
法
の
棟
梁
に
し
て
、
善
根
の
屋
宅
な
り
。

こ
こ
で
は
、
良
源
の
も
と
で
の
熱
心
な
学
業
の
様
子
が
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
最
初
に
源
信
が
法
華
経
を
読
謂
し
、
そ
の
深
義
を

了
解
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
源
信
は
五
種
法
師

の
功
徳
を
具
足
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
五
種
法
師
と
は
法
華
経

法
師
品
に
現
わ
れ
る
言
葉
で
、
法
華
経
を
受
持
・
読
・
調
・
解

説
・
書
写
す
る
行
者
を
示
す
。
同
様
に
四
種
三
昧
と
は
天
台
宗
で

説
く
四
種
類
の
三
昧
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
連
の
文
書
で

は
源
信
が
法
華
経
に
精
通
し
た
だ
け
で
な
く
、
天
台
の
修
行
も
実

践
し
、
教
観
と
も
に
完
成
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
「
自
宗
他
宗
は
、
そ
の
玄
底
を
極
め
、
顕
教
密
教

は
、
深
く
そ
の
意
を
得
た
り
」
と
し
て
、
自
宗
も
他
宗
も
、
顕
教

ワO
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も
密
教
も
含
む
、
仏
教
全
体
に
つ
い
て
の
深
い
知
見
を
得
た
と
賛

美
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
『
過
去
帳
」
源
信
伝
と
同
様
に
、
「
法
華
験
記
」
源
信

伝
も
横
川
陰
遁
を
源
信
の
生
涯
に
お
け
る
大
き
な
転
換
期
と
捉
え

て
い
る
が
、
そ
の
記
述
は
極
め
て
簡
略
で
抽
象
的
で
あ
る
。

壮
年
の
時
に
迫
ぴ
て
、
出
仮
名
間
を
背
き
て
、
山
門
に
深
く

跡
を
閉
ぢ
ぬ
。
（
中
略
）
静
か
に
法
華
を
詞
す
れ
ど
も
、
敢

へ
て
聞
く
人
な
く
、
深
く
極
楽
を
望
め
ど
も
、
誰
が
期
す
る

⑬

と
こ
ろ
を
量
ら
む
。

源
信
の
横
川
陰
遁
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
の
引
用
文
の
前
半

に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
極
め
て
簡
略
で
、
『
過
去
帳
」
源
信
伝

に
見
ら
れ
る
源
信
の
母
の
話
し
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
一
文
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
源
信
の
横
川
陰
遁
後

の
生
活
に
つ
い
て
語
る
後
半
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
で
は
、
源

信
が
法
華
経
を
読
調
し
つ
つ
、
極
楽
往
生
を
望
ん
で
い
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
横
川
陰
遁
後
の
源
信
は
法
華
信
仰

と
浄
土
信
仰
を
平
行
し
て
修
し
、
そ
れ
ら
は
源
信
の
信
仰
の
中
で

同
等
の
価
値
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
、
鎮
源
は
こ
こ
で
主
張
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
鎮
源
は
こ
の
よ
う

な
見
解
を
直
接
示
す
の
で
は
な
く
、
対
句
と
い
う
修
辞
的
技
法
を

も
っ
て
暗
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
こ

で
は
明
ら
か
に
、
源
信
に
と
っ
て
法
華
信
仰
と
浄
土
教
は
、
あ
た

か
も
烏
の
両
羽
や
車
の
車
輪
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
解

釈
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
現
に
法
華
読
調
に
つ
い
て
の
記
述
を

願
生
浄
土
教
の
前
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
信
に
お
い
て
は
、

法
華
経
が
浄
土
教
に
優
先
す
る
こ
と
を
暗
に
強
調
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
源
信
の
法
華
信
仰
に
つ
い
て
あ
ま
り
焦
点
を
当
て

ず
、
源
信
の
願
生
者
と
し
て
の
側
面
に
力
点
を
置
く
『
過
去
帳
」

源
信
伝
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
の
点
は
、
先
に
引
用
し
た
文
書
の
直
後
に
続
ず
く
、
次
の

文
言
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
乗
要
決
を
製
り
て
、
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
の
円
意
を
顕
し
、

定
性
無
性
不
成
仏
の
偏
執
を
斥
く
。
そ
の
時
に
当
た
り
て
夢

み
ら
く
。
馬
鳴
・
竜
樹
、
摩
頂
随
喜
し
、
伝
教
大
師
合
掌
し

て
言
は
く
、
我
が
山
の
仏
法
、
永
く
聖
人
に
附
属
す
と
い
へ

り
。
往
生
要
集
を
選
び
て
、
極
楽
の
指
南
を
示
し
、
菩
提
の

資
糧
を
施
せ
り
。
そ
の
時
に
夢
に
告
げ
て
言
は
く
、
観
世
音

微
咲
し
て
、
金
蓮
華
を
授
け
た
ま
ひ
、
毘
沙
門
蓋
を
捧
げ
て
、

聖
人
の
前
に
立
ち
侍
る
と
い
え
り
。
況
や
利
生
の
巧
智
、
仏

⑭

法
の
方
便
は
、
思
ひ
議
り
が
た
し
。

こ
こ
で
は
、
源
信
の
著
作
の
中
か
ら
「
往
生
要
集
」
と
宣
乗

要
決
」
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
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『
往
生
要
集
』
は
浄
土
教
に
関
す
る
耆
物
で
あ
り
、
ヨ
乗
要
決
」

は
法
相
宗
の
「
定
性
無
性
不
成
仏
」
を
説
く
五
姓
各
別
説
を
論
破

し
、
「
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
」
と
す
る
法
華
経
の
一
乗
思
想
を
擁

護
す
る
た
め
に
著
わ
さ
れ
た
論
耆
で
あ
る
。
後
に
『
法
華
験
記
」

は
源
信
の
主
要
な
著
作
と
し
て
四
つ
の
他
の
論
書
の
名
を
挙
げ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
特
に
コ
メ
ン
ト
付
き
で
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
論
書
は
「
往
生
要
集
」
と
「
一
乗
要
決
」
の
み
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
鎮
源
が
こ
の
二
つ
の
論
耆
こ
そ
源
信
の
代
表
作
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
鎮
源
は
二
つ
の

霊
夢
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
特
筆
す
べ
き
性
格
を
強
調
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
乗
要
決
」
執
筆
後
、
馬
鳴
・
竜
樹
や
伝

教
大
師
最
澄
な
ど
が
夢
に
現
わ
れ
そ
れ
を
誉
め
た
た
え
、
「
往
生

要
集
」
も
夢
中
で
観
音
や
毘
沙
門
に
賛
嘆
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で

こ
の
よ
う
に
「
法
華
験
記
」
源
信
伝
で
は
『
往
生
要
集
」
と

三
乗
要
決
」
を
重
視
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
書
物
を
特
に

取
り
上
げ
る
背
景
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
源
信
の
宗
教
に

は
法
華
信
仰
と
浄
士
教
と
の
両
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、
王
張
す
る
鎮

源
の
意
図
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
『
往

生
要
集
」
の
前
に
雪
乗
要
決
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目

し
た
い
。
『
往
生
要
集
」
は
九
八
五
（
源
信
四
十
四
歳
）
に
完
成

要
集
」

あ
る
。

さ
れ
た
も
の
で
、
年
代
的
に
は
一
○
○
六
（
源
信
六
十
五
歳
）
に

書
か
れ
た
「
一
乗
要
決
」
よ
り
先
に
挙
げ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
世
間
に
与
え
た
影
響
か
ら
い
え
ば
、
当
然
『
往
生
要

集
』
は
雪
乗
要
決
」
よ
り
重
要
な
論
書
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
「
往
生
要
集
」
の
前
に
三
乗
要
決
』

が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鎮
源
が
源
信
の
宗
教
の
な
か
で
、
法
華

信
仰
と
深
い
関
係
に
あ
る
宣
乗
要
決
」
に
焦
点
を
当
て
、
法
華

信
者
と
し
て
の
源
信
像
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
「
法
華
験
記
」
は
「
過
去
帳
』
源
信
伝
と
大
き
く
趣
旨

が
異
な
る
と
い
え
よ
う
。
『
過
去
帳
」
源
信
伝
で
も
ヨ
乗
要
決
』

の
名
は
見
ら
れ
る
が
、
特
に
重
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は

『
過
去
帳
」
源
信
伝
が
、
源
信
の
浄
土
願
生
者
と
し
て
の
側
面
を

中
心
に
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

日
源
信
の
臨
終
に
つ
い
て
の
記
述

そ
こ
で
最
後
に
、
「
法
華
験
記
」
は
源
信
の
臨
終
を
ど
の
よ
う

に
描
か
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
「
法
華
験
記
」
源

信
伝
の
約
半
分
が
、
そ
の
臨
終
の
姿
の
描
写
に
費
や
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
『
過
去
帳
」
源
信
伝
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
僧
都

重
き
病
を
受
け
取
り
て
、
そ
の
間
極
め
て
久
し
」
と
し
て
、
死
に

望
み
長
い
あ
い
だ
重
病
に
苦
し
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
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ず
、
「
念
仏
読
経
退
か
ず
、
観
念
行
法
僻
ら
」
な
か
っ
た
こ
と
が

⑮

記
録
し
て
い
る
。
ま
た
『
過
去
帳
」
源
信
伝
の
よ
う
に
、
臨
終
に

際
し
て
源
信
が
感
得
し
た
夢
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
夢
は
『
過
去
帳
」
源
信
伝

に
記
載
さ
れ
て
い
る
夢
と
は
異
な
る
内
容
を
持
つ
と
い
う
点
で
あ

る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
法
華
験
記
」
で
は
宿
老
の
僧
が
「
金

色
の
沙
門
空
よ
り
下
り
て
、
僧
都
に
向
か
い
て
与
に
語
る
。
僧
都

病
の
席
に
臥
し
な
が
ら
、
合
掌
し
て
咲
を
含
み
、
僧
に
向
か
い
て

⑳

談
語
す
」
と
い
う
夢
を
記
載
し
て
い
る
。
さ
ら
に
あ
る
人
は
、
千

万
の
蓮
華
が
咲
く
中
、
西
方
へ
旅
立
つ
た
め
に
、
一
個
の
蓮
華
の

⑰

上
に
臥
し
て
い
る
源
信
の
姿
を
夢
に
見
た
と
も
述
べ
て
る
。
し
か

し
一
層
興
味
深
い
の
は
、
源
信
が
密
か
に
慶
祐
阿
闇
梨
に
伝
え
た

と
い
う
夢
で
あ
る
。

慶
祐
阿
闇
梨
を
留
め
て
、
密
々
に
示
し
て
言
は
く
、
年
来
の

間
、
一
乗
の
善
根
、
事
理
の
功
徳
を
も
て
、
西
方
に
廻
向
し
、

極
楽
の
上
品
下
生
に
性
か
む
こ
と
を
願
へ
り
。
今
二
の
天
童

あ
り
て
、
来
り
下
り
て
言
は
く
、
我
は
兜
率
天
の
弥
勒
菩
薩

の
使
者
な
り
。
聖
人
偏
に
法
華
経
を
持
し
て
、
深
く
一
乗
の

理
を
解
け
り
。
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
、
当
に
兜
率
に
生
る
べ

し
。
こ
の
故
に
我
等
聖
人
を
迎
へ
む
た
め
に
、
今
こ
の
処
に

来
り
ぬ
。
数
万
の
天
童
あ
り
て
、
迎
摂
す
べ
し
。
我
等
且
く

雨
れ
告
ぐ
る
の
み
と
い
う
。
僧
都
、
天
童
に
語
り
て
言
は
く
、

兜
率
天
に
生
れ
て
、
慈
尊
に
見
え
奉
ら
む
こ
と
、
極
な
き
善

根
な
り
と
い
へ
ど
も
、
弟
子
頃
年
深
く
願
ふ
と
こ
ろ
あ
り
。

身
を
他
世
に
捨
て
て
、
極
楽
に
往
生
し
、
面
り
に
弥
陀
に
見

え
た
て
ま
つ
り
て
、
妙
法
を
聴
聞
せ
む
。
慈
尊
力
を
加
へ
て
、

我
を
極
楽
に
送
り
た
ま
へ
・
極
楽
界
に
し
て
、
当
に
弥
勒
を

拝
む
べ
し
。
天
菫
早
く
還
り
て
、
こ
の
誓
言
を
も
て
、
当
に

⑬

慈
尊
に
啓
す
べ
し
、
云
々
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
過
去
帳
』
源
信
伝
に
も
源
信
が
あ

る
弟
子
に
密
か
に
何
人
か
の
端
正
な
容
貌
の
僧
侶
の
訪
問
を
受
け

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
が
そ
の
夢
に
相
当
す
る
も
の
か

は
分
か
ら
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
夢
が
「
法
華
験
記
」

源
信
伝
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
表
面
上
、
こ
の
夢
は
源
信
が
極
楽
へ
の
往
生

を
願
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
考
え
や
す
い
。
し
か
し
、

『
法
華
験
記
」
が
法
華
経
へ
の
信
仰
を
促
す
た
め
に
書
か
れ
た
書

物
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
、
こ
の
夢
は
か
な
り
違
っ
た
意

味
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
夢
を

挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
信
が
生
涯
を
通
じ
て
法
華
経
の
信
仰

を
持
ち
続
け
た
こ
と
を
、
鎮
源
は
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

天
童
の
「
聖
人
偏
に
法
華
経
を
持
し
て
、
深
く
一
乗
の
理
を
解
け
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り
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法

華
を
受
持
し
、
深
く
一
乗
の
教
え
を
理
解
し
た
功
徳
を
も
っ
て
、

源
信
は
弥
勒
菩
薩
の
兜
率
天
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
華
経
勧
発
品
に

「
若
し
人
有
り
て
（
法
華
経
を
）
受
持
読
調
し
、
そ
の
義
趣
を
解

せ
ん
。
こ
の
人
命
終
せ
ば
（
中
略
）
即
ち
兜
率
天
の
弥
勒
菩
薩
の

⑲

所
に
行
か
ん
」
と
い
う
一
節
に
基
ず
く
思
想
で
あ
る
が
、
「
法
華

験
記
」
が
こ
こ
で
強
調
し
た
い
点
は
、
源
信
が
弥
勒
菩
薩
に
迎
え

ら
れ
る
ほ
ど
、
熱
心
に
法
華
経
を
受
持
し
、
研
錯
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
最
終
的
に
源
信
は
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
兜
率
天
に
往

生
す
る
こ
と
を
辞
退
し
、
極
楽
往
生
に
功
徳
を
廻
向
し
た
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
法
華
経
を
受
持
す
る
こ
と
に

よ
り
、
兜
率
天
に
往
生
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
「
法
華
験
記
」
は
、
様
々
な
修
辞
的
技
法
を
駆

使
し
て
、
法
華
経
の
信
仰
者
と
し
て
の
源
信
像
を
構
築
し
、
そ
れ

を
浄
土
願
生
者
と
し
て
の
彼
の
側
面
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
図
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
過
去
帳
」
と
「
法
華
験
記
」
に
見
ら
れ
る

一
つ
の
源
信
伝
を
検
討
し
て
き
た
が
、
す
で
に
源
信
死
後
数
十
年

結

華
珊

た
っ
た
時
点
で
、
源
信
の
評
価
に
つ
い
て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
立

場
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
異
な
る
評
価
は
、
『
過

去
帳
」
と
『
法
華
験
記
」
の
選
述
意
図
の
違
い
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
『
過
去
帳
」
は

二
十
五
三
昧
会
に
関
わ
る
人
物
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
た
め
、
そ

の
な
か
で
は
源
信
の
念
仏
者
と
し
て
の
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ

プ
さ
れ
、
彼
が
死
後
、
浄
土
へ
往
生
し
た
点
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
法
華
験
記
」
は
法
華
経
信
仰
の
功
徳
を
説
く

た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
『
法
華
験
記
」
に
収
め
ら

れ
て
い
る
源
信
伝
で
は
、
源
信
の
法
華
経
信
仰
者
と
し
て
の
側
面

に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
功
徳
に
よ
り
兜
率
天
に
往
生
こ
と
を
許
さ

れ
た
が
、
そ
れ
を
辞
退
し
、
遂
に
浄
土
に
往
生
し
た
と
結
ん
で
い

ブ
（
》
Ｏ

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
異
な
る
評
価
が
な
さ
れ
得
る
の
は
、
源
信

自
身
こ
の
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
源
信
は
『
往
生
要
集
」
を
著
わ
し
、
浄
土
教
の
普
及

に
勤
め
た
の
み
な
ら
ず
、
一
生
敬
度
な
願
生
者
で
あ
っ
が
、
同
時

に
法
華
経
の
一
乗
思
想
を
擁
護
す
る
三
乗
要
決
』
の
作
者
で
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
源
信
の
業
績
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
す
、

彼
は
因
明
・
阿
毘
達
磨
・
天
台
教
学
の
偉
大
な
学
者
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
源
信
は
様
々
な
業
績
を
残
し
た
、
多
面
的
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な
学
僧
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
源
信
と
言
え
ば
、
す
ぐ
に
浄
土
教
を
連
想
す
る
の
は
、

『
往
生
要
集
」
が
後
代
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
反
映
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
源
信
を
法
華
経
信
仰
者
と
す
る
見
解
は
、

決
し
て
鎮
源
に
限
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
蓮
（
一
二

二
二
’
一
二
八
二
）
は
、
そ
の
『
守
護
国
家
論
」
な
か
で
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

当
に
知
る
べ
し
。
恵
心
の
意
は
往
生
要
集
を
造
り
て
、
末
代

の
愚
機
を
調
へ
て
、
法
華
経
に
入
れ
ん
が
為
な
り
。
（
中
略
）

⑩

故
に
最
後
に
一
乗
要
決
を
造
る
。

日
蓮
は
法
華
経
を
真
実
と
押
さ
え
、
「
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
、

真
言
亡
国
、
律
国
賊
」
と
唱
え
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
彼
の

源
信
観
も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

日
蓮
に
よ
る
と
、
源
信
は
末
代
の
愚
機
を
法
華
経
に
導
く
た
め
に
、

方
便
と
し
て
『
往
生
要
集
」
を
著
わ
し
た
の
で
、
彼
の
本
来
の
立

場
は
法
華
経
に
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
源
信
は
最
後
に
三

乗
要
決
」
を
著
わ
し
た
こ
と
を
日
蓮
は
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
源
信
に
つ
い
て
二
つ
の
異
な
っ
た
受
け
取
り
方
が
あ
っ
た
こ

と
は
大
変
興
味
深
い
。

嘗
て
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
（
詞

の
９
罠
括
言
○
○
ｅ
は
、
そ
の
著
作
で
あ
る
弓
冨
国
の
四
旦
閏
“
‐

＊
本
論
文
は
言
冨
目
の
の
の
幻
呂
四
○
口
二
一
’
一
号
（
一
九
九
六

年
）
に
発
表
し
た
ゞ
も
目
の
Ｆ
臼
己
も
国
○
日
］
○
口
四
○
烏
旧
○
日
“
ロ
の
‐

ぐ
○
扇
凡
弓
篇
嗣
閨
房
異
国
○
四
呂
宮
の
⑭
ｇ
ｏ
の
口
吻
宮
口
ゞ
に
加
筆
し

和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

８
ｑ
の
中
で
、
歴
史
を
「
想
像
上
の
構
築
」
（
自
侭
旨
昌
ぐ
の

⑪

８
口
降
昌
８
○
口
）
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
歴

史
は
人
間
の
想
像
力
の
産
物
で
あ
り
、
歴
史
と
は
過
去
の
様
々
な

出
来
事
か
ら
取
捨
選
択
し
、
首
尾
一
貫
し
た
「
物
語
」
と
し
て
作

り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
い
切
る
。
そ
の
た
め
、
同
じ
歴

史
上
の
出
来
事
を
扱
っ
て
い
て
も
、
ど
こ
に
力
点
を
置
く
か
に
よ

っ
て
、
違
う
歴
史
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

視
点
が
変
わ
れ
ば
、
歴
史
そ
の
も
の
も
変
わ
る
と
い
う
こ
と
意
味

し
て
い
る
。
同
様
な
こ
と
が
伝
記
に
も
言
え
る
。
同
じ
源
信
と
い

う
人
物
を
扱
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
異
な
っ
た
源
信
像
が
生
ま

れ
た
の
も
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

注①
こ
れ
ら
の
伝
記
に
つ
い
て
は
速
水
侑
「
源
信
伝
の
諸
問
題
」
、
田

村
円
澄
先
生
古
希
記
念
会
編
「
東
ア
ジ
ア
と
日
本
・
宗
教
文
学
篇
』

一
九
八
七
年
、
一
三
九
’
一
六
○
と
、
速
水
侑
「
源
信
』
一
九
八
八

年
、
三
’
六
を
参
照
。

qハ
リ式



②
こ
の
「
過
去
帳
』
は
平
林
盛
得
「
拐
厳
院
二
十
五
三
味
結
縁
衆
過

去
帳
」
『
書
陵
部
紀
要
』
三
七
号
（
一
九
八
五
年
）
四
一
’
五
二
に

復
刻
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い

る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
「
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
に
収
録
さ
れ

て
い
る
一
首
娚
厳
院
廿
五
三
昧
結
縁
過
去
帳
』
に
も
、
貞
久
、
相
助
、

花
山
法
皇
、
良
範
の
諸
伝
記
と
共
に
『
過
去
帳
」
源
信
伝
と
同
じ
伝

記
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

③
こ
の
伝
記
は
『
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
○
’
一
七
二
に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

④
『
恵
心
僧
都
全
集
』
第
一
巻
、
三
六
一
・

⑤
慶
政
は
『
閑
居
友
』
の
作
者
と
し
て
有
名
な
園
城
寺
の
僧
で
あ
る
。

⑥
平
林
『
過
去
帳
」
、
五
二
ａ
。

⑦
速
水
「
源
信
伝
」
、
一
四
四
・

⑧
速
水
「
源
信
伝
」
、
一
四
六
。

⑨
「
惠
心
僧
都
全
集
」
第
一
巻
、
三
六
一
。

⑩
平
林
「
過
去
帳
」
、
四
八
ｂ
。

⑪
平
林
『
過
去
帳
」
、
四
九
ａ
。

⑫
平
林
『
過
去
帳
」
、
四
九
ａ
。

⑬
平
林
「
過
去
帳
」
、
四
九
ａ
。

⑭
山
川
孝
雄
山
川
忠
男
、
山
Ⅲ
英
雄
、
川
川
俊
雄
篇
、
「
今
昔
物

語
集
」
第
三
巻
、
（
古
典
文
学
体
系
型
）
一
九
六
一
年
、
三
九
六
’

九
。
源
信
の
母
の
話
し
は
「
発
心
集
』
や
「
私
聚
百
因
縁
集
」
に
も

見
ら
れ
る
。

⑮
平
林
『
過
去
帳
」
、
四
九
ａ
。

⑯
平
林
『
過
去
帳
」
、
四
九
ａ
。

⑰
平
林
『
過
去
帳
」
、
四
九
ｂ
○

⑬
『
首
拐
厳
院
廿
五
三
昧
結
縁
過
去
帳
』
二
恵
心
僧
都
全
集
」
第
一

巻
収
録
）
の
源
信
伝
は
「
五
月
」
で
は
な
く
「
正
月
」
と
す
る
。

『
惠
心
僧
都
全
集
」
第
一
巻
六
七
九
参
照
。

⑲
平
林
『
過
去
帳
』
、
五
○
ａ
。

⑳
平
林
「
過
去
帳
」
、
五
○
ａ
‐
ｂ
。

⑳
平
林
「
過
去
帳
』
、
五
○
ｂ
。

⑳
平
林
「
過
去
帳
』
、
五
○
ｂ
‐
五
一
ａ
。

⑳
平
林
『
過
去
帳
」
、
五
一
ａ
。

⑳
鎮
源
に
つ
い
て
は
井
上
光
貞
・
大
曾
根
章
介
篇
『
往
生
伝
・
法
華

験
記
」
（
岩
波
思
想
体
系
７
）
、
一
九
七
四
年
、
七
一
八
参
照
。

⑳
井
上
・
大
曾
根
篇
『
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
、
七
一
九
。

⑳
「
続
郡
害
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
二
ａ
‐
ｂ
。

⑰
佐
々
木
孝
正
「
本
朝
法
華
験
記
に
あ
ら
わ
れ
た
持
経
者
に
つ
い

て
」
、
『
大
谷
史
学
」
十
一
号
（
一
九
六
五
年
）
、
一
二
’
二
六
。

⑳
「
続
郡
書
類
従
」
第
八
巻
上
、
一
三
八
ｂ
‐
九
ａ
。

⑳
「
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
四
○
ａ
。

⑳
『
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
八
ｂ
‐
九
ａ
。

⑪
『
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
八
八
ａ
・

＠
『
続
郡
書
類
従
」
第
八
巻
上
、
一
七
○
ｂ
。

⑬
『
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
○
ｂ
ｏ

⑭
「
続
郡
書
類
従
」
第
八
巻
上
、
一
七
○
ｂ
ｏ

⑮
「
続
郡
害
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
一
ａ
。

⑳
「
続
郡
書
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
一
ａ
。

⑰
「
続
郡
害
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
一
ａ
‐
ｂ
。

⑱
「
続
郡
耆
類
従
』
第
八
巻
上
、
一
七
一
ｂ
‐
一
七
二
ａ
。

⑲
大
正
新
修
大
蔵
経
、
第
九
巻
、
六
一
Ｃ
。
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⑨
”
。
ｇ
晨
口
唄
暑
○
○
具
ヨ
ヘ
尽
尉
具
霞
§
こ
ｂ
陣
Ｃ
ａ
》
扇
ぐ
厨
＆

＆
』
ご
闇
》
弓
．
隠
画
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
自
身
は
「
想
像
上
の
構

築
」
と
い
う
表
現
自
体
は
用
い
な
い
が
、
「
過
去
に
関
す
る
歴
史
家

の
心
像
は
・
・
・
…
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
わ
た
っ
て
想
像
的
心
像
」
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
（
震
昏
①
言
い
８
【
両
国
》
切
宮
只
冒
①
旦
号
の
も
開
こ
め
号
ロ
切

目
の
く
の
国
鳥
国
』
］
印
冒
自
侭
冒
四
ご
ロ
９
日
①
〕
》
や
隠
巴
。
な
お
、
こ

の
一
文
の
和
訳
は
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
著
、
小
松
茂
夫
・
三

浦
修
訳
、
「
歴
史
の
観
念
』
一
九
七
○
年
、
二
六
四
に
よ
る
）
。

⑳

一
九
五
三
年
、
一
○
九
。

立
正
大
学
宗
学
研
究
所
篇
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
一
巻
、
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