
隆

寛

作
「
法

然

上

人

伝
」
考

宇

高

良

哲

(1
)

私
は
先
年
「
新
出
の
隆
寛
作

『
法
然
上
人
伝
』
に

つ
い
て
」
と
題
し

て
、
新
出
の
法
然
伝
を
紹
介
し
た
。
こ
れ
は
現
在
静
岡
県
島
田
市
千
葉

の
天
台
宗
寺
院
智
満
寺
に
現
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
表
に
は
称

讃
浄
土
経
が
写
経
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
紙
背
を
利
用
し
て
こ
の
本
文
は

記
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
智
満
寺
は
金
沢
文
庫
の
納
富
常
天
先
生
の
御

指
導
に
よ
る
と
、
比
叡
山
の
天
台
の
教
線
が
関
東

の
伊
豆
山
に
伝
え
ら

れ
る
途
中
で
、
こ
の
智
満
寺
を
経
由
し
て
い
る
こ
と
が
文
庫
の
史
料
か

ら
確
認
で
き
る
の
で
注
目
さ
れ
る
寺
院
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
紙
背

の
隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」

は
「
法
然
上
人
伝
」

と
仮
称

し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
法
然
上
人

の
遠
流
赦
免

以
降
、
帰
洛
入
滅
に
至
る
ま
で
の
晩
年
の
法
然
上
人
の
伝
記
だ
け
で
あ

る
。

こ
れ
ら
が
編
年
体
で
、
仮
名
交
り
の
書
き
下
し
文
で
書
か
れ
て
い

(2
)

る
。
そ
し
て
全
体
が
赦
免
帰
洛
以
降

一
枚
起
請
文
授
受
と
法
然
上
人

の

遺
跡
と
し
て
の
浄
華
院
に
関
す
る
記
述
の
二
部
構
成
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
法
然
上
人
伝

の
成
立
に

つ
い
て
、
前
半

の
末
尾

の
奥
書
を
見

る

と
、
建
暦
二
年

(
二

二

二
)
三
月
二
日

の
法
然
上
人
入
滅
直
後

に
隆

寛
が
称
讃
浄
土
経
の
裏
に
書
置

い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
信
ず
れ
ば
、

こ
れ
は
隆
寛
自
筆
の
法
然
上
人
伝
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
現
存
法
然
上
人
諸
伝
中
で
最
古
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し

か
し
こ
の
法
然
上
人
伝
の
記
載
を
検
討
す
る
と
、
天
台
の
慈
円
の
こ
と

を
慈
鎮
と
誰
号
で
記
し
て
い
る
。
慈
鎮
の
誰
号
宣
下

は
嘉
禎
三
年

(
一

二
三
七
)
で
あ
り
、
建
暦
二
年

(
二
二

二
)
当
時

に
は
使
わ
れ
て
い
な

い
。
更
に
隆
寛

の
没
年

は
安
貞
元
年

(
一
二
二
七
)
で
あ
り
、
隆
寛
在

世
中
に
慈
鎮
の
詮
号
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
隆
寛

の
自
筆
で
な
い
こ
と

(3
)

は
明
白
で
あ
る
。
す
で
に
静
岡
県
の
文
化
財
報
告
書
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
後
人
の
書
写
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

法
然
上
人
伝
は
後
人
の
書
写
し
た
も
の
で
あ

っ
た

と
し
て
も
、
全
体
の

筆
跡
か
ら
見
て
戦
国
時
代
ま
で
下
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
書
写

年
代
は
私
の
極
め
て
主
観
的
な
判
断
と
な
る
が
、

鎌
倉
後
期
か
ら
室
町

時
代
に
か
け
て
、
隆
寛
の
形
式
に
真
似
て
称
讃
浄
土
経
の
紙
背
に
、
隆

寛
の
門
流
、
ま
た
は
天
台
系
の
僧
侶
に
よ

っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
推
定
し
て
い
る
。

こ
の
法
然
上
人
伝
は
他
の
法
然
上
人

隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
考
 (宇

高
)
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隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
考
 (宇

高
)

諸
伝
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
古
い
伝
承
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
ほ
と
ん
ど
世
間
に
流
布
し
た
形
跡
が
な
い
。
そ
の
た
め
隆
寛
の

関
係
者
以
外

に
は
こ
の
法
然
上
人
伝
を
知
り
得
な
か

っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
作
者
隆
寛
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
隆
寛
が
法
然
上
人
伝
の
製
作

に
深
く
係

っ
て
い
た
こ
と
は
、
櫛
田
良
洪
博
士
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

(
4
)

知
恩
講
私
記

を
み
て
も
明
白
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
法
然
上
人
伝

を
作

っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
更
に
奥
書
に
建
暦
二
年
二
月
晦
日
に

法
然
上
人
の
た
め
五
七
日
忌
の
追
善
供
養
を
修
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の

時

の
導
師
を
隆
寛
が
勤
め
て
い
る
こ
と
は
諸
伝
が

一
致
し
て
い
る
。

次
に
こ
の
内
容
を
他
の
法
然
上
人
伝
と
比
較
す
る
と
、
前
半
は
九
巻

伝

の
巻
七
の
文
章
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
九
巻
伝
の
巻
七
の
本
文

に
は
い
ろ
い
ろ
な
話
し
が
増
補
さ
れ
て
お
り
、
全
文
が

一
致
す
る
の
で

は
な
く
、
抄
出
部
分
が

一
致
す
る
だ
け
で
あ
る
。
前
半
は
四
十
八
巻
伝

と
も
か
な
り
似
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
然
上
人
伝

(以

後
隆
寛
本
と
す
る
)
の
特
色
は
他
の
法
然
上
人
諸
伝
に
全
く
見
ら
れ
な
い

記
述
を
も

っ
て
い
る
。

一
枚
起
請
文

の
授
受
や
法
然
上
人
の
遺
跡
と
し

て
の
浄
華
院

の
記
述
は
こ
の
隆
寛
本
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
諸
伝

の
中
で

一
枚
起
請
文
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
は
、

こ
の
隆
寛
本

と
九
巻
伝
と
四
十
八
巻
伝
だ
け
で
あ
る
。
ま
ず

一
枚
起
請

文
の
本
文
の
相
違
点
は
、
九
巻
伝
以
下
の
諸
種
の

一
枚
起
請
文
が
い
ず

れ
も
「
智
者
達
の
沙
汰
し
申
さ
る
る
観
念

の
念

に
も
あ
ら
ず
」

と
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
隆
寛
本
は
「
智
者
達
の
沙
汰

し
申
さ
る
る
念
仏
に

も
あ
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。
隆
寛
本
の
単
な
る
「
念
仏
」
を
諸
本
は
「
観

念

の
念
」

と
定
義
し
て
い
る
。
次
の
相
違
点
は
九
巻
伝
以
下
が
「
皆
決

定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
往
生
す
る
ぞ
と
お
も
ふ
う
ち
に
こ
も
り
候

也
」

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
隆
寛
本
は
「
皆
決
定
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏

と
申
内
に
籠
候
也
」

と
簡
潔
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
「
往
生
す
る
ぞ
」

と

い
う
語
句
が
い
つ
し
か
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
隆
寛
本

だ
け
に
「
建
暦
二
年
正
月
二
十
三
日
源
空
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

よ
う
に
語
句
に
二
、
三
出
入
り
は
あ
る
が
、
、文
章

と
内
容
は
三
本
と
も

同

一
で
あ
る
。
し
か
し
前
後
の
記
述
は
隆
寛
本
と
他
の
二
本
と
で
は
全

く
異
な
る
。
九
巻
伝
や
四
十
八
巻
伝
が
起
請
文
を
伝
書
と
し
て
特
別
扱

い
を
し
て
、
源
智
た
だ

一
人
の
相
承
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
編
者

知
恩
院
舜
昌
は
知
恩
院
と
源
智
の
正
統
性
を
主
張

し
て
い
る
。

こ
れ
に

対
し
て
隆
寛
本
は
源
智
・
聖
覚
坊

・
花
台
坊
、
同
行
衆
六
人
な
ど
多
数

の
人

々
に
起
請
文
が
与
え
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
起
請

文
は
法
然
上
人
が
日
頃
の
教
え
を
末
世
道
俗
の
た
め
に

一
枚
の
書
物
に

ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
念
仏
修
行
者
な
ら
ば
誰

で
も
も
ら
え
た
も
の

で
あ
る
と
い
っ
て
、
起
請
文
を
特
別
な
伝
書
と
し

て
扱

っ
て
い
な
い
。

し
か
し
隆
寛
本
も
源
智
が

一
枚
起
請
文
の
伝
授

に
あ
た
り
、
門
弟
達
の

中
で
特
別
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
源
智
は

相
承
し
た

一
枚
起
請
文
を
翌
目
に
は
川
合
法
眼
に
渡
し
て
い
る
。
更
に

信
空
も
隆
寛
も
角
張
入
道
も
皆

一
枚
起
請
文
を
も

ら

っ
て

い
た
と
あ
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り
、
九
巻
伝
や
四
十
八
巻
伝
の
よ
う
に
源
智

一
人
が
秘
蔵
し
て
い
た
と

は
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
隆
寛
本

の
一
枚
起
請
文
に
関
す
る
記
述
は
、

当
時
の
法
然

上
人
門
下
の
動
向
や
起
請
文
の
流
布
状
態
か
ら
み
て
、
私

に
は
か
な
り
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

法
然
上
人

の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
念
仏

を
修

せ
ん
と

こ
ろ

ハ
、
皆
予
か
遺
跡
な
る
へ
し
」
と
し
て
、
特
定
の
遺
跡
は
定
め
な
か

っ

た
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
隆
寛
本
に
よ
る
と
、
法
然
上
人

は
吉
水
隠
遁
当
時
か
ら
御
願
所
浄
華
院
を
預
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中

に
十
二
光
院

を
建
立
し
て
、
角
張
入
道
な
ど
の
念
仏
聖
を
集
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
浄
華
院
は
天
台
宗

の
寺
院
で
あ
る
が
、
法
然
上

人
が
相
承
し
た
法
物
や
書
籍
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
後
世
の
人
か
ら
見

れ
ば
浄
華
院
が
自
分
の
遺
跡
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
語
ら
れ
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
建
暦
二
年
当
時
浄
華
院
は
天
台
宗
の
御

願
寺
で
あ
り
、
そ
こ
を
預
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
法
然
上
人
は

念
仏
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
現
実
生
活
は
天
台
僧
侶
と
し
て
振
舞
わ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
何
故
他
の
法
然
上
人
諸
伝
の
中
に
浄

華
院
の
記
事
が
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
浄
土
宗
開

祖
法
然
上
人
を
顕
彰
す
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
る
浄
土
宗
側
の
伝
記

の
中

に
、
こ
れ
ら
の
天
台
的
な
記
事
を
収
め
る
こ
と
は
不
都
合
で
あ
り
、
法

然
上
人
伝
の
編
纂
過
程
で
抹
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
特

に
知
恩
院
の
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
九
巻
伝
や
四
十
八
巻
伝
に

は
と
て
も
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
隆
寛
本
は

特
別
な
編
纂
意
図
を
持
た
ず
に
見
聞
し
た

こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た

た
め
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
台
的
な

色
彩
の
強

い
隆
寛
に
と

っ
て
は
当
然
の
法
然
上
人
像
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

こ
の
隆
寛
本
は
初
期

の
法
然

上
人
伝
に
比
較
し
て
晩
年
の
法
然
上
人
に
関
す
る
記
述
が
豊
富
で
あ
る

が
、
隆
寛
の
自
筆
と
は
認
め
難
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
隆
寛

の
作

っ

た
も

の
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
と
の
結
論
に
達
し
た
。

こ
れ
に
対

し
て
中
井
真
孝
氏

は
昭
和
59
年

の
浄
土
宗
教
学
大
会

で

「
新
出
の
隆
寛
本
法
然
伝
に
つ
い
て

ー
宇
高
氏

に
尋
ね
る
ー
」

と
題

し
て
拙
論
に
疑
問
を
提
起

さ
れ
、

つ
づ

い
て
「
隆
寛
作

『法
然
上
人

伝
』
に
関
す
る
若
干
の
問
題

特
に
浄
華
院
と

一
枚
起
請
文
を
め
ぐ

(5
)

っ
て
ー
」

と
題
す
る
論
文
を
発
表
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
浄
華
院
は
鎌
倉

後
期

の
向
阿
が
開
山
で
あ
り
、
法
然
上
人
在
世
当
時
に
は
寺
が
存
在
し

な
か
っ
た
こ
と
、
更
に

一
枚
起
請
文
は
源
智
相
承

が
中
心
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
の
者
に
授
与
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
と
さ

れ
、
隆
寛
本
の

一
枚
起
請
文
は
奥
書
を
も

っ
て
い
る
の
で
、
南
北
朝
期

以
降

の
も
の
で
あ
り
、
戦
国
期
の
道
残
本
の

一
枚
起
請
文
に
も
っ
と
も

近

い
と
さ
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
こ
の
隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」

は

浄
華
院
の
正
統
性
を
主
張
す
べ
く
、
同
院
所
蔵
の

一
枚
起
請
文
が
源
智

相
承
と
は
別
個
の
法
然
真
筆
本

で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
法
然
が
指
定
し

た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
の
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
る
た
め
、
九
巻
伝
を
も
と

に
隆
寛
の
名
を
か
り
て
作

っ
た
、

い
わ
ば
浄
華
院
版
法
然
伝
に
他
な
ら

隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
考
 
(宇

高
)
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作
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考
 (宇

高
)

な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
井
氏
は
同
論
文
の
注
18
で
、
隆

寛
本
は
隆
寛

の
門
弟
に
継
承
さ
れ
た
法
然
伝
で
あ
り
、
浄
華
院
が
そ
れ

を
吸
収
あ
る
い
は
換
骨
奪
胎
し
た
可
能
性
を
、
私
は
否
定
し
な
い
と
い

う
含
み
の
あ
る
発
言
も
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
59
年

の
浄
土
宗
教
学
大
会
で
中
井
氏
の
問
題
提
起
を
う
け
て
私

(
6
)

が
発
表

し

た
通

り
、

こ
の
隆
寛
作
「

法
然
上
人
伝
」
は
、
前
述

の
如

く
、
慈
円
の
こ
と
を
慈
鎮
と
記
し
て
お
り
、
隆
寛
の
自
筆
で
は
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
外
に
も
写
経
の
奥
書
に

一
部
抹
消
の
跡
が
あ

り
、
伝
記
の
内
容
が
整
い
す
ぎ
て
い
る
な
ど
、
私
自
身
問
題
点
が
あ
る

こ
と
を
承
知

し
て
い
る
。
前
記
論
文
を
発
表
す
る
際
に
も
長
期
間
留
保

し
た
の
は
こ
れ
ら
の
疑
問
が
解
決

で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
前
記
論
文
で
は
史
料
提
供
者
の
立
場
か
ら
書
誌
学
的
な
発
表
に
力

を
入
れ
、
考
証
で
き
な
か

っ
た
私

の
主
観
的
な
疑
問
は
研
究
者
の
障
害

に
な
る
と
思
わ
れ
た
の
で
割
愛
し
て
、
こ
の
隆
寛
本
法
然
上
人
伝
を
肯

定
す
る
立
場

で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
詳
細
は
例
証
が
取
れ

次
第
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、

こ
の
法
然
伝
の
製
作
に
浄
華
院

の
定
玄
が
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
私
は
も

っ
て

い
る
。
定
玄
は
天
台
教
学
、
特
に
戒
律
の
専
門
家
で
あ
り
、

こ
の
隆
寛

本
法
然
上
人
伝
で
は
浄
華
院
の
戒
灌
頂
の
正
統
性
が
強
く
主
張
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
定
玄
は
浄
華
院
の
一
枚
起
請
文
に
も
深
く
係

っ
て
い
る
。

定
玄
は
晩
年
叡
山
の
坂
本

の
法
蔵
院
に
隠
居
し
て
い
る
。
浄
華
院

の
什

物
目
録
を
み
る
と
、
法
蔵
院
に
多
く
の
史
料
が
移
さ
れ
て
い
る
。
現
在

こ
の
寺
が
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
か
ら
天
台
系
の
寺
に
史
料

が
流
出
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
中
井
氏
か

ら
前
述
の
よ
う
な
御
批
判
が
出
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
私
は
こ
の
隆
寛
本
の
信
愚
性
に
固
執
す
る
気
持
は
な

い
が
、
中
井
氏
の
今
回
の
発
表

の
論
旨
に
は
反
駁
す
る
史
料
を
有
し
て

い
る
の
で
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
本
論
で
は
紙

数
の
関
係
上
細
部
の

考
証
を
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
近
く
「
浄
華
院
の
成
立
年
次
考
」

(
7
)

と
題
し
て
発
表
す
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
併
せ
て
参

照
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
そ
の
史
料
と
は
今
度
私
が
新
た
に
確
認
し
た
浄
華
院
の
鎌
倉

・
室

町
期

の
古
文
書
廿
三
点
で
あ
る
。
従
来
多
く
の
方

々
が
浄
華
院
の
調
査

(
8
)

研
究
を
さ
れ
な
が
ら
こ
れ
ら
の
史
料
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

史
料

の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
記
論
文
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

中
井
氏
の
御
指
摘
で
は
浄
華
院

の
開
山
は
向
阿
で
あ
り
、
乾
元
二
年

(
二
二
〇
二
)
三
月
十
五
日
に
専
空

が
三
条
坊
門
高
倉

に
あ
る
専
修
院

を
向
阿
に
譲

っ
て
い
る
。
更

に
元
亨
二
年

(
二
三

一二
)
ま
で
、同
所
に

専
修
念
仏
院
が
存
在
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
向
阿

は
建
武
三
年

(
二
ご

三
六
)
に
示
寂
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
間
に
専
修
念
仏
院

が
浄
華
院

と

い
う
名
称
に
改
め
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
要

す
る
に
浄
華
院
な
る
寺
名
は
元
亨
二
年
を
遡
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
法
然
上
人
と
浄
華
院
の
関
係
は
あ
り
え
な
い
。
ま
た
皇
室
と
浄
華

院

の
関
係
も
あ
り
え
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

今
回
私
が
確
認
し
た
浄
華
院
文
書
の
中
に
は
土
地

の
次
第
証
文
が
多
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い
。
こ
の
三
条
坊
門
高
倉

の
地
は
建
暦
二
年

(
二
二

二
)
七
月
廿
五

日
付
の
売
券
の
四
至
と

一
致
し
て
い
る
。
即
ち
後
掲
図
表
A
の
部
分
で

あ
る
。

こ
の
時
点
で
こ
の
土
地
を
源
氏
女
が
亀
石
氏
に
売
却
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
建
暦
二
年
以
前
に
は
同
所
に
浄
華
院
の
前
身
と
さ
れ
る
専

修
院
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
隆
寛
本
に
記
さ
れ
て

い
る
法
然

上
人
在
世
当
時
の
御
願
所
浄
華
院
と
は
直
接
的
な
結
び
付
き

が
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
隆
寛
本
が
架
空
の
浄
華
院
を
記
し
て
い

れ
ば
別
で
あ
る
が
。

新
出
の
浄
華
院
文
書
の
中
で
浄
華
院

の
名
称
が
も

っ
と
も
早
く
見
ら

れ
る
の
は
、
元
弘
三
年

(
二
二
三
三
)
九
月
廿
三
日
付

の
亀
山
上
皇

の

子
恒
明
親
王
の
令
旨
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
元
弘
三
年
に
浄
華
院
は

三
条
坊
門
高
倉
の
地
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
所
は

四
至
を
み
る
と
前
記
専
修
院

の
土
地
A
と
新
た
に
図
表
B
の
部
分
を
合

わ
せ
た
面
積
に
拡
が

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
土
地
は
後
醍
醐
天
皇

の

論
旨
で
安
堵
さ
れ
た
も
の
を
、
恒
明
親
王
か
ら
先
度
の
儀
に
任
せ
て
再

度
浄
華
院

に
寄
附
さ
れ
て
い
る
。
恒
明
親
王
は
貞
和
四
年

(
一
三
四
九
)

に
も
安
楽
寿
院
領
越
前
国
西
谷
庄
を
浄
華
院

に
寄
附

さ
れ
て

い
る
。

「
亀
山
院
凶
事
記
」
を
み
る
と
、
西
谷
庄
は
恒
明
親
王
が
相
伝
し
て
い

る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
少
く
と
も
亀

山
院
の
時
代
に
す
で
に
寄
附
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
亀
山
院

の
天
皇
在
位
は
正
元
元
年
か
ら
文
永
十
年

(
二

一五
九
-
七
三
)
ま
で
、

没
年
は
嘉
元
三
年

(
二
二
〇
五
)
で
あ

る
。
乾
元
二
年

(
二
二
〇
三
)
の

専
空
譲
状
に
も
所
領

の
こ
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
修
院
が
御
願
所

で
あ

っ
た
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ら

は
浄
華
院
に
寄
附
さ

れ
て
い
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
私

は
専
修
院
と
浄
華
院
は

本
来
別
個
の
存
在
で
あ
り
、
三
条
坊
門
高
倉
に
隣
接
し
て
併
立
し
て
い

た
も
の
を
、
向
阿
の
時
代
に
浄
華
院
が
専
修
院
を
吸
収
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
以
外
に
も
併
立
説
を
傍
証
す
る
史
料
が
あ

る
。
中
井
氏
は
今
回
の
論
文
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
前

の
論

(
9
)

文
で
引
用
さ
れ
て
い
た

『
三
井
続
燈
記
』
巻
九
、

三
井
寺
年
表
の
正
応

(向
阿
)

元
年

(
一
二
八
八
)
の
条
に
、
「
是
歳
是
心
出
三
井

為
浄
華
院
開
山
上
人
」

と
あ
り
、
元
亨
二
年

(
二
三
二

)
以
前
に
浄
華
院

の
名
前
が
見

ら
れ

る
。
向
阿
是
心
を
浄
華
院
の
開
山
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
浄
土
宗
浄

華
院
の
開
山
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

次
に
中
井
氏
は
浄
華
院
が
皇
室
と
交
渉
を
も

っ
た
の
は
土
御
門
室
町

へ
移
転
以
降
と
さ
れ
て
い
る
。
浄
華
院
の
移
転
は
室
町
幕
府
の
等
持
寺

建
立
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
暦
応
二
年

(
一
三
三
九
)
で
あ

る
。
も
し

前
述

の
元
弘
三
年

(
一
三
三
三
)
の
恒
明
親
王

の
令
旨
が
偽
文
書

で
な

け
れ
ば
、
浄
華
院
は
三
条
坊
門
高
倉
時
代
か
ら
皇
室
と
密
接
な
関
係
に

あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
室
町
時
代
に
も
な
お
浄
華
院
は
か
な

り
の
皇
室
関
係
の
所
領
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
新
出
の
浄
華
院
文
書
で

裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
浄
華
院
と
皇
室
の
結
び
付
き
は
浄
土
宗
固

有
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
天
台
系
の
御
願
所
浄
華

院
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
天
台
系

の
浄
華
院
が
、

隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
考
 
(宇

高
)
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隆
寛
作
「
法
然
上
人
伝
」
考
 (宇

高
)

向
阿
の
時

代
に
浄
土
宗
に
改
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
降
浄
土
宗
側
の

記
録
で
は
、
こ
と
さ
ら
向
阿
開
山
を
強
調
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

少
く
と
も
宗
派
の
問
題
は
と
も
か
く
向
阿
以
前
に
浄
華
院
が
存
在
し
な

か

っ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

次
に

一
枚
起
請
文
の
授
受
で
は
、
私
は
多
く
の
人

々
に
、
中
井
氏
は

源
智
を
申
心
に
渡
さ
れ
た
と
考
え
、
基
本
的
見
解
を
異
に
す
る
の
で
、

内
容
の
検
討
は
困
難
で
あ
る
が
、
中
井
氏
は
奥
書
の
有
無
に
よ
る

一
枚

起
請
文
の
分
類
で
、
隆
寛
本
に
も

っ
と
も
近
い
の
は
戦
国
期
の
道
残
本

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
道
残
本
の
先
行
本
と
し
て
前
述
の
応
永

年
間
に
活
躍
し
た
浄
華
院
定
玄
本
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し

て
お

き
た

い
。
し
か
し
両
本
と
も
「
観
念
の
念
」
「
往
生
す
る
ぞ
」
と
記
さ

れ
て

お
り
、
私
が
隆
寛
本
で
指
摘
し
た
特
色
は
も

っ
て
お
ら
ず
、
単
純
に
奥

書
の
有
無
だ
け
で
系
統
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
更
に
中

井
氏
は
隆
寛
本
を
浄
華
院
版
法
然
伝
と
考
え
、
隆
寛
本
の

一
枚
起
請
文

は
浄
華
院
所
蔵
の

一
枚
起
請
文
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
天
正
十
六
年

(
一
五
八
八
)
の

道
残
の
聖
教
目
録
に

一
枚
起
請
文
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
新
出
の
天
文

八
年

(
一
五
三
九
)
の
聖
教
目
録
や
寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)
、
慶
安
二
年

(
一
六
四
九
)
の
什
宝
目
録
に
は
記
さ
れ
て

い
な

い
。
こ
れ
は
道
残
固

有
の
問
題

で
あ
り
、
浄
華
院
が

一
貫
し
て
法
然
上
人
真
筆
の

一
枚
起
請

文
の
存
在
を
主
張
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

以
上
の
如
く
、
私
は
中
井
氏
の
よ
う
に
隆
寛
作
法
然
上
人
伝
を
浄
華

院

版

法
然

伝

と
断

定

す

る

こ
と

に

は

た

め

ら

い
が

あ

る
。

私

は
若

干

の

疑

問

を
残

し

つ

つ
編

纂

さ

れ

て

い
な

い
初

期

の
法
然

伝

の

可
能

性

を
追

求

し

て

み

た

い
と
考

え

て

い
る
。
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