
源
信
か
ら
提
出
し
た
二
十
七
間
目
と
知
礼
が
与
え
た
答
決
は
い
ず
れ
も
当
時
の
日
中
天
台
学
界
の
研
究
活
動
の
状
況
を
表
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
間
目
に
つ
い
て
云
え
ば
、
日
本
天
台
の
開
創
者
で
あ
る
伝
教
大
師
最
澄
以
来
、
日
本
天
台
に
と
っ
て
中
国
天
台
は
発
祥
の
母
胎

と
し
て
の
権
威
を
も
つ
も
の
と
し
て
別
格
視
さ
れ
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
ご
と
く
日
本
側
に
生
じ
た
学
問
上
の
疑
問
に
つ
い
て
そ
の
裁
決
を

中
国
天
台
に
仰
ぐ
と
い
う
慣
習
が
昔
か
ら
続
い
て
お
り
、
知
礼
の
間
目
二
十
七
条
の
提
出
も
か
か
る
慣
習
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
十
七
条
の
間
目
は
決
し
て
源
信
の
個
人
的
な
疑
案
で
は
な
く
、
当
時
の
天
台
宗
の
な
か
ば
公
式
の
手
続
き
に

よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
間
目
の
陳
述
の
な
か
に
し
ば
し
ば
疑
者
云
く
と
記
し
て
、
源
信
自
ら
の
個
人
的
な
疑

問
に
非
ざ
る
こ
と
を
銘
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
十
七
条
の
間
目
は
当
時
の
日
本
天
台
の
公
然
た
る
学
問
上

の
論
題
と
し
て
論
議
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
も
の
の
一
部
を
集
録
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
存
の
宗
要
柏
原
案
立
は
既
述
の
如
く
近
江
柏
原
の
天
台
学
僧
貞
舜
（
二
一
三
四
’
一
四
一
三
）
が
集
録
し
た
も
の
で
、
源
信
よ
り
も
大

恵
心
僧
都
と
四
明
知
礼
（
下
）

ｌ
趙
宋
期
に
お
け
る
日
中
天
台
の
交
流
Ｉ

五

安
藤
俊
雄
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分
後
の
時
代
の
成
立
に
属
し
て
い
る
が
、
も
と
慈
慧
僧
正
良
源
が
選
ん
だ
論
目
二
百
ケ
条
を
基
に
し
て
立
案
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
＄
台

宗
二
百
題
は
さ
ら
に
こ
れ
を
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
天
台
で
は
慈
慧
僧
正
良
源
の
と
き
に
こ
う
し
た
論
題
研
究
が
著
し
く
活
溌
と

な
っ
た
が
、
僧
正
の
門
下
で
と
く
に
慧
心
・
檀
那
・
筧
印
の
三
師
が
一
方
の
領
袖
と
し
て
活
躍
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
台
宗
二
百
題
・

亮
潤
序
参
照
）
。
源
信
の
間
目
二
十
七
条
の
な
か
の
一
部
分
が
柏
原
案
立
や
台
宗
二
百
題
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
に
わ
た
し
が
記

し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
っ
て
源
信
の
当
時
日
本
の
天
台
学
が
、
日
本
特
有
の
本
覚
門
思
想
の
飛
躍
的
な
展
開
を
遂

げ
た
と
同
時
に
、
他
面
に
お
い
て
天
台
教
籍
の
精
密
な
原
典
学
的
研
究
も
精
力
的
に
行
な
っ
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

伝
に
よ
れ
ば
慈
慧
僧
正
の
門
下
で
源
信
と
同
学
で
あ
っ
た
安
海
（
八
八
一
Ｔ
？
）
は
幼
少
の
頃
か
ら
比
叡
山
の
学
僧
た
ち
の
論
議
に
異
常
な

関
心
を
寄
せ
、
そ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
比
叡
山
に
登
っ
て
出
家
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
源
信
の
二
十
七
条
の
間
目
を
見
て
自

ら
上
中
下
の
三
答
を
作
り
、
衆
徒
に
対
し
て
知
礼
の
答
釈
が
彼
の
作
っ
た
三
種
の
解
答
を
出
ざ
る
く
し
と
予
言
し
の
ち
に
知
礼
の
答
釈

を
見
て
予
言
が
的
中
し
た
と
い
う
（
元
享
釈
吾
、
木
朝
高
僧
伝
参
照
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
比
叡
山
の
研
究
活
動
が
い
か
に
活
溌
で
あ
っ

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
世
華
厳
宗
の
鳳
潭
の
如
き
は
む
し
ろ
源
信
の
間
目
二
十
七
条
を
冷
評
し
、
せ
っ
か
く
知
礼
に
面
接
し
て

決
答
を
求
め
る
機
会
を
得
な
が
ら
、
天
台
義
と
直
接
関
係
の
な
い
婆
沙
・
倶
舎
の
区
た
た
る
義
を
問
う
こ
と
の
愚
で
あ
る
こ
と
を
痛
烈
に

論
難
し
、
予
怪
夫
時
幸
応
四
明
中
興
之
運
‐
近
応
航
海
、
悦
随
延
慶
、
面
稟
妙
講
、
而
何
縁
故
、
欣
西
土
却
以
区
区
婆
沙
倶
舎
法
数
、

労
索
指
決
者
、
可
深
棚
也
と
い
う
（
指
要
紗
詳
解
選
翼
巻
上
・
一
三
右
）
。
ま
こ
と
に
鳳
潭
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
っ
と
本
格
的
な
天
台
義

を
質
ね
る
蕊
へ
き
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
広
く
婆
沙
論
や
倶
舎
論
の
基
礎
研
究
を
重
ん
じ
た
着
実
な
研
究
態

度
は
天
台
智
顎
以
来
の
伝
統
で
あ
る
か
ら
、
鳳
潭
の
意
見
を
そ
の
ま
ま
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ぎ
に
知
礼
の
答
釈
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
第
一
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
会
昌
年
間
の
破
佛
の
打
撃
か
ら
当
時
な
お
充
分
恢
復
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
源
信
の
二
十
七
条
の
質
疑
に
対
し
て
、
第
二
十
二
問
と
第
二
十
七
問
に
つ
い
て
は
典
籍
が
な
い
と

い
う
理
由
で
解
答
を
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
新
旧
の
婆
沙
論
や
法
華
五
百
間
論
が
な
い
よ
う
な
状
況
で
は
満
足
な
研
究
を
望
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む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
を
考
慮
し
て
知
礼
の
韓
釈
を
考
察
す
る
と
き
、
知
礼
が
さ
す
が
に
日
本
天
台
の
原
典
研
究
に

絶
大
な
る
関
心
を
払
っ
て
い
た
こ
と
、
及
び
第
二
十
七
間
の
国
土
の
苦
楽
の
因
を
佛
と
す
べ
き
か
衆
生
と
す
べ
き
か
と
い
う
間
に
対
し
て

佛
是
生
家
之
佛
、
生
是
佛
家
之
生
、
故
云
衆
生
心
中
諸
佛
、
念
念
証
真
、
諸
佛
心
内
衆
生
、
新
新
作
業
、
故
知
諭
生
則
一
時
属
生
、
挙
佛

則
一
時
属
佛
と
説
き
、
あ
る
い
は
第
二
十
三
問
の
答
釈
に
お
い
て
天
台
性
具
の
思
想
と
起
信
論
の
邪
執
と
の
区
別
を
明
示
し
、
起
信
論
を

重
視
し
た
当
時
の
日
本
天
台
に
対
し
て
重
要
な
指
示
を
与
え
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

源
信
僧
都
が
源
清
の
観
経
疏
顕
要
記
に
対
し
て
か
な
り
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
こ
と
は
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
間
目
二
十
七
条
を
知
礼

に
提
出
し
た
の
は
古
来
の
慣
習
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
価
で
は
源
清
が
山
外
派
の
代
表
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
知
礼
が
山
家
派

の
代
表
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
源
清
よ
り
は
後
輩
で
あ
っ
て
も
す
で
に
充
分
に
山
家
の
正
統
教
学
を
確
立
す
ゞ
へ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
信

頼
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
知
礼
の
決
答
は
さ
す
が
に
山
家
の
代
表
者
と
し
て
の
面
目
を
充
分
に
発
揮
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

寂
照
が
問
Ⅱ
二
十
七
条
を
提
出
し
た
翌
年
の
一
○
○
四
年
、
知
礼
は
名
著
十
不
二
門
指
要
紗
二
巻
を
撰
述
し
、
そ
の
翌
友
年
に
は
十
義
害

を
著
し
て
、
す
で
に
亡
き
源
清
の
門
人
慶
昭
に
則
り
、
公
然
と
し
て
山
外
派
と
の
論
戦
に
入
り
、
そ
の
後
続
友
と
し
て
著
述
を
行
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。
源
信
の
間
目
二
十
七
条
に
対
す
る
知
礼
の
回
答
の
な
か
に
は
会
昌
の
破
佛
以
来
の
悪
条
件
の
制
約
も
見
ら

れ
る
が
、
す
で
に
山
外
派
を
ふ
く
め
て
一
般
に
異
義
を
破
折
し
て
山
家
の
正
義
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
烈
友
た
る
熱
情
と
決
意
が
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。
既
述
の
安
海
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
当
時
の
比
叡
山
の
教
学
活
動
も
空
前
の
黄
金
時
代
に
入
っ
て
い
た
が
＄
知
礼
は
間

目
二
十
七
条
に
つ
い
て
山
家
の
正
義
に
拠
っ
て
明
快
な
決
答
を
行
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
天
台
に
対
し
て
も
厳
正
な
批
判
を
敢
え
て

辞
さ
な
い
だ
け
の
自
信
を
抱
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

○
○
○
○
０
０
０
０
０
０

十
不
二
門
指
要
紗
巻
上
の
色
心
不
二
門
の
釈
の
な
か
で
原
本
に
当
知
心
之
色
心
即
心
名
変
、
変
名
為
造
、
造
謂
体
用
、
是
則
非
色
非
心

０
○
○
○
０
０
０
Ｃ
Ｏ
０
０
Ｏ

而
色
而
心
、
唯
色
唯
心
良
由
於
此
と
あ
る
の
を
、
源
清
の
十
不
二
門
示
珠
指
で
は
造
於
体
同
と
改
め
、
以
下
二
十
字
を
旧
本
な
る
も
の
に

拠
て
み
だ
り
に
改
訂
し
、
そ
の
旧
本
と
日
本
伝
来
の
別
行
十
不
二
門
（
国
情
寺
止
観
和
尚
録
出
）
と
も
一
致
し
て
い
る
と
主
張
し
た
の
に
対
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し
て
厳
正
な
批
判
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
知
礼
は
止
観
和
尚
は
道
遼
師
で
あ
り
、
そ
の
門
人
乾
淑
が
録
し
た
止
観
記
中
異
義
な
ど
全
く

天
台
の
正
義
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
別
行
十
不
二
門
も
信
頼
す
べ
き
で
な
い
と
し
、
又
日
本
教
乗
脱
誤
亦
多
＄
唯
有

別
行
十
不
二
門
、
則
全
同
他
所
定
之
本
、
他
既
曾
付
示
珠
指
、
往
於
彼
国
、
必
是
依
之
勘
写
爾
と
云
い
（
大
正
圏
ハ
．
七
一
○
Ｃ
）
、
暗
に

訓
誤
の
多
い
教
籍
に
拠
る
日
本
天
台
に
対
し
て
も
慎
重
な
態
度
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
既
述
の
鳳
潭
の
い
う
よ
う
に
、

も
し
源
信
が
比
叡
山
独
特
の
包
容
的
な
天
台
義
の
本
格
的
な
問
題
を
論
鼬
と
し
て
提
出
す
れ
ば
、
知
礼
は
お
そ
ら
く
十
不
二
門
指
要
妙
に

見
ら
る
る
よ
う
な
透
徹
し
た
理
論
を
展
開
し
て
厳
格
な
批
判
を
加
え
た
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
問
題
と
す
ぺ
き
は
往
生
要
集
が
四
明
浄
土
教
に
何
等
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
源
信
が
往
生
要

集
を
宋
国
へ
送
っ
た
の
は
九
八
六
年
で
あ
り
、
観
経
疏
顕
要
記
そ
の
他
に
対
す
る
書
評
（
破
文
）
が
宋
国
へ
送
ら
れ
た
の
が
九
九
八
年
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
知
礼
が
念
佛
施
戒
会
疏
を
撰
し
た
の
が
一
○
一
二
年
、
そ
れ
を
発
会
し
た
の
が
一
○
一
三
年
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
が
観

経
融
心
解
を
著
し
た
の
が
一
○
一
四
年
、
観
経
疏
妙
宗
紗
を
著
し
た
の
が
一
○
二
一
年
で
あ
る
。
妙
宗
紗
の
撰
述
は
往
生
要
集
が
国
情
寺

へ
贈
ら
れ
て
か
ら
三
十
五
年
、
顕
要
記
の
書
評
が
宋
へ
送
ら
れ
て
か
ら
二
十
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

佛
祖
統
紀
四
四
や
元
享
釈
書
一
六
そ
の
他
に
よ
れ
ば
寂
照
は
間
目
二
十
七
条
を
知
礼
に
提
出
し
た
翌
年
、
す
な
わ
ち
一
○
○
四
年
真
宗

帝
に
謁
し
無
量
寿
佛
像
、
金
字
法
華
経
、
水
昌
数
珠
を
献
じ
紫
衣
を
賜
い
、
と
く
に
往
生
要
集
の
著
者
源
信
に
円
通
大
師
の
号
を
賜
い
、

源
信
の
真
像
を
寂
照
に
描
か
し
め
、
日
本
膀
厳
院
源
信
如
来
と
称
し
て
そ
の
学
徳
を
讃
歎
し
た
と
い
う
。
知
礼
も
ま
た
往
生
要
集
を
読
ん

で
非
常
に
感
激
し
、
遠
く
源
信
を
偲
ん
で
菩
提
樹
の
実
を
比
叡
山
へ
贈
っ
た
と
い
う
。
彼
が
往
生
要
集
を
読
ん
で
感
激
し
た
の
が
い
つ
で

あ
る
か
を
確
実
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
往
生
要
集
が
国
情
寺
に
到
着
し
た
直
後
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
お

そ
ら
く
寂
照
が
知
礼
に
面
接
し
て
間
目
二
十
七
条
を
提
出
し
た
頃
に
は
往
生
要
集
を
読
ん
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
楽
邦
文
類
巻
四
に
寂

｛
ハ
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な
ぜ
知
礼
が
こ
の
よ
う
に
浄
土
教
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
成
果
を
発
表
せ
ず
、
ひ
じ
ょ
う
に
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
か
は
一
つ
の

大
き
な
研
究
問
題
で
あ
る
。
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
如
く
推
定
す
る
。
往
生
要
集
を
読
ん
だ
と
き
知
礼
は
恐
ら
く
大
き
な
驚
異
と
感
銘
を
受
け

た
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
往
生
要
集
の
な
か
に
は
源
信
僧
都
の
一
代
佛
教
の
全
体
に
亘
る
広
い
視
野
と
進
ま
し
い
観
心
の
思
索
工

夫
の
跡
が
生
き
生
き
と
み
ら
れ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
経
論
を
網
羅
し
、
し
か
も
源
信
の
主
体
的
な
思
索
は
こ
れ
ら

の
豊
か
な
資
料
の
文
底
に
流
れ
る
真
理
を
巧
み
に
追
求
し
、
古
来
の
定
型
的
な
思
想
の
ル
ー
ル
を
突
破
し
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
実
存
の

問
迦
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
の
な
い
態
度
で
終
始
し
、
ぐ
ん
ぐ
ん
と
読
者
の
心
を
ひ
き
寄
せ
る
迫
力
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
に

も
な
い
中
国
の
教
籍
が
豊
富
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
知
礼
に
と
っ
て
大
き
な
驚
異
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
よ

り
も
摩
訶
止
観
以
来
の
天
台
浄
土
教
の
理
観
念
佛
の
伝
統
と
、
口
称
の
念
佛
を
正
定
業
と
す
る
善
導
系
の
念
佛
思
想
と
が
少
し
も
不
自
然

で
な
い
不
思
議
な
統
一
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
実
は
日
本
の
天
台
浄
土
教
学
の
歴
史
に
お
い
て
も
源
信
に
お
い
て
は
じ
め

て
実
現
し
た
新
し
い
思
想
転
換
で
あ
っ
た
が
、
山
家
の
正
義
の
回
復
に
全
力
を
注
ぎ
、
い
よ
い
よ
山
外
派
と
の
対
決
に
臨
も
う
と
し
て
い

照
集
棟
西
方
要
義
並
睡
画
御
却
郡
誹
と
題
す
る
一
文
が
あ
る
。
楽
邦
文
類
の
編
者
宗
暁
は
こ
の
文
の
作
者
寂
照
が
何
人
で
あ
る
か
不
明
で
あ

る
と
し
て
い
る
が
、
文
中
に
傅
大
士
・
南
岳
・
智
者
の
名
を
出
し
て
い
る
か
ら
天
台
系
の
ひ
と
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
枅
厳
謂
く
と
し
て
往

生
要
集
の
大
文
第
一
の
厭
離
微
土
の
文
の
趣
意
を
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
枡
厳
院
源
信
の
門
人
寂
照
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

六
祖
槽
経
や
南
陽
慧
忠
の
批
判
も
し
て
い
る
か
ら
、
入
宋
し
て
し
ば
ら
く
後
に
撰
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
知
礼
と
面

接
し
た
と
き
寂
照
は
恩
師
の
往
生
要
集
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
知
礼
と
感
想
を
語
り
合
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
知
礼
が
浄
土
教
に
関
す
る
教
学
上
の
立
場
を
公
然
と
表
明
し
た
の
は
、
往
生
要
集
が
天
台
山
に
送
ら
れ
て
二
十
八
年
も
後
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
○
一
四
年
彼
が
観
経
融
心
解
を
撰
述
し
た
と
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
き
わ
め
て
小
篇
の
も
の
で
あ
っ
て
、

名
著
観
経
疏
妙
宗
紗
六
巻
が
発
表
さ
れ
た
の
は
そ
れ
よ
り
も
七
年
後
の
こ
と
で
、
彼
の
終
焉
の
八
年
前
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
と
き
源
信

は
四
年
も
前
に
世
を
去
（

V，

ナー
ノー

〔
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た
知
礼
に
と
っ
て
、
往
生
要
集
の
こ
の
包
容
的
な
念
佛
思
想
を
い
か
に
受
容
す
雫
へ
き
か
は
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

知
礼
の
当
時
中
国
の
天
台
浄
土
教
の
研
究
は
よ
う
や
く
本
格
的
な
研
究
に
入
ろ
う
と
す
る
段
階
で
あ
っ
た
。
天
台
大
師
に
は
信
頼
す
べ

き
浄
土
教
関
係
の
講
説
も
著
作
も
な
く
、
わ
ず
か
に
摩
訶
止
観
の
常
行
三
昧
章
や
維
摩
経
文
疏
の
佛
国
品
の
釈
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、

観
経
疏
や
浄
土
十
疑
論
が
天
台
大
師
の
残
後
に
偽
撰
さ
れ
、
爾
来
そ
れ
が
大
師
の
真
撰
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
、
六
祖
湛
然
の
門
人
法
聡
が
観

経
疏
記
を
著
し
た
・
そ
の
天
台
浄
土
教
の
研
究
は
全
く
中
絶
し
、
北
宋
の
初
頭
に
入
っ
て
観
経
疏
や
十
疑
諭
の
研
究
が
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
、

山
家
派
で
は
第
十
二
祖
義
寂
（
九
一
九
’
九
八
六
）
の
門
人
た
る
宝
雲
義
通
（
九
三
一
’
九
八
八
）
が
観
経
疏
記
を
著
し
、
九
八
三
年
同
門
の

広
義
澄
表
が
注
十
疑
論
を
発
表
し
、
お
な
じ
く
同
川
の
石
壁
行
靖
が
観
経
記
を
撰
し
た
。
山
外
派
で
は
義
寂
の
同
門
た
る
慈
光
志
因
の
孫

弟
子
た
る
慈
光
文
怖
が
四
十
八
願
頌
、
九
品
図
、
十
六
観
経
科
、
同
門
の
源
清
が
既
述
の
観
経
疏
顕
要
記
を
出
し
て
い
る
。
か
く
の
虹
く

論
著
の
撰
述
は
必
し
も
少
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
天
台
念
佛
の
正
義
を
確
立
す
る
に
足
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
知
礼
が
妙
宗
妙
の

序
に此

経
義
疏
、
人
怖
浄
報
、
故
説
聴
者
多
突
。
所
稟
宝
雲
師
、
首
製
記
文
。
相
沿
至
今
、
著
述
不
絶
。
皆
宗
智
者
。
豈
有
不
知
修
心
妙
観
、

感
四
浄
土
文
義
者
耶
。
良
以
感
物
情
深
、
適
時
智
巧
。
故
多
談
事
相
、
少
示
観
門
、
務
在
下
凡
、
普
需
縁
種
。

と
い
う
よ
う
に
、
義
通
の
観
経
疏
記
を
は
じ
め
、
す
ぺ
て
下
凡
の
縁
種
を
対
象
と
し
、
事
相
す
な
わ
ち
観
想
や
称
名
を
念
佛
の
本
質
で
あ

る
か
の
よ
う
に
説
く
の
に
汲
友
と
し
、
理
観
法
門
を
説
く
も
の
が
す
ぐ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
知
礼
の
不
満
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し

か
も
下
凡
を
済
度
す
る
た
め
に
事
相
を
方
便
と
し
て
重
視
す
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
山
家
山
外
を
通
じ
次
第
に
自
ら
を
下
凡
の
縁
種
な
り
と

考
え
、
理
観
よ
り
も
観
想
の
念
佛
を
、
観
想
の
念
佛
よ
り
も
称
名
を
正
定
業
な
り
と
す
る
善
導
系
の
思
想
が
ふ
か
く
天
台
学
派
の
な
か
に

浸
潤
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
ぁ
マ
句

慈
雲
遵
式
（
九
六
四
’
一
○
三
三
は
知

を
扶
助
し
、
知
礼
と
並
ん
で
四
明
学
派
の

た
の
で
染
め
る
。

は
知
礼
の
後
輩
で
は
あ
る
が
宝
雲
門
下
の
同
学
で
あ
り
、
山
外
派
と
の
対
決
に
お
い
て
終
生
知
礼

派
の
一
大
権
威
と
し
て
名
声
が
高
か
っ
た
。
し
か
も
彼
は
と
く
に
敬
虚
な
念
佛
老
と
し
て
高
潔
な
人
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格
と
求
道
的
な
学
風
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。
遵
式
と
知
礼
と
を
対
照
す
る
と
き
興
味
深
い
事
実
が
見
出
さ
れ
る
。

知
礼
は
往
生
要
集
を
読
ん
で
大
い
に
感
激
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
公
式
的
に
は
何
も
批
評
せ
ず
幾
十
年
の
あ
い
だ
沈
黙
を
守
っ

た
。
し
か
る
に
遵
式
は
あ
る
期
間
の
の
ち
に
往
生
要
集
の
思
想
に
大
き
く
接
近
し
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
楽
邦
文
類
巻
五
や
天
竺
別

集
巻
中
所
収
の
念
佛
三
昧
詩
の
自
序
に
よ
れ
ば
、
遵
式
は
九
九
六
年
四
明
の
宝
雲
講
堂
で
当
地
の
貴
賢
百
余
人
と
と
も
に
結
ん
で
春
秋
二

回
念
佛
会
を
行
な
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
誓
生
西
方
記
を
撰
し
た
。
現
存
の
詩
と
序
と
は
一
○
○
二
年
天
台
山
へ
帰
っ
て
か

ら
往
時
を
偲
ん
で
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
序
に
念
佛
の
内
容
を
想
無
量
覚
と
云
い
、
詩
に
も
榮
築
た
る
黄
金
躯
の
弥
陀
を
観
る
こ
と
を

熱
望
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
省
常
が
す
で
に
銭
塘
昭
慶
寺
に
百
二
十
三
人
の
同
志
と
と
も
に
浄
行
社
を
結
び
念
佛
を
す
す
め
て
い
た

か
ら
、
遵
式
も
臆
山
慧
遠
の
白
蓮
社
の
遺
風
に
倣
い
般
舟
念
佛
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
一
○
○
一
年
の
撰
に
な
る

往
生
浄
土
伽
願
儀
（
大
阿
弥
陀
倣
儀
）
、
及
び
一
○
一
六
年
に
川
し
た
そ
の
改
訂
本
（
小
阿
弥
陀
峨
儀
）
で
も
専
ら
般
舟
念
佛
を
説
き
、
理
観

と
観
想
が
念
佛
の
中
心
で
あ
っ
て
口
称
念
佛
の
思
想
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
・

け
れ
ど
も
往
生
西
方
略
伝
序
に
は
観
経
下
下
品
の
文
に
拠
て
十
念
称
佛
の
功
徳
が
無
量
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
し
（
大
正
四
七
・
一

六
七
頁
）
、
こ
と
に
一
○
一
七
年
の
撰
で
あ
る
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
で
は
、
ま
ず
決
疑
門
に
釈
道
安
の
往
生
論
六
巻
、
懐
感
の
群
疑

諭
七
巻
、
道
紳
の
安
楽
集
三
巻
、
慈
倣
（
悪
）
の
浄
土
慈
悲
集
三
巻
と
並
、
へ
て
源
信
禅
師
浄
土
集
二
巻
と
記
し
、
行
願
門
で
は
正
修
方
法

を
一
礼
倣
門
、
二
十
念
門
、
三
繋
縁
Ⅲ
、
四
衆
福
門
の
四
門
に
分
け
、
晨
朝
の
称
名
念
佛
の
方
法
を
詳
細
に
規
定
し
た
。
ま
た
示
人
念
佛
方

法
井
仰
脱
文
で
は
観
想
の
念
佛
と
称
名
の
念
佛
と
を
比
較
し
、
称
名
念
佛
の
功
徳
を
讃
え
、
懐
感
に
拠
て
と
く
に
商
声
念
佛
の
功
徳
を
強

調
し
て
い
る
（
金
園
集
巻
上
二
三
頁
左
）
。
か
く
て
お
そ
く
と
も
一
○
一
七
年
に
は
遵
式
が
道
紳
禅
師
や
懐
感
の
ほ
か
に
往
生
要
集
（
送
宋

本
の
往
生
要
集
は
浄
土
集
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ろ
）
を
も
一
つ
の
重
要
な
証
権
と
し
て
、
口
称
念
佛
の
功
徳
を
重
視
す
る
と
い
う
新

し
い
念
佛
論
を
四
明
学
派
の
内
部
に
あ
っ
て
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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こ
の
考
え
は
観
経
融
心
解
を
撰
し
て
七
年
後
に
発
表
さ
れ
た
名
著
観
経
疏
妙
宗
妙
に
お
い
て
は
最
も
徹
底
的
に
強
調
さ
れ
た
。
本
書
撰

述
の
動
機
は
六
年
前
に
当
時
の
山
外
派
の
重
鎮
で
あ
っ
た
孤
山
智
円
が
観
経
疏
刊
正
記
を
著
し
、
そ
の
内
容
が
事
相
の
念
佛
の
み
を
強
調

知
礼
は
一
○
一
三
年
↑
す
な
わ
ち
往
生
要
集
が
国
清
寺
へ
贈
ら
れ
て
か
ら
二
十
七
年
目
に
延
慶
院
に
念
佛
施
戒
会
を
設
け
、
そ
の
前
年

す
で
に
そ
の
趣
意
書
を
撰
し
て
い
た
。
四
明
教
行
録
第
一
に
収
め
て
い
る
念
佛
施
戒
会
疏
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
念
佛
会
は
僧
俗
一
万
人

を
結
ん
で
生
涯
弥
陀
の
名
号
を
称
念
す
る
結
社
で
あ
っ
て
、
毎
年
二
月
十
五
日
延
慶
院
で
法
会
を
修
行
す
る
。
疏
の
文
に

但
当
称
彼
俳
号
修
彼
佛
慈
、
必
為
彼
佛
本
願
摂
取
、
捨
此
報
身
、
定
生
彼
国
（
中
略
）
況
報
得
命
光
、
其
猶
風
燭
、
一
息
不
至
、
三
塗

現
前
、
何
得
自
筧
、
不
思
来
報
、
当
依
佛
号
、
無
順
人
情
、
頓
息
筆
縁
、
唯
勤
念
佛

と
痛
切
に
無
常
を
訴
え
専
修
専
念
の
称
名
を
す
す
め
る
の
は
天
台
の
伝
統
た
る
般
舟
念
佛
と
は
著
し
く
性
格
を
異
に
し
；
善
導
系
の
称
名

正
定
業
の
思
想
と
軌
を
一
に
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
念
佛
施
戒
会
を
結
成
し
た
翌
女
年
、
知
礼
は
観
経
融
心
解
を
撰
し
た
。
九
箇
条
の
問
答
の
形
態
で
天
台
観
経
観
の
要
点
を
説

明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
知
礼
の
浄
土
教
学
組
織
の
た
め
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
に
観
経
・
般
舟
経
・
摩
訶
止
観
・
天

台
観
経
疏
に
よ
っ
て
天
台
止
観
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
念
佛
の
行
州
を
明
か
に
し
、
弥
陀
の
依
正
と
い
う
事
境
の
み
を
観
ず
る
単
な
る

事
相
の
念
佛
は
観
経
の
目
的
で
は
な
く
、
理
観
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
強
調
し
、
こ
こ
で
は
称
名
念
佛
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な

い
。
た
だ
第
九
問
答
の
と
こ
ろ
に
臨
終
十
念
亦
得
往
生
と
述
令
へ
て
い
る
が
、
原
本
に
は
こ
の
文
句
が
な
か
っ
た
の
を
門
人
の
浮
石
崇
矩
の

強
硬
な
忠
告
に
し
た
が
っ
て
後
か
ら
添
加
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
（
四
明
教
行
録
巻
五
・
四
明
付
門
人
矩
法
師
書
第
八
吉
）
、
知
礼
の
本
来
の
意

図
か
ら
云
え
ば
常
行
三
味
を
説
く
摩
訶
止
観
の
本
文
の
限
界
以
上
、
す
な
わ
ち
理
観
の
た
め
の
助
行
以
上
の
意
義
を
称
名
念
佛
に
認
め
な

い
の
で
あ
る
。

七
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か
く
て
知
礼
の
思
想
の
歩
み
は
遵
式
と
は
大
い
に
方
向
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
ら
ぱ
妙
宗
紗
の
徹
底
し
た
理
観
主

義
の
主
張
と
既
述
の
念
佛
施
戒
会
疏
と
の
矛
盾
を
い
か
に
理
解
す
。
へ
き
か
。
一
説
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
矛
盾
で
は
な
く
、
口
称
と
観
想
と
を

正
行
た
る
理
観
の
た
め
の
助
行
と
す
る
摩
訶
止
観
の
念
佛
思
想
の
伝
統
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
（
霊
空
光
謙
撰
・
観
経
疏
妙
宗

紗
講
録
）
。
ま
た
一
説
に
よ
れ
ば
妙
宗
妙
に
は
口
称
の
念
佛
は
全
く
説
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
義
瑞
性
慶
撰
・
側
経
疏
妙
宗
紗
釈
要
）
。
前
説

に
よ
る
と
す
れ
ば
散
心
の
口
称
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
知
礼
が
敢
え
て
定
心
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
点
を
理
解
で
き
な
い
し
、
後
説
に

よ
る
と
す
れ
ば
妙
宗
妙
と
念
佛
施
戒
会
疏
の
思
想
が
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
融
心
解
の
第
九
問
答
の
文
に
知
礼
は
と
く
に
上
品

上
根
に
焦
点
を
お
い
て
論
述
し
て
い
る
と
断
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
下
品
下
根
に
約
せ
ば
十
称
念
佛
の
往
生
も
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
か

し
天
台
観
経
疏
の
本
意
を
歪
曲
し
て
い
る
の
を
黙
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
門
人
妙
果
へ
の
書
簡
の
な

か
に
、
常
患
十
六
観
疏
文
約
理
奥
、
識
者
学
者
多
浅
多
近
、
法
既
不
称
、
種
乃
不
強
、
故
率
所
懐
、
成
乎
私
紗
と
云
っ
て
い
る
か
ら
（
上

掲
書
巻
五
付
妙
果
法
師
書
）
、
天
台
観
経
疏
が
あ
ま
り
に
浅
近
な
解
釈
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
て
い
る
の
を
傍
観
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
永
い
問
沈
黙
を
つ
づ
け
な
が
ら
も
、
い
つ
か
は
天
台
浄
土
教
の
正
義
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
函
と
い
う
知
礼
の
最
後
の
学
問
的

な
課
題
を
実
現
し
た
の
が
観
経
疏
妙
宗
妙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
妙
宗
妙
六
巻
は
天
台
大
師
以
来
は
じ
め
て

出
現
し
た
天
台
浄
土
教
学
の
最
高
の
名
著
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
り
天
台
観
経
疏
の
み
な
ら
ず
天
台
浄
土
義
の
正
統
思
想
を

も
っ
と
も
組
織
的
に
大
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

す
で
に
予
定
の
紙
数
を
超
過
し
て
い
る
の
で
、
い
ま
こ
こ
で
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
要
点
は
上
述
の
観
経
融
心
解
と
同
一
で
あ
る
（
拙
耕
◇
観
経
疏
妙
宗
紗
概
論
、
及
び
拙
著
・
天
台
学
・
第
十
六
章
・
第
二
節
四
明
浄
土
教
の
足

跡
を
参
照
さ
れ
た
し
）
。
厳
密
に
云
え
ば
観
経
融
心
解
よ
り
も
理
観
念
佛
主
義
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
上
述
の
下
下
品
の
十
念
も
こ

こ
で
は
単
な
る
口
称
に
留
ま
る
、
へ
き
も
の
で
は
な
く
、
一
種
の
定
心
を
生
む
が
ゆ
え
に
往
生
で
き
る
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
て
い

る
○
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さ
て
こ
の
疑
問
を
明
確
に
解
決
し
な
く
て
は
往
生
要
集
と
の
思
想
上
の
関
係
を
正
し
く
把
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
上
述
に
よ
っ

て
確
実
に
云
い
得
る
こ
と
は
、
知
礼
が
遵
式
と
は
多
少
異
っ
た
反
応
を
示
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
遵
式
は
素
直
に
往
生
要
集
の
書
名
を

掲
げ
て
本
書
に
対
す
る
重
大
な
関
心
を
示
し
た
。
遵
式
が
善
導
の
い
わ
ゆ
る
弘
願
の
念
佛
と
し
て
十
念
の
称
名
を
重
視
す
る
に
当
っ
て
は

中
国
側
の
要
因
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
ま
た
往
生
要
集
が
及
し
た
影
響
も
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
る
に
観

経
融
心
解
や
妙
宗
妙
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
思
想
影
響
は
見
出
さ
れ
ず
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
反
作
用
の
効
果
で
あ
っ
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
源
清
の
観
経
疏
顕
要
記
に
対
す
る
日
本
側
の
書
評
や
往
生
要
集
の
見
解
を
配
慮
し
た
形
跡
を
妙
宗
紗
の

な
か
に
追
及
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
全
体
的
に
は
い
ろ
い
ろ
の
問
題
で
山
外
派
の
異
義
と
対
抗
し
、
純
正
の
天
台
義
を

確
立
す
る
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
知
礼
は
、
源
信
の
往
生
要
集
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
一
層
厳
重
な
天
台
浄
土
義
の

確
立
の
必
要
を
痛
感
し
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
往
生
要
集
の
包
容
主
義
と
相
容
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
の
慧
犢
両
流
の
祖
た
る
源
信
と
覚
運
が
、
中
国
の
山
家
山
外
両
派
の
指
導
者
た
る
知
礼
や
源
清

と
接
触
し
、
日
中
天
台
の
交
流
が
お
よ
そ
一
千
年
も
前
に
頻
繁
に
行
わ
れ
た
事
実
を
追
想
し
て
深
い
感
銘
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

●
●
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ｊ
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（
一
九
六
八
・
八
・
一
四
記
了
）
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