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『
法
苑
珠
林
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
『
諜
報
記
』
の
編
ま
れ
た
の

は
、
唐
の
永
徽
年
中
（
六
五
〇
～
六
五
五
）
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が

永
徽
何
年
の
こ
と
な
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

 
レ
か
し
、
と
も
あ
れ
『
冥
報
記
』
は
、
謡
講
年
中
に
成
立
す
る
や
、
ほ
ど
を

へ
ず
し
て
、
ふ
た
り
の
強
力
な
支
持
者
を
え
た
。
道
宣
と
、
道
世
と
で
あ
る
。

道
幅
は
、
聖
徳
元
年
（
六
六
四
）
に
あ
い
つ
い
で
編
集
し
た
『
集
神
州
三
宝
感

通
録
』
、
 
『
広
弘
明
集
』
、
 
『
大
唐
内
典
録
」
の
三
書
に
、
資
料
と
し
て
「
冥
札

記
』
を
用
い
た
し
、
道
世
は
、
総
点
元
年
（
六
六
八
）
に
完
成
し
た
『
法
苑
珠

林
』
に
、
『
業
報
記
』
の
、
お
そ
ら
く
大
部
分
を
、
そ
っ
く
り
吸
収
し
た
の
で

あ
っ
た
。

 
当
代
の
代
表
的
な
著
述
家
で
あ
る
道
宣
と
道
世
と
は
、
弘
福
寺
の
智
首
を
師

と
す
る
兄
弟
弟
子
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
は
、
よ
き
ラ
イ
バ
ル
と
し
て

の
友
好
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
道
世
は
、
 
『
法
苑
珠
林
』
に
、
道
宣
編

む
と
こ
ろ
の
『
続
高
僧
伝
』
か
ら
八
十
余
話
を
引
用
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
同

じ
『
法
苑
珠
林
』
の
巻
三
五
に
は
、
出
所
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
「
唐
沙
門

道
宣
感
通
袈
裟
験
」
と
レ
て
」
道
宣
の
手
に
な
る
か
と
お
も
わ
れ
る
資
料
を
用

い
て
い
る
。

 
｝
方
、
道
宣
は
、
 
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
の
末
尾
に
、

 
予
以
智
徳
元
年
夏
六
月
二
十
日
。
於
終
南
山
八
尋
陰
之
清
宮
精
舎
集
之
。
素

 
有
風
気
之
疾
。
兼
浮
言
心
之
年
。
言
辞
忽
泣
露
霊
感
沈
没
。
遂
力
呈
出
愚
直

 
筆
。
而
疏
頗
存
大
略
而
己
。
庶
後
有
勝
事
。
復
轟
轟
於
吾
賢
哲
。
其
余
光
蓋

 
者
。
統
在
西
明
寺
道
律
師
新
撰
法
苑
蒼
林
百
巻
皆
具
顕
之
突
。

と
、
道
世
の
業
績
に
つ
い
て
の
、
好
意
的
な
紹
介
の
記
事
を
付
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
道
宣
の
道
世
観
は
、
 
『
大
唐
内
典
録
」
の
、
道
世
の
編
著
を
列
記
し
た

部
分
に
も
示
さ
れ
て
い
て
、
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
右
七
部
百
三
十
一
巻
。
京
師
西
明
寺
沙
門
釈
玄
揮
所
撰
。
揮
本
名
道
世
。
律

'
学
高
与
慕
重
三
良
。
綴
績
為
務
兼
有
砂
疏
。
注
解
衆
経
人
代
即
目
。
略
叙
如

 
右
。

 
自
分
の
仕
事
と
比
較
し
て
道
世
の
業
績
の
万
全
で
あ
る
こ
と
を
い
い
、
ま

た
、
彼
の
学
殖
の
豊
か
な
る
こ
と
を
い
う
。
た
と
え
そ
れ
は
、
だ
れ
し
も
の
み

と
め
る
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
も
の
い
い
は
、
道
世
に
対
す
る

尊
敬
の
念
と
親
近
感
な
く
し
て
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
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こ
こ
で
、
ひ
と
，
つ
の
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
右
に
ふ
れ
た
と
お
り
、

『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
も
『
大
唐
内
典
録
」
も
、
麟
徳
元
年
の
成
立
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
す
で
に
『
法
苑
珠
林
』
の
書
名
が
み
え
る
ば

か
り
か
、
そ
れ
が
百
巻
で
あ
る
と
の
記
録
ま
で
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
・
つ
ま
り
、
『
法
意
珠
林
』
は
、
完
成
し
た
年
だ
と
み
ず
か
ら
記
し
た
総
章

元
年
の
、
、
少
な
く
と
も
四
年
以
上
前
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
ど

の
程
度
の
範
囲
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
一
部
の
入
び
と
の
閲
覧

に
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
あ
き
ら
か
に
な
る
。

 
新
撰
の
『
法
寮
舎
林
』
に
ふ
れ
え
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
道
宣
な
ど
ご
く
少

数
の
人
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
続
高
僧
伝
』
の
編
者
と
し
て
の

道
開
な
ど
だ
け
に
、
同
門
の
先
達
と
し
て
の
敬
意
を
は
ら
っ
て
、
道
世
が
内
示

し
た
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
．

 
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
完
成
し
た
ば
か

り
の
-
一
と
い
う
よ
り
、
完
成
を
宣
言
す
る
以
前
の
、
新
撰
の
『
法
苑
珠
林
』

が
道
宣
の
目
に
ふ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
道
世
に
対
す
る
好
意
的
な
記
事
な

ど
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、
両
者
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
の
で

あ
る
。

 
推
測
の
上
に
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
ふ
た
り
が
こ
の
よ
う

な
友
好
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
か
一
方
が
入
手
し
た
『
冥
報

記
』
は
、
ご
く
し
ぜ
ん
に
、
他
方
に
も
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ふ
た
り
の

あ
い
だ
で
、
あ
る
い
は
、
 
『
冥
報
記
』
の
評
価
に
つ
い
て
の
、
や
り
と
り
が
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昌

つ
た
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。

 
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
法
馬
珠
林
』
な
ど
の
編
集
に
回
し
た
で
あ
ろ
う
時
間

の
長
ざ
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
が
『
官
報
記
』
を
入
手
し
た
時
期
は
、
麟
徳
元
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〆

を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
数
年
、
つ
ま
り
、
『
冥
報
記
』
の
成
立
後
、

な
い
こ
ろ
で
あ
っ
乾
と
み
る
の
が
し
ぜ
ん
で
あ
ろ
う
。

2

さ
し
て
間
も

 
道
宣
、
道
世
と
い
う
、
ふ
た
．
り
の
強
力
な
支
持
者
を
え
た
『
詳
報
記
」
は
、

以
来
、
『
冥
報
記
』
そ
れ
自
体
の
も
つ
伝
播
力
と
、
前
記
四
書
、
と
り
わ
け

『
法
苑
珠
林
』
の
伝
播
力
と
に
さ
さ
え
ら
れ
て
、
重
層
的
、
な
い
し
多
層
的
な

ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。
『
冥
養
畜
」
所
収
の
は
な
し
を
採
録
し
た

も
の
と
し
て
、
今
日
ま
で
に
わ
た
し
の
知
り
え
た
著
作
は
た
か
だ
か
二
十
余
編

を
か
ぞ
え
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
範
囲
の
中
で
さ
え
、
 
『
冥
報
記
』
の

継
承
の
さ
れ
方
は
ひ
と
し
な
み
で
は
な
い
。
直
接
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
間
接

的
な
も
の
も
あ
る
。
直
接
的
な
も
の
の
な
か
忙
も
、
『
冥
報
記
』
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
お
お
は
ば
に
改
変
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
典

拠
を
『
飛
報
記
」
と
示
し
て
い
な
が
ら
、
じ
つ
は
、
他
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
っ

．
た
り
、
源
を
『
冥
報
記
』
に
発
す
る
は
な
し
で
あ
る
の
に
、
『
冥
報
記
」
の
存

在
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
似
て
非
な
る
文
献
に
よ
っ
て
い
た
り
す
る
も
の

も
あ
る
。
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

た
傾
向
は
強
く
な
る
し
、
は
な
し
の
内
容
や
本
文
の
表
記
に
も
、
微
妙
な
変
化

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

 
 
『
冥
報
記
」
は
、
こ
の
種
の
著
作
の
宿
命
乏
し
て
、
個
々
の
は
な
し
に
分
断

さ
れ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
わ
た
し
の
知
り
え
た
範
囲
で
は
、

と
い
う
限
定
つ
・
き
の
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
他
書
に
ま
っ
た
く
引
用
さ
れ
て
、

い
な
い
は
な
し
が
、
『
露
髄
記
』
の
現
存
諸
本
の
う
ち
も
つ
ど
も
所
載
置
数
の

お
お
い
前
田
家
本
に
徴
し
て
五
話
あ
る
反
面
、
十
数
種
の
文
献
に
引
用
さ
れ
て

（50）



鴨

い
る
も
の
も
あ
る
。
個
々
の
は
な
し
に
分
断
さ
れ
て
継
承
さ
れ
る
以
上
、
継
承

さ
れ
る
度
合
い
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
落
差

は
、
か
な
り
は
げ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
他
文
献
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
用
さ
れ
て
い
る
の

は
、
上
H
（
説
話
番
号
は
前
田
家
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
の
、
厳
恭
に
よ
る

亀
の
放
生
誕
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
う
ま
で
毛
な
い
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
上
1
1

は
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
九
B
「
［
］
人
、
」
以
父
銭
買
心
墨
放
河
心
」
の
二
面
で

も
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「

 
『
今
昔
物
語
集
』
九
1
3
は
、
『
苦
報
記
』
を
主
要
な
出
典
の
ひ
と
つ
と
し
、
し

か
も
そ
れ
に
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
る
巻
九
の
な
か
に
あ
っ
て
、
な
ぜ
か
『
冥

報
記
」
に
よ
っ
て
い
な
い
。
 
『
冥
報
記
』
に
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
 
『
打
聞
集
』

や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
忙
本
文
内
容
の
近
い
は
な
し
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど

と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
間
の
事
情
の
解
明
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
事
情

や
性
格
の
解
明
の
糸
口
に
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
で
く
り
か
え
し

検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
お
よ
ば
ず
な
が
ら
、
わ
た
し
も
、
さ
き
に
所

見
を
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

 
こ
の
『
今
昔
物
語
集
』
九
1
3
の
類
話
が
、
『
野
曝
記
』
所
載
の
各
界
の
な
か

で
、
も
っ
と
も
他
文
献
に
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
な
の
か
、
必
然
な
の

か
。
 
『
今
昔
物
語
集
』
に
関
心
を
い
だ
く
者
に
と
っ
て
は
、
た
い
そ
う
興
味
ぶ

か
い
と
て
ろ
で
あ
る
。

 
た
だ
、
本
稿
で
は
、
'
類
話
で
あ
る
九
1
3
が
、
『
今
昔
物
語
集
』
研
究
に
と
っ

て
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
留
意
す
る
に
と
ど
あ
、
こ
と
さ
ら
、
-
『
今
昔
物

語
集
』
の
側
に
も
ん
だ
い
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
を
し
な
い
。
ど
こ
か
で
『
今
昔

物
語
集
』
研
究
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
今
は
、
『
冥
報
告
』
上

『
冥
旧
記
」
の
継
承
-
厳
恭
讃
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
九
1
3
へ
一

11

ﾌ
附
石
繹
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、

し
た
い
。

3

『
冥
報
記
』
の
継
承
の
あ
と
を
お
う
こ
と
に

 
さ
て
、
『
門
訴
記
」
の
継
承
史
に
お
け
る
多
層
化
は
、
す
で
に
、
道
宣
、
道

世
の
段
階
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
『
冥
報
記
」
の
伝
播
に
、
あ
ず
か
っ
一
て
力

の
あ
っ
た
こ
の
ふ
た
め
の
『
冥
報
記
」
の
と
り
あ
つ
か
い
か
た
に
は
、
き
わ
だ
，

つ
た
違
い
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
道
世
が
、
『
冥
報
記
」
の
お
そ
ら
く
大
部

分
を
、
そ
っ
く
り
『
法
用
珠
林
』
に
吸
収
し
た
と
み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、

道
宣
は
、
そ
の
一
部
し
か
利
用
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
違
い
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
本
稿
で
は
、
本
文
そ
の
も
の
の
あ
つ
か
い
か
た
の
違
い
に
注
目
し
た

い
。

 
以
下
、
『
冥
報
記
」
上
1
1
を
例
と
し
て
、
道
宣
ど
道
世
と
の
、
『
冥
報
記
』
の

．
と
り
あ
げ
か
た
の
違
い
を
具
体
的
に
み
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
『
法

雨
珠
林
』
に
つ
い
て
。

 
『
法
苑
珠
林
』
が
『
回
報
記
』
に
よ
っ
た
む
ね
を
明
示
し
て
い
る
は
な
し
の
な

か
に
は
、
現
存
の
『
罪
報
記
』
の
諸
本
に
み
ら
れ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

 
『
法
苑
珠
林
』
の
、
出
典
名
に
関
す
る
記
録
の
す
べ
て
が
正
確
で
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
疑
義
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も
、
、
こ
の
事
実
は
、
．
第
一
に
、
 
『
回
報
記
』
の
現
行
諸
本
が
完
本
で
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
二
に
、
『
法
苑
珠
林
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
 
『
画
報
記
』
の
祖
本
の
全
体
像
を
う
か
が
お
う
と
す
る
と
き
、
 
『
堅
雪

コ
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
へ

、
記
」
以
上
に
か
け
が
え
の
な
い
資
料
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

●
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「
法
三
珠
林
」
所
引
の
『
冥
報
記
』
の
う
ち
、
そ
う
し
た
現
行
本
に
な
い
も

の
は
さ
て
お
き
、
現
行
本
と
重
な
り
あ
う
も
の
に
つ
い
て
、
前
田
家
本
、
高
山

寺
本
な
ど
の
本
文
と
つ
き
あ
わ
せ
て
い
く
と
、
微
細
な
点
で
相
違
が
み
ら
れ
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
検
討
の
対
象
と
な
り
う
る
も
ん
だ
い
層
提

起
す
る
の
で
あ
る
が
、
大
局
的
に
は
、
文
脈
も
表
現
も
、
基
本
的
に
は
一
致
し

て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
所
載
話
数
の
う
え
か
ら
だ
け
で
な
く
、

本
文
の
表
記
の
面
か
ら
も
、
『
法
三
珠
林
」
は
、
『
雄
心
記
」
の
祖
本
の
お
も

か
げ
を
、
か
な
り
忠
実
に
伝
え
て
い
る
と
判
断
し
て
、
さ
し
て
不
都
合
は
な
い

も
の
と
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
法
苑
珠
林
」
所
引
の
『
冥
報
記
」
上
1
1
の
鬼
心
諦
は
、
あ
ら

ま
し
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

 
 
《
1
》

ω
泉
州
の
厳
恭
は
、
陳
の
太
建
の
は
じ
め
ご
ろ
、
父
母
か
ら
五
万
銭
を
も
ら
っ

 
で
、
商
売
を
す
る
た
め
に
揚
州
に
お
も
む
い
た
。

，
ω
揚
州
の
近
く
ま
で
き
た
と
き
、
市
に
亀
を
売
り
に
行
く
船
に
缶
会
い
、
所
持

 
金
全
部
を
は
た
い
て
五
十
頭
の
亀
を
買
っ
て
、
河
に
逃
が
し
て
や
っ
た
。

㈲
売
主
の
船
は
、
問
も
な
く
転
覆
し
て
、
売
主
も
銭
も
水
中
に
没
し
た
。

ω
一
期
目
そ
の
日
の
夕
方
、
黒
衣
を
ま
と
っ
た
五
十
人
の
客
が
厳
恭
の
留
守
宅

 
を
お
と
ず
れ
、
五
万
銭
を
厳
恭
の
父
に
渡
し
た
。
銭
は
、
湿
っ
て
い
た
。

㈲
一
か
月
後
、
厳
恭
は
帰
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
、
こ
と
の
し
だ
い
が
わ
か
っ
た
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e

 
親
子
は
、
揚
州
に
寺
を
建
て
て
、
一
心
に
法
花
経
を
書
写
し
た
。

 
 
《
皿
》

㈲
揚
州
に
移
住
し
た
厳
恭
一
家
は
富
み
栄
え
、
り
っ
ぱ
な
写
経
室
を
作
っ
て
、

 
常
に
数
十
人
の
筆
生
に
写
経
を
さ
せ
て
い
た
。
人
び
と
は
、
そ
こ
を
厳
法
花

 
の
里
と
呼
ん
で
崇
敬
し
た
。
 
ご

ω
あ
る
と
き
、
知
人
に
銭
一
万
を
貸
し
た
と
こ
ろ
、
彼
の
乗
っ
た
船
が
酷
い

＼
て
、
銭
は
水
中
に
没
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
日
の
う
ち
に
、
厳
恭
の
倉
の

 
中
に
は
、
ぬ
れ
た
ま
ま
の
銭
が
お
さ
ま
っ
て
い
た
。

㈲
あ
る
商
人
が
、
宮
亭
湖
で
神
前
に
酒
食
を
そ
な
え
た
ら
、
そ
の
夜
の
夢
枕
に

 
神
が
た
っ
て
、
こ
の
酒
食
を
厳
恭
の
も
と
へ
送
り
と
ど
け
浅
写
経
の
料
に
す

 
る
よ
う
に
と
い
っ
た
。

㈲
厳
恭
が
、
写
経
用
の
紙
を
求
め
に
市
に
行
っ
た
と
き
、
銭
が
た
り
な
か
っ
た
。

 
す
る
と
ハ
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
一
人
の
男
が
あ
ら
わ
れ
て
銭
三
千
を
彼
に
渡

 
し
、
こ
つ
ぜ
ん
と
消
え
た
。

⑩
厳
恭
の
死
後
、
盗
賊
が
江
都
を
襲
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
盗
賊
た
ち
は
、

 
厳
恭
の
子
孫
た
ち
の
写
経
を
続
け
て
い
た
厳
法
花
の
里
に
は
、
入
ら
な
い
よ

 
う
に
い
ま
し
め
あ
っ
て
い
た
。

 
表
現
上
の
こ
ま
か
い
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
、
「
冥
焦
々
』
の
現
行
諸
本
の
伝

え
る
と
こ
ろ
も
、
内
容
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
冥

報
記
」
祖
本
の
は
な
し
毛
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
て
、
お
そ

ら
く
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
要
す
る
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
九
1
3
の
源
流
と
み
ら
れ
る
『
冥
報
記
』
上
1
1

の
内
容
は
、
右
に
区
分
し
た
よ
う
な
ふ
た
つ
の
部
分
、
，
す
な
わ
ち
、
厳
恭
に
よ

る
亀
の
放
生
Y
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
亀
の
報
恩
を
主
旨
蔵
す
る
部
分
（
1
）

と
、
厳
恭
一
家
が
揚
州
へ
移
り
住
ん
で
、
法
花
経
の
写
経
に
専
念
し
は
じ
め
て

か
ら
発
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
奇
瑞
を
と
り
あ
げ
た
、
い
わ
ば
後
日
讃
の
部
分
（
五
）

ど
か
ら
な
り
た
つ
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
世
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

の
か
た
ち
で
『
法
皇
珠
林
」
に
と
り
こ
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（52）



 
と
こ
ろ
が
、
道
宣
の
ば
あ
い
は
違
う
。
彼
は
、
前
半
の
部
分
に
は
興
味
を
い

だ
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
や
『
大
唐
内
典
録
』
「
な
ど

に
は
、
法
花
経
の
写
経
と
、
そ
の
霊
験
と
を
主
旨
と
す
る
後
半
部
だ
け
を
採
用

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
道
宣
の
方
法
は
、

資
料
に
対
し
て
た
い
そ
う
大
胆
で
、
・
は
な
し
の
一
部
の
割
愛
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
あ
ら
た
な
内
容
を
付
加
す
る
ほ
か
、
採
用
し
た
部
分
の
表
現
に
も
、
お
お

は
ば
に
手
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
・

．
一
ち
な
み
に
、
道
宣
の
付
加
し
た
部
分
を
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
右
の
番
号
で
い
え
ば
、
、
㈲
の
つ
ぎ
に
配
さ
れ
て
い
る
。
」

 
又
有
漁
人
。
夜
見
。
江
中
火
焔
焔
旧
来
。
以
船
迎
之
。
乃
是
経
函
。
及
明
尋

 
視
。
乃
是
母
家
経
。
其
後
発
願
。
薄
曇
。
無
一
字
而
不
経
塔
。
無
一
字
而
不

 
用
心
。

 
道
宣
が
、
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
を
編
ん
だ
麟
徳
元
年
に
、
 
「
大
唐
内
典

録
」
と
『
広
弘
明
集
』
と
を
編
ん
で
い
る
こ
と
は
、
右
に
ふ
れ
た
。
こ
の
う

ち
、
 
「
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
と
『
大
唐
内
典
録
」
と
の
『
冥
報
記
』
関
係
話

は
、
現
行
の
『
冥
昏
惑
」
に
徴
す
る
に
、
ど
も
に
十
話
で
あ
る
。
ま
た
、
両
書

の
『
苦
報
記
』
関
係
学
は
、
話
数
だ
け
で
な
く
、
本
文
の
表
記
も
、
ほ
ぼ
完
全

に
一
致
す
る
。
希
書
の
揚
州
で
の
生
活
ぶ
り
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
、
当
面

も
ん
だ
い
に
し
て
い
る
皿
の
部
分
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
十
話
を
、
前
田
家
本
等
の
「
冥
報
記
」
の
本
文
と
つ
き
あ
わ
せ
る

と
、
す
べ
て
の
ば
な
し
に
挿
話
の
付
加
や
割
愛
が
あ
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
他
に
も
こ
う
し
た
例
は
あ
る
し
、
表
現
の
割
愛
や
改
変
は
随
所
に
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
 
『
広
弘
明
集
」
に
求
め
ら
れ
る
「
冥
報
記
」
の
類
意
は
一
話
だ
け

だ
が
、
こ
れ
と
「
冥
叢
記
」
諸
本
の
本
文
上
の
差
異
の
様
相
も
、
右
の
ば
あ
い

「
回
報
記
』
の
継
承
 
-
厳
恭
諌
か
ら
『
今
昔
物
語
集
」
九
1
3
へ
一

と
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

 
こ
う
し
た
状
況
、
こ
と
に
、
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
と
『
大
唐
内
典
録
』

と
に
、
同
じ
は
な
し
が
、
同
じ
よ
う
な
表
記
で
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
す

れ
ば
、
道
占
の
用
い
た
『
恐
慌
記
」
は
、
現
行
の
『
冥
報
記
」
や
『
法
四
珠

林
」
の
背
後
に
あ
る
「
廻
報
記
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
精
撰
本
で
は
な
く
、
あ

，
る
い
は
、
そ
の
前
段
階
の
草
稿
本
で
は
な
か
っ
た
か
と
さ
え
考
え
た
く
な
る
ほ

ど
に
、
道
宣
の
『
冥
報
記
』
の
と
り
あ
げ
か
た
は
、
お
お
は
ば
な
改
変
を
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

 
『
冥
報
記
』
上
1
1
に
お
け
る
道
宣
の
改
変
は
、
や
が
て
、
 
『
大
唐
内
典
録
』

と
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
の
両
方
か
ら
流
れ
出
し
た
。
 
 
 
 
㌧

 
ま
ず
、
前
者
の
流
れ
を
く
ん
だ
も
の
に
『
法
華
伝
記
』
八
5
が
あ
る
。
『
法

華
伝
記
」
八
5
は
、
『
大
唐
内
典
録
」
の
本
文
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
か
た

む
で
受
け
と
め
て
い
る
。
主
人
公
の
厳
恭
の
出
身
地
を
、
『
冥
流
記
』
の
く
泉

州
V
で
は
な
く
く
蒋
州
V
と
し
て
い
る
の
は
、
道
宣
の
両
書
に
み
ら
れ
る
特
色

の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
『
法
華
伝
記
』
八
5
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
い
る
ほ
か
、
右
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
、
次
男
の
付
加
し
た
と
み
ら
れ
る
部

分
も
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
あ
わ
せ
そ
な
え
て
い
る
。
、

 
後
者
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
も
の
に
、
『
居
士
伝
」
四
が
あ
る
。
成
立
が
乾

元
四
十
年
（
一
七
七
五
）
之
下
る
ゆ
え
で
あ
る
か
ら
か
ど
う
か
、
唐
代
の
成
立

に
か
か
る
『
法
華
伝
記
』
と
違
い
、
こ
れ
は
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
を
そ
の

ま
ま
受
け
と
め
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
居
士
伝
」
四
は
、
内
容
に
付
し

た
右
の
番
号
の
う
ち
⑧
を
欠
い
て
い
る
う
え
、
本
文
の
表
記
が
い
ち
じ
る
し
く

（53）



簡
略
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
写
経
の
霊
験
を
伝

る
挿
話
を
最
後
に
付
加
し
て
い
る
。
 
 
 
'

 
同
時
益
州
新
選
有
荷
生
者
居
縣
西
三
十
里
許
藩
王
李
村
工
書
聖
自
重
不
肯
為

 
人
書
人
錐
辱
殴
之
三
顧
也
一
日
強
弓
走
前
村
向
空
申
四
面
書
般
若
経
数
日
而

 
畢
日
好
令
諸
天
読
之
月
初
不
覚
其
異
其
後
大
雷
雨
牧
牛
小
児
住
野
地
中
可
丈

 
許
雨
不
能
湿
自
後
遇
雨
曝
忌
月
避
雨
其
処
武
徳
中
有
異
僧
語
村
人
日
此
地
空

 
中
有
般
若
経
諸
天
於
上
設
蓋
七
之
不
可
軽
罪
村
人
遂
以
閾
楯
周
之
斎
駐
子
供

 
博
聞
至
楽
声

 
筆
生
が
空
に
む
か
っ
て
写
経
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
天
上
に
諸
天
が
あ
い

つ
ど
い
、
た
め
に
、
村
は
ず
れ
の
一
画
に
雨
が
降
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、

た
し
か
に
写
経
の
霊
験
で
は
あ
る
。
そ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
写
経
の
霊
験

を
主
旨
と
す
る
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
の
厳
恭
の
ば
あ
い
と
重
な
り
あ
う
と

い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
い
か
ん
せ
ん
、
一
方
は
法
花
経
の
霊
験
で
あ
り
、
他
方

は
般
若
経
の
霊
験
な
の
で
あ
る
。
そ
乙
の
と
こ
ろ
が
『
居
士
伝
』
「
四
で
は
忘
れ

去
ら
れ
て
い
る
。
右
の
付
加
部
分
は
、
も
と
も
と
並
置
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
代
の
も
の
に
な
る
と
、
と
き
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
、
あ
ら
ぬ
変
貌
を
と
げ
る
こ
と
が
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
昏

 
 
 
 
 
 
ソ
ヒ

 
『
法
苑
山
林
』
の
影
響
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
広
範
に
お
よ
ん
で
い
る
。

直
接
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
馬
 
『
冥
報
記
』
の
は
な
し
を

か
か
げ
る
に
際
し
て
、
『
法
豊
楽
林
』
の
名
を
あ
げ
て
い
る
も
の
に
は
、
た
と

え
ば
、
「
法
華
伝
記
』
『
太
平
広
記
』
『
法
華
霊
験
伝
』
『
金
剛
経
廻
経
験
記
』

『
善
女
人
伝
』
 
『
居
士
伝
』
な
ど
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ち
の
ほ
か
に
、

「

そ
れ
と
名
を
あ
げ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
『
法
苑
珠
林
』
に
よ
っ
て
い
る
も
の
は

少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
六
道
集
』
な
ど
は
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
も
の

の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
『
法
苑
黙
坐
』
の
影
響

下
に
あ
る
著
作
の
う
ち
、
も
っ
と
も
大
量
に
♪
か
つ
、
も
っ
と
も
直
接
的
に

・
『
法
苑
珠
林
』
か
ら
は
な
レ
を
取
り
こ
ん
で
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
『
太
平
広

記
』
で
あ
ろ
う
。
 
『
太
平
広
記
」
に
つ
い
て
は
、
後
で
、
い
ま
一
度
ふ
れ
る
。

 
ざ
て
、
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
般
的
な
傾
向
に
つ
い
て
の
こ
と

な
の
で
あ
っ
て
、
当
面
も
ん
だ
い
に
し
て
い
る
厳
恭
潭
で
は
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
ど
う
や
ら
、
 
『
法
苑
珠
林
』
の
影
響
を
直
接
受
け
て
い
る
も
の

は
、
わ
た
し
の
知
り
え
た
範
囲
で
は
一
例
も
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
恥

 
た
と
え
ば
『
法
華
伝
記
』
。
『
法
華
伝
記
』
の
編
者
祥
公
が
、
『
草
陰
珠
林
』

を
手
に
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
『
冥
報
記
』

上
4
を
ふ
ま
え
た
『
法
華
伝
記
』
八
9
の
末
尾
に
付
し
で
あ
る
註
記
、

 
法
苑
第
二
十
七
云
。
出
冥
国
記
尼
法
信
、

を
み
て
も
あ
ぎ
ら
か
で
あ
る
。

 
こ
の
註
記
は
、
八
9
の
同
話
が
『
隠
里
珠
林
』
巻
二
十
七
に
も
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
原
拠
は
『
冥
報
記
』
で
あ
る
之
『
法
苑
珠
林
」
も
示
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
主
人
公
で
あ
る
尼
の
名
を
『
法
苑
珠
林
」
は
く
法
信
〉
だ
と
し

て
い
る
こ
と
、
の
三
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
祥

公
は
、
『
法
苑
珠
林
』
に
つ
い
て
そ
こ
ま
で
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
し

り
ぞ
け
て
『
自
殺
記
』
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尼
の
名
を
註
記
に
は
付
し

て
い
て
も
、
『
冥
報
記
』
と
同
じ
よ
う
に
本
文
に
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
は
、

．
『
法
華
伝
記
」
の
本
文
が
、
『
法
華
珠
林
』
を
あ
え
て
避
け
て
、
「
屡
報
記
』
に

よ
っ
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
註
記
の
〈
尼
法
信
〉

（54）



、
は
、
お
そ
ら
く
、
『
法
苑
珠
林
』
だ
け
が
、
尼
の
名
を
〈
法
信
〉
と
し
て
い
る

こ
と
へ
の
疑
義
の
表
明
な
の
で
あ
る
の

 
祥
公
に
は
、
こ
う
し
た
、
手
に
し
た
資
料
へ
の
客
観
的
な
観
察
を
す
る
姿
勢

が
あ
っ
た
。
同
じ
直
願
の
第
五
話
に
、
さ
き
に
と
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
『
大
唐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

・
内
典
録
』
に
も
と
つ
く
「
蒋
丸
々
恭
」
を
収
め
た
う
え
で
、
第
十
話
に
「
揚
州

厳
恭
」
を
収
め
る
に
つ
い
て
は
、
と
う
ぜ
ん
両
者
の
関
係
が
気
に
な
る
。
そ
こ

で
、
後
者
の
細
末
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
註
記
を
付
し
た
。

 
記
者
日
。
蒋
州
厳
恭
。
与
揚
州
遜
恭
其
事
大
同
。
彼
縁
出
感
通
心
行
。
此
迄

 
出
寒
威
記
等
。
依
有
広
略
不
同
。
前
後
出
之
。
乞
具
尋
始
末
悉
之
。

 
 
『
感
通
録
』
に
く
等
〉
を
つ
け
、
ま
た
『
幽
境
記
』
に
く
等
V
を
つ
け
て
い

る
の
は
、
祥
公
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ば
な
し
に
つ
い
て
複
数
の
所
載
文
献
を
承
知

し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
『
冥
連
記
』
の
く
泉
州
V

あ
る
い
は
く
揚
州
V
を
、
．
道
幅
が
く
遠
州
V
と
し
た
こ
と
ま
で
は
、
ど
う
や
ら

お
も
い
い
た
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
複
数
の
関
係
あ
る
文

献
を
承
知
し
た
う
え
で
、
こ
う
し
・
た
註
記
を
付
す
祥
公
の
姿
勢
は
、
留
意
す
る

 
に
あ
た
い
し
よ
う
。

 
 
と
こ
ろ
で
へ
『
法
華
伝
記
』
八
1
0
が
『
法
言
珠
林
』
に
で
は
な
く
、
直
接

 
『
冥
報
記
」
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
、
本
文
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
八
鐙
の
「
揚
州
厳
恭
」
の
本
文
を
、
前
田
家
本
、
高
山
寺
本
、
（
大
正

新
脩
大
蔵
経
本
に
よ
る
）
お
よ
び
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
当
該
話
の
，
四
本
で
校

合
し
、
検
出
さ
れ
る
異
同
を
も
と
に
、
『
法
華
伝
記
』
八
1
0
が
ど
れ
に
も
つ
と

も
近
い
か
を
み
る
と
、
 
『
法
苑
珠
心
』
所
引
の
そ
れ
に
で
は
な
く
、
前
田
家
本

 
『
冥
虚
蝉
」
「
に
も
つ
と
も
近
い
と
い
う
結
果
が
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

，
い
ま
少
b
具
体
的
に
の
べ
よ
う
。
校
合
し
た
結
果
え
ら
れ
る
異
同
慰
四
五

「
回
報
記
』
の
継
承
-
厳
恭
諜
か
ら
『
今
昔
物
語
集
」
九
1
3
へ
一

例
。
所
載
文
献
別
の
組
合
せ
で
み
る
と
、
九
類
型
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
 
『
法

苑
珠
林
』
の
そ
れ
だ
け
が
他
と
異
な
り
、
前
田
家
本
、
高
山
寺
本
、
『
法
華
伝

記
』
の
三
熱
の
表
記
が
共
通
す
る
例
は
十
例
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
類

型
を
個
々
の
文
献
に
分
解
し
て
、
『
法
華
伝
記
』
と
共
通
す
る
数
を
文
献
別
に

延
べ
数
で
み
る
と
、
前
田
家
本
が
二
八
例
で
も
っ
と
も
お
お
く
、
高
山
寺
本
と

『
法
苑
愈
愈
』
置
引
の
『
冥
報
記
」
と
が
、
ど
も
に
二
一
例
ど
い
う
結
果
が
え

ら
れ
る
。
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
数
字
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
は
も
ん
だ
い
な
の

で
は
な
い
。
件
数
は
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
一
字
が
単
位
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
あ

る
ば
あ
い
に
は
一
語
が
単
位
で
あ
っ
た
り
し
て
い
る
か
ら
、
厳
密
に
い
え
ば
、

こ
の
数
字
に
は
、
と
う
ぜ
ん
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
大

勢
が
ど
う
か
が
も
ん
だ
い
な
の
で
あ
る
。

 
八
沿
の
厳
恭
潭
で
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
傾
向
は
、
 
そ
の
は
な
し
だ
け
で
な

く
、
右
四
本
で
共
通
す
る
九
話
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
九

話
で
の
、
『
法
華
伝
記
』
と
同
じ
表
記
を
も
つ
も
の
を
、
延
べ
数
の
お
お
い
順

に
あ
げ
る
と
、
前
田
家
本
（
一
五
一
例
）
、
高
山
寺
木
（
＝
一
五
例
）
、
『
法
苑

珠
林
』
 
（
＝
一
二
例
）
と
な
る
。
質
の
も
ん
だ
い
を
ぬ
き
に
し
て
、
数
量
だ
げ

で
す
べ
て
を
お
し
は
か
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、
ひ
と
つ
の
傾
向
だ
け

は
、
少
な
ぐ
と
も
、
こ
こ
か
ら
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

 
『
法
華
伝
記
』
に
お
け
る
前
田
家
本
ど
の
あ
い
だ
の
距
離
の
近
さ
は
、
ま
た

た
と
え
ば
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
本
の
底
本
で
あ
る
慶
長
五
年
刊
大
谷
大
学
蔵
本

と
、
そ
こ
で
校
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
甲
本
、
す
な
わ
ち
、
東
大
寺
蔵
古
写
本

と
の
異
同
の
面
か
ら
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

 
・
「
法
華
伝
記
』
の
う
ち
、
『
法
苑
珠
林
』
に
も
同
文
的
な
類
話
の
求
め
ら
れ
る

十
話
に
つ
い
て
、
．
大
正
新
組
大
蔵
経
本
の
校
合
を
頼
り
に
照
合
し
て
い
く
と
、

（ 一55 ）



r

底
本
と
甲
本
と
は
、
前
田
家
本
へ
の
距
離
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
き
わ
だ
っ

た
対
照
を
示
す
。
つ
ま
り
、
検
出
さ
れ
る
異
同
六
五
例
の
う
ち
、
い
ず
れ
と
，

も
決
し
が
た
い
一
三
例
を
除
く
と
、
甲
本
が
前
田
家
本
と
共
通
す
る
の
は
三
六

例
、
底
本
が
前
田
家
本
と
共
通
す
る
の
は
一
六
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
数
の

う
え
に
、
あ
き
ら
か
な
違
い
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
甲
本
三
六
例
の
な
か
に
、
『
法
馬
珠
林
』
と
も
重
な
り

あ
う
の
は
わ
ず
か
四
例
し
か
な
い
の
に
対
し
、
底
本
の
ば
あ
い
は
、
前
田
家
本

と
重
な
り
あ
う
一
六
例
は
も
と
よ
り
、
前
田
家
本
と
重
な
り
あ
わ
な
い
も
の
で

も
、
お
お
む
ね
「
法
苑
珠
林
』
の
表
記
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

 
甲
本
は
前
田
家
本
に
近
く
、
底
本
は
『
法
身
珠
林
』
に
近
い
。
．

 
同
じ
『
法
華
伝
記
』
の
諸
本
の
あ
い
だ
に
み
と
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
差
異
は
、

な
に
に
も
と
っ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
え
て
臆
測
す
れ
ば
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、

『
法
玉
珠
林
」
と
校
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
差
異
か
も
し
れ
な
い
と
お
も
わ
れ

る
。
『
法
苑
珠
林
」
が
、
後
代
ま
で
影
響
を
も
ち
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る

と
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
逆
の

ば
あ
い
よ
り
は
可
能
性
が
強
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

 
と
ま
れ
、
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
『
法
華
伝
記
』
は
『
陸
風
珠
林
』
を
み

て
は
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
て
『
冥
報
記
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
『
冥
報
記
』
は
、
前
田
家
本
に
つ
な
が
る
系
統
の
本
文
表
記
を
そ

な
え
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
、
と
解
し
て
お
き
た
い
。

5

 
詳
述
は
し
な
い
が
、
『
弘
賛
法
華
伝
』
も
、
ど
う
や
ら
『
法
苑
宝
林
』
に
直

結
す
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
『
法
華
伝
記
』
の
ば
あ
い
と
同
じ
要
領
で
、

 
『
心
急
珠
林
』
、
前
田
家
本
、
高
山
寺
本
の
三
本
と
対
校
し
、
そ
れ
ら
と
の
共

 
通
の
度
合
い
を
、
や
は
り
延
べ
数
で
み
る
と
、
高
山
寺
本
が
＝
一
四
例
で
も
つ

 
と
も
お
お
く
、
つ
い
で
前
田
家
本
の
九
六
例
、
『
法
面
珠
林
』
本
は
九
二
例
と

 
い
う
結
果
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
ん
じ
ん
の
、
『
弘
南
法
華
伝
』
が
『
冥

 
報
記
』
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
後
で
の
べ

 
る
よ
う
な
、
さ
だ
か
で
な
い
部
分
が
一
部
に
あ
っ
て
、
し
ば
ら
く
判
断
を
留
保

 
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
か
ら
す
る
と
、
『
弘
賛
法
華
伝
』

 
の
よ
っ
た
の
は
、
高
山
寺
本
に
つ
な
が
る
系
統
の
本
文
表
記
を
も
っ
た
作
品
だ

 
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

 
 
も
っ
と
も
、
厳
密
讃
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
『
乱
筆
法
華
伝
』
十
テ
は
、
『
法

 
華
伝
記
』
八
1
0
の
よ
う
に
『
冥
報
記
」
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
一
部
に
、
改
変

 
と
、
そ
し
て
か
な
り
お
お
は
ば
な
付
加
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
改
変
と
付

 
加
と
は
、
さ
き
の
、
内
容
を
要
約
す
る
に
際
し
て
付
し
た
番
号
で
い
う
と
、
㈲

、，

E
㈹
の
あ
た
り
に
集
中
し
て
い
る
。
煩
項
で
は
あ
る
が
、
『
弘
賛
法
華
伝
』
で

 
あ
ら
た
に
付
加
さ
れ
て
い
る
部
分
を
要
約
し
て
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ

 
る
。

 
㈲
揚
州
に
移
住
し
た
厳
恭
の
夢
に
、
．
法
脱
と
名
の
る
梵
語
が
あ
ら
わ
れ
て
、
法

 
 
花
色
の
写
経
と
、
そ
の
講
説
と
を
す
る
よ
ヶ
に
す
す
め
た
。

 
㈲
経
堂
に
八
十
才
ば
か
り
の
三
密
が
あ
ら
わ
れ
て
、
温
恭
に
経
一
部
を
乞
い
、

 
 
提
婆
達
多
品
の
な
い
こ
と
や
、
普
門
品
中
の
一
句
の
欠
脱
を
指
摘
す
る
な
ど

 
 
し
て
去
っ
た
。

 
⑥
棲
霞
寺
の
宝
恭
が
厳
恭
の
も
と
に
法
花
経
五
十
巻
を
送
り
、
完
成
し
て
く
れ

 
 
る
よ
う
求
め
た
。
そ
の
一
部
は
、
宋
の
元
嘉
二
九
年
に
、
宋
酪
の
書
写
し
た

 
 
も
の
で
あ
っ
た
。

（56）
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㈹
盧
江
の
人
語
志
が
、
宮
七
二
で
暴
風
に
あ
っ
た
と
き
、
あ
や
う
く
沈
没
を
ま

 
ぬ
か
れ
て
あ
る
廟
に
た
ど
り
つ
く
と
、
神
が
あ
ら
わ
れ
て
厳
恭
を
名
ざ
し
、

 
写
経
の
料
と
レ
て
一
万
銭
を
託
し
て
消
え
た
。

 
ま
た
、
そ
の
二
日
後
、
候
志
が
便
風
に
あ
っ
て
無
事
に
帰
り
着
く
と
、
許
と

 
名
の
る
人
物
が
あ
ら
わ
れ
て
、
彼
に
、
厳
恭
へ
の
錦
四
匹
を
こ
と
づ
け
た
。

㈲
江
夏
郡
の
人
言
湛
は
、
厳
恭
か
ら
経
を
受
け
て
郷
里
に
帰
る
途
中
、
風
に
あ

 
っ
て
船
も
ろ
と
も
に
水
中
に
没
し
た
。
人
び
と
が
、
五
日
後
に
発
見
さ
れ
た

 
経
函
を
開
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
経
は
少
し
も
ぬ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
経
は
、

 
厳
恭
の
も
と
に
返
さ
れ
た
。

qD

ﾖ
の
王
府
の
人
某
も
、
同
じ
よ
う
に
厳
恭
か
ら
経
を
受
け
て
家
に
帰
る
途

，
中
、
風
に
あ
っ
て
船
が
沈
み
、
身
ひ
と
つ
は
か
ろ
う
じ
て
助
か
っ
た
。
 
一

 
方
、
半
日
後
、
別
人
が
経
函
を
見
つ
け
て
中
を
調
べ
た
と
ご
ろ
、
や
は
り
、

 
経
は
ま
っ
た
く
ぬ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
厳
恭
の
も
と
に
、
経
は
送
り
返
さ
れ

 
た
。

 
以
上
の
六
項
の
う
ち
、
㈹
は
、
さ
き
の
番
号
で
い
う
と
㈲
の
前
に
位
置
し
、

㈲
・
⑥
は
、
㈲
の
後
に
続
く
。
ま
た
、
㈲
・
㈹
・
⑯
は
、
㈹
に
と
っ
て
か
わ
う

て
、
そ
の
位
置
に
す
わ
っ
て
い
る
。
㈹
と
㈹
と
は
、
と
も
に
、
宮
亭
湖
と
神
と

写
経
の
料
と
に
ふ
れ
て
お
り
、
も
と
は
同
じ
か
た
ち
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
あ

ろ
う
け
れ
ど
、
 
『
冥
報
記
』
の
そ
れ
と
『
弘
賛
法
華
伝
」
の
そ
れ
と
で
は
、
内

容
も
表
記
も
、
と
う
て
い
同
一
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
『
弘
賛
法
華
伝
』
十
5
に
み
る
こ
う
し
た
付
加
部
分
に
は
、
い

く
つ
か
の
、
き
わ
だ
っ
た
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
第
】
に
、
付
加
部

分
が
、
さ
き
の
区
分
で
い
う
と
《
皿
》
以
降
、
す
な
わ
ち
、
揚
州
で
の
後
日
課

の
部
分
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
人
名
、
あ
る
い
は
地
名
な
ど
に
、

「
回
報
記
」
の
継
承
 
-
厳
恭
課
か
ら
『
今
昔
物
語
集
」
九
1
3
へ
一

か
な
り
こ
だ
わ
っ
て
い
る
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
創
そ
し
て
第
三
に
、
し
ば
し
ば

水
難
が
か
ら
み
、
そ
の
水
難
が
、
厳
物
の
特
異
さ
を
あ
か
し
す
る
て
だ
て
と
し

て
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
、
さ
し
あ
た
り
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

 
付
加
部
分
に
み
る
個
有
名
詞
へ
の
執
着
ぶ
り
は
、
い
さ
さ
か
異
様
で
、
〈
知

親
〉
、
〈
商
人
V
、
〈
一
人
V
な
ど
乏
し
か
記
し
て
い
な
い
『
前
帯
記
』
の
後

日
諦
と
は
、
お
お
き
く
感
触
が
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
両
者
の
成

育
し
た
環
境
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
短
絡
的
で
は
あ
る
が
、
．
あ
え
て

臆
測
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
状
況
が
法
花
経
の
霊
験
と
か
ら
め
て
あ
る
と
こ
ろ
よ

り
し
て
、
付
加
部
β
は
、
『
冥
旧
記
』
あ
る
い
は
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
な

ど
か
ら
派
生
し
た
も
の
が
、
い
っ
た
ん
巷
間
に
流
布
し
、
水
難
な
ど
の
イ
メ
ー

ジ
を
軸
と
し
て
増
幅
さ
れ
、
分
岐
さ
れ
、
や
が
て
ま
た
、
．
『
画
報
記
」
と
合
体

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
．

 
な
お
、
個
有
名
詞
に
関
し
て
い
え
ば
、
 
『
弘
賛
法
華
伝
』
十
5
で
付
加
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
前
半
に
も
一
例
み
ら
れ
る
。
厳
恭
の
字
を
〈
近
礼
〉
と
し
て

い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
半
部
は
、
こ
の
〈
近
礼
〉
が
目
立
つ
だ
け
で
、

『
心
血
記
』
と
の
密
着
度
は
高
い
。

6

 
右
の
㈲
～
q
D
な
ど
の
付
加
が
、
『
弘
賛
法
華
伝
」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
、
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
点
が
不
明
の
ま
ま
残
る
以
上
、
「
弘
賛
法
華
伝
』
が
『
冥
露
営
』

に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
し
ば
ら
く
判
断
を
留
保
せ

ぎ
る
を
え
な
い
。

 
判
断
を
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
「
法
華
霊
験
伝
」
に
あ

（57）



る
。
「
法
華
霊
験
伝
」
は
、
『
弘
賛
法
華
伝
」
を
主
要
な
典
拠
の
ひ
と
つ
と
し
馬

そ
れ
を
比
較
的
忠
実
に
要
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
上
3
1
「
皇
客
還
送
馬

銭
」
に
よ
れ
ば
、
当
面
の
も
ん
だ
い
で
あ
る
厳
恭
潭
に
つ
い
て
は
、
『
弘
賛
法

華
伝
」
の
ほ
か
に
も
、
同
じ
よ
う
な
は
な
し
を
収
め
て
い
た
文
献
の
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 
「
法
華
霊
験
伝
」
上
3
1
は
、
基
本
的
に
は
、
'
『
弘
賛
法
華
伝
』
十
5
を
受
け

て
い
る
も
の
と
み
て
、
さ
し
て
不
都
合
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
た
ち
と
、
本
文
表

記
と
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
と
に
《
1
》
の
部
分
に
は
、
ま
っ
た
く
も
ん
だ
い

は
な
い
。
《
∬
》
の
部
分
に
は
構
成
に
多
少
の
違
い
が
あ
り
、
『
弘
賛
法
華
伝
』

の
㈹
・
㈲
・
㈹
の
三
項
を
欠
い
て
い
る
ほ
か
、
㈲
の
位
置
も
違
っ
て
い
る
。
ま

た
、
⑩
の
ま
え
に
、
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
か
ら
も
っ
て
こ
ら
れ
た
と
み
ら

れ
る
挿
話
．
（
道
宣
が
、
「
冥
報
記
』
-
に
付
加
し
た
も
の
と
し
て
さ
き
に
例
示
し

た
と
こ
ろ
の
、
漁
人
が
、
夜
、
江
中
で
光
を
放
つ
経
函
を
発
見
し
た
は
な
し
）

が
配
さ
れ
て
も
い
る
。
両
者
の
構
成
を
対
比
さ
せ
て
略
記
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
弘
賛
法
華
伝
 
㈲
1
⑥
i
㈲
1
㈹
1
⑦
1
⑥
一
⑥
一
㈹
一
⑨
1
⑩
 
 
 
-

 
法
華
霊
験
伝
 
㈲
1
⑥
…
…
一
I
-
-
⑦
一
㈲
一
㈹
i
感
通
録
i
⑩

 
こ
う
し
た
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
 
「
法
華
霊
験
伝
」
に
『
弘
賛
法
華
伝
」

の
影
を
み
る
お
も
い
が
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

 
け
れ
ど
も
、
『
法
華
霊
験
伝
」
上
3
1
の
末
尾
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
註
記
が

・
付
さ
れ
て
い
る
。

 
本
出
二
三
瑞
集
及
感
通
録
一
三
見
一
一
弘
賛
第
十
及
現
応
録
一

 
 
『
法
華
霊
験
伝
」
の
註
記
が
、
作
品
の
先
後
関
係
等
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
正

確
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
註
記
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
は

な
し
と
し
て
詳
し
い
の
は
「
弘
賛
法
華
伝
」
と
『
現
像
録
」
の
両
書
で
あ
り
、

．
も
と
は
、
 
『
霊
瑞
集
」
お
よ
び
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
」
に
発
す
る
も
の
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
 
『
霊
叢
説
」
と
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
と
表
記
と

を
そ
な
え
た
作
品
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
『
冥
報
命
』
上
n

と
は
、
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
集
神
州
三
宝

感
通
録
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
部
分
は
た
し
か
め
う
る
だ
け
に
、

『
霊
瑞
歯
』
の
本
文
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
だ
が
、
 
『
現
出
置
」
と
も
ど
も
散

侠
作
晶
で
あ
る
以
上
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。

 
『
弘
賛
法
華
伝
」
十
5
と
『
冥
報
記
』
上
H
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
『
弘

賛
法
華
伝
』
十
5
に
み
る
付
加
部
分
の
、
付
加
さ
れ
た
時
点
な
ど
に
つ
い
て
、

判
断
を
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

7

 
『
法
苑
珠
林
」
の
影
響
を
、
も
っ
と
も
広
範
に
、
し
か
も
直
接
的
な
か
た
ち

で
受
け
て
い
る
の
な
、
お
そ
ら
ぐ
『
太
平
広
記
』
で
あ
ろ
う
。
 
『
太
平
広
記
」

は
、
『
冥
報
記
』
に
つ
い
て
も
、
『
法
苑
珠
林
」
に
つ
い
で
お
お
く
の
は
な
し

を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
紫
苑
珠
林
』

か
ら
の
孫
引
き
な
の
で
あ
る
。

 
た
だ
、
そ
う
し
た
『
太
平
広
記
』
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
一
一
八
の
．

語
群
謳
は
、
な
ぜ
か
『
法
苑
珠
林
』
に
よ
っ
て
い
な
い
。
 
「
太
平
広
記
』
め
当

該
話
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
話
末
に
付
し
て
あ
る
註
記
に
よ
れ
ば
、
『
独
異
志
」

．
で
あ
る
と
い
う
。

 
『
太
平
広
記
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
も
と
は
『
冥
野
鴨
』
に
発
す
る
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
が
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
い
、
他
の
文
献
に
よ
っ
て

（58）



い
る
例
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
＝
六
の
天
変
、
十
三
八
七

の
崔
彦
武
な
ど
は
、
 
「
法
域
珠
林
』
に
も
、
出
典
が
『
冥
想
記
』
で
あ
る
む
ね
・

の
註
記
を
と
も
な
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
な
ぜ
か
そ
れ
を
避
け
て
、

前
者
は
『
地
獄
苦
記
」
に
、
そ
し
て
後
者
は
『
亘
ハ
雑
録
」
に
よ
っ
て
い
．
る
。

「
法
苑
説
林
』
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
が
、
巻
一
二
〇
の
京
兆
獄
卒
、
巻
一

三
一
の
梁
元
帝
の
ば
あ
い
は
、
前
者
が
「
広
古
今
五
行
記
』
に
、
後
者
が
『
韻

対
』
に
よ
っ
て
い
る
。
・
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
「
太
平
広
記
』
が
『
聖
子

記
」
に
よ
っ
て
い
な
い
こ
と
の
、
ひ
と
つ
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
、
 
『
太
平
広
記
』
一
一
八
の
厳
粛
讃
の
全
文
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お

り
で
あ
る
。

 
陳
宣
帝
時
。
揚
州
人
寄
泰
。
江
行
逢
漁
舟
。
問
之
つ
云
。
有
亀
五
十
頭
。
泰

 
用
銭
五
千
瞭
放
之
。
行
数
十
歩
。
漁
舟
乃
覆
。
其
夕
。
有
三
衣
五
十
人
。
抽

 
泰
門
。
謂
其
父
母
日
。
賢
郎
附
銭
五
千
。
可
憐
之
。
．
婚
皆
濡
湿
。
父
母
人
受

 
銭
。
怪
其
無
由
。
及
泰
帰
詣
。
乃
説
贈
亀
之
異
。
因
以
其
居
為
寺
。
里
人
号

 
日
厳
法
寺
。

 
居
家
を
寺
と
し
て
、
厳
法
寺
と
称
し
た
と
い
う
最
後
の
部
分
は
、
さ
き
の
区

分
で
い
え
ば
《
［
1
》
、
す
な
わ
ち
後
日
潭
に
属
す
る
が
、
ま
ず
ば
、
亀
の
放
生

を
主
旨
と
す
る
《
1
》
の
部
分
の
み
で
一
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
太
，
平
広
記
』
の
五
言
課
の
、
も
っ
と
も
お
お
き
な
特
9

色
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
点
に
第
一
に
注
目
し
た
い
。
第
二
の
特
色
は
、
主
人

公
の
名
。
い
き
が
か
り
上
、
わ
た
し
は
厳
恭
潭
と
呼
ん
で
い
る
が
、
『
太
平
広

記
」
の
主
人
公
は
く
再
三
V
。
こ
れ
は
、
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
は
な
い
。
第
三
の

特
色
は
、
五
十
頭
の
亀
の
値
が
く
銭
五
千
V
と
な
っ
て
い
る
点
。
 
『
今
昔
物
語

集
』
の
く
銭
五
千
両
V
、
 
「
打
聞
集
』
の
く
五
千
巻
〉
、
 
『
宇
治
拾
遺
物
語
」

 
「
冥
報
記
』
の
継
承
 
-
厳
恭
潭
か
ら
『
今
昔
物
語
集
』
，
九
1
3
ヘ
ー

の
く
銭
五
十
貫
V
の
ほ
か
は
、
わ
た
レ
の
知
る
か
ぎ
り
〈
銭
五
二
〉
で
あ
る
。

第
四
は
、
主
人
公
の
揚
州
で
所
の
居
を
、
〈
厳
法
寺
〉
と
し
て
い
る
こ
と
。
他

の
類
話
で
は
寺
と
限
定
せ
ず
、
〈
厳
法
花
里
V
ま
た
は
、
た
だ
単
に
く
厳
法

，
花
V
と
す
る
例
が
一
般
で
あ
る
。
第
五
は
、
主
人
公
を
く
揚
州
人
V
と
し
て
い

る
こ
と
。
こ
れ
は
、
他
に
例
は
あ
る
が
、
『
転
意
記
」
と
は
違
っ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
留
意
し
て
お
き
た
い
。
．

 
全
体
の
構
成
と
し
て
は
、
 
『
冥
報
記
』
の
《
1
》
の
部
分
を
、
お
お
む
ね
過

不
足
な
く
要
約
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
『
太
平
広
記
』
の

厳
恭
漂
の
な
か
に
み
と
め
ち
れ
る
こ
う
し
た
特
色
は
、
お
そ
ら
く
、
 
「
独
異

志
』
以
前
に
形
成
さ
れ
た
庵
の
で
あ
ろ
う
。
『
太
平
広
記
」
の
、
『
法
書
誌
林
」

 
へ
の
従
順
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
そ
こ
で
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く

 
、
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

 
し

 
し
か
し
、
 
『
独
異
志
』
が
散
侠
作
品
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
も
し
ょ
せ
ん
推
測

に
と
ど
ま
る
。
『
独
異
志
』
と
『
冥
撮
記
』
と
の
あ
い
だ
に
、
な
ん
ら
か
の
作

品
が
介
在
し
て
い
た
の
か
、
い
な
か
っ
た
の
か
。
 
『
独
異
志
」
・
と
は
、
そ
も
そ

も
い
か
な
る
作
晶
な
の
か
。
す
べ
て
は
闇
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
な

 
い
。

 
 
『
独
異
志
』
に
関
し
て
、
た
だ
ひ
と
つ
は
つ
詣
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

が
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
『
太
平
広
記
』
に
受
廿
継
が
れ
た
後
、
や

は
り
な
ん
ら
の
手
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
っ
く
り
『
善
悪
現
験
報
応

編
』
八
1
5
に
も
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
が
国
の
延
宝
四
年
（
一

六
七
六
）
に
書
か
れ
た
序
文
を
有
す
る
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を

あ
ら
た
め
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
肥
前
の
禅
僧
、
独
庵
玄
光
の
編
に
な
6
も
の

 
で
、
こ
れ
は
『
太
平
広
記
」
の
き
わ
め
て
忠
実
な
継
承
者
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

（59）

、



い
。
主
人
公
の
名
を
く
厳
泰
V
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
ふ
く
め
ト
右
に
指
摘

し
た
じ
じ
つ
、
 
『
太
平
広
記
」
の
厳
恭
謹
の
特
色
を
す
べ
て
そ
な
え
て
い
る
。

「
善
悪
現
回
報
応
編
」
に
『
冥
旧
記
」
の
書
名
も
か
か
げ
ら
れ
て
は
い
る
け
れ

ど
、
玄
光
に
と
っ
て
『
冥
報
国
」
は
、
ど
う
や
ら
、
ま
っ
た
く
遠
い
存
在
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
 
 
 
・

 
玄
光
の
い
う
「
予
報
記
」
は
、
す
べ
て
「
太
平
弾
機
」
か
ら
の
孫
引
き
で
あ

る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

分
離
。
さ
ら
に
、
亀
の
値
の
く
銭
五
千
V
。

-
も
ど
よ
り
、
こ
れ
ら
が
『
今
昔
物
語
集
」
等
に
み
る
か
た
ち
に
直
結
す
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
い
ヶ
ま
で
も
な
い
。

 
け
れ
ど
も
、
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
が
、
『
冥
報
記
」
を
中
心
と
す
る
同

心
円
の
輪
の
ひ
ろ
が
り
の
な
か
に
み
ら
れ
る
、
こ
う
し
た
わ
ず
か
な
波
の
乱
れ

に
、
か
す
か
な
が
ら
、
極
北
へ
の
き
ざ
し
を
読
み
と
る
て
と
は
可
能
な
よ
う
に

お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

，
Ω
U

 
「
冥
報
記
」
の
輪
が
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
重
層
的
、
な
い
し
多
層
的

な
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
て
い
る
こ
ど
は
、
以
上
の
、
厳
恭
潭
の
例
ひ
と
つ
で
も
、

お
お
よ
そ
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

．
「
冥
報
記
』
を
中
心
と
す
る
同
心
円
の
波
形
は
、
か
な
ら
ず
し
も
中
心
か
ら

の
距
離
と
比
例
す
6
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
、
遠
ざ
か
る
に
し
た
が

っ
て
、
し
だ
い
に
薄
れ
、
乱
れ
て
い
く
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
』
九
1
3
、
 
『
打
聞
集
」
2
1
、
 
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
鰻
な
ど
に

み
る
一
連
の
く
厳
恭
謹
V
は
、
 
『
回
報
記
」
を
中
心
に
す
え
て
、
三
層
に
も
わ

た
る
同
心
円
的
な
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
と
い
う
右
の
よ
う
な
継
承
史
の
理
解
に

た
つ
と
ぎ
、
極
北
に
位
置
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

 
極
北
に
む
け
て
の
胎
動
は
、
し
か
し
、
以
上
の
継
承
史
の
な
か
か
ら
も
読
み

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
〈
近
礼
V
と
い
う
字
の
有
無
。
あ
る
い
は

く
厳
恭
V
〈
厳
泰
V
な
ど
に
み
ら
れ
る
主
人
公
の
名
ま
え
の
ゆ
れ
。
〈
泉
州
〉

〈
揚
州
V
〈
蒋
州
V
な
ど
と
い
っ
た
、
主
人
公
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
地
名

の
ゆ
れ
。
「
独
異
志
」
の
系
列
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
《
1
》
部
分
だ
け
の

 
『
回
報
記
』
所
載
の
各
話
の
う
ち
、
な
ぜ
厳
恭
諜
が
か
く
べ
つ
の
広
が
り
を

も
ち
え
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
厳
恭
謹
に
か
ぎ
り
、
な
ぜ
「
法
苑
当
路
」
が
影

響
を
も
ち
え
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
後
考

を
ま
ち
た
い
。

（60）


