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高
山
寺
蔵
「
学
問
印
信
」
掛
板
に
つ
い
て

徳

永

良

次

一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
明
恵
上
人
が
ま
だ
高
山
寺
の
土
地
を
下
賜
さ
れ
る
以
前
、
建
仁
年
間
（
1201
〜
）
に
紀
州
に
お
い
て
修
学
し
て
い
た
頃
に
作
成
さ
れ
た
木
製
掛
板

の
（
再
）
発
見
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
掛
板
は
平
成
二
十
一
年
五
月
の
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
る
調
査
の
際
に
、
開
山
堂
に

隣
接
す
る
旧
経
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
学
問
印
信
」
と
称
す
る
掛
板
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
の
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合

調
査
団
に
よ
る
悉
皆
調
査
で
は
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
調
査
対
象
か
ら
漏
れ
て
い
た
た
め
、
経
蔵
目
録（『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
第
一
〜
第
四
』）や
、

『
高
山
寺
善
本
図
録
』
な
ど
に
は
登
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
当
時
の
調
査
団
に
よ
る
調
査
対
象
が
そ
も
そ
も
「
典
籍
文
書
」
で
あ
る
の
で
、
木
製
の
掛

板
な
ど
は
対
象
外
と
さ
れ
る
の
は
あ
る
意
味
仕
方
の
な
い
事
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
の
禁
制
を
記
し
た
高
札
な
ど
も『
高
山
寺
善
本
図
録
』

で
は
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
紙
本
で
な
く
と
も
学
問
的
に
重
要
な
も
の
は
扱
わ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
見
て
も
明
恵
上
人
と
そ
の
同
行
の
弟
子
達
の
高

山
寺
以
前
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
実
態
を
物
語
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
そ
れ
が
高
山
寺
に
お
い
て
多
く
の
戦
乱
や
自
然
災
害
を
乗
り
越
え
長
い
年
月
大
切

に
保
管
さ
れ
て
き
た
実
態
を
知
る
資
料
と
し
て
極
め
て
貴
重
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、今
回
こ
こ
に
写
真
を
添
え
て
体
裁
等
の
概
略
に
つ
い
て
報
告
し

た
い
と
思
う
。
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さ
ら
に
、
合
わ
せ
て
納
め
ら
れ
て
い
た
「
課
業
印
信
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
一
切
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
新
資
料
で
あ
る
の
で
こ
の
機
会
に
こ
の
資

料
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

二

発
見
の
経
緯

こ
の
「
学
問
印
信
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
し
と
考
え
ら
れ
る
複
数
の
資
料
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
（
注
一
）

あ
る
。
筆
者
は
近
年
高
山
寺

に
お
け
る
聖
教
の
保
管
と
整
理
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
り
、
明
恵
上
人
の
高
弟
で
あ
る
定
真
（
空
達
房
定
真
）
と
霊
典
（
義
淵
房
霊
典
）
が
草
創
期
の

経
蔵
典
籍
の
再
編
成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
推
定
し
た
。
定
真
の
事
績
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
公
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
霊

典
に
よ
る
高
山
寺
経
蔵
の
再
編
成
や
聖
教
目
録
の
作
成
に
関
し
て
は
ま
と
ま
っ
た
検
討
は
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
（
注
二
）

あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
高
山
寺

内
外
に
現
存
す
る
資
料
か
ら
霊
典
の
事
績
を
纏
め
て
み
る
こ
と
と
し
、
い
く
つ
か
の
論
考
を
公
に
（
注
三
）

し
た
。
以
下
、
霊
典
が
い
か
に
聖
教
目
録
作
成
の
経
緯
解

明
の
た
め
に
重
要
な
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
再
述
す
る
。

明
恵
上
人
示
寂
後
、
高
山
寺
の
聖
教
は
再
編
成
を
施
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
（
注
四
）

れ
る
。
さ
ら
に
数
年
を
経
て
大
規
模
な
聖
教
の
整
理
と
再
編
成
、
そ
れ
に
伴
う

聖
教
目
録
の
整
備
が
高
山
寺
の
一
大
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
建
長
年
間
の
目
録
作
成
活
動
で
あ
る
。

こ
の
時
作
成
さ
れ
た
聖
教
目
録
は
、「
高
山
寺
聖
教
目
録
」、「
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
」「
法

臺
聖
教
目
録
」で
あ
る
。
現
存
す
る
大
規
模
な

聖
教
目
録
に
は
他
に
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
が
あ
る
が
こ
の
目
録
の
詳
細
に
つ
い
て
は
作
成
時
期
、
初
期
の
状
態
、
作
成
者
と
も
に
現
時
点
で
は
不
明
と

い
う
他
は
（
注
五
）

な
い
。
後
考
を
待
ち
た
い
。
こ
の
目
録
作
成
活
動
に
関
わ
っ
た
の
は
明
恵
上
人
示
寂
後
の
高
山
寺
諸
役
の
中
で
は
、
義
淵
房
霊
典
の
み
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
寺
主
空
達
房
定
真
と
学
頭
義
林
房
喜
海
は
建
長
二
年
に
相
次
い
で
示
寂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
建
長
三
年
前
後
と
さ
れ
る
目
録
作

成
の
事
業
は
、
残
さ
れ
た
高
山
寺
知
事
で
あ
る
義
淵
房
霊
典
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
高
山
寺
の
聖
教
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
、
現
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
、
そ
の
源
流
を
探
る
に
は
義
淵
房
霊
典
の
高
山
寺
に
お
け
る

位
置
と
事
績
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
筆
者
は
近
時
、
義
淵
房
霊
典
の
事
績
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
を
加
え

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
「
学
問
印
信
」
あ
る
い
は
「
成
弁
印
信
次
第
覚
」
な
ど
と
異
な
る
も
の
の
内
容

― ―215

（

）
二

北海学園大学人文論集 第45号(2010年３月)



的
に
は
殆
ど
同
一
の
資
料
が
高
山
寺
内
外
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
た
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
当
該
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
本
奥
書
に

よ
れ
ば
い
ず
れ
も
「
建
仁
元
年
九
月
一
日
」
と
な
っ
て
お
り
、
明
恵
上
人
が
ま
だ
成
弁
と
称
し
て
お
り
、
紀
州
に
お
い
て
宗
教
活
動
を
し
て
い
た
時
期
の
作

成
に
係
る
も
の
で
あ
り
、
上
人
の
教
学
活
動
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
ば
か
り
か
、
同
行
の
僧
侶
と
し
て
霊
典
の
名
前
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
明
恵
上

人
と
霊
典
の
関
係
の
深
さ
を
知
る
た
め
に
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
い
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
に
実
施
さ
れ
た
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
る
綜
合
調
査
の
際
に
、
筆
者
は
い
わ
ゆ
る
「
明
恵
函
」
と
い
わ
れ
る
、
高
山
寺

経
蔵
聖
教
類
第
四
部
第
一
四
八
函
の
全
点
調
査
を
実
施
し
て
い
た
。
こ
の
一
四
八
函
が
「
明
恵
函
」
と
称
さ
れ
る
所
以
は
、
明
恵
上
人
自
筆
の
夢
記
が
複
数

点
納
め
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
明
恵
上
人
に
関
わ
る
資
料
が
相
当
数
集
中
的
に
納
め
ら
れ
て
い
る
事
に
よ
る
。
例
え
ば
先
頭
か
ら
の
十
点
を
示
し
て
み

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。（
番
号
は
、
一
四
八
函
内
の
通
し
番
号
）

１

栂
尾
御
物
語
上
下

二
冊
（
第
一
部
ニ
別
置
、
第
254
号
ト
ス
ル
）

２

栂
尾
上
人
物
語

一
冊
（
第
一
部
ニ
別
置
、
第
255
号
ト
ス
ル
）

３

欠
番
）

４

明
恵
上
人
伝
記

一
冊

５

明
恵
上
人
伝
拾
遺
記

一
冊
（
一
部
分
江
戸
時
代
正
保
三
年
顕
証
筆
）

６

最
後
御
所
労
以
後
事

一
冊

７

明
恵
上
人
神
現
伝
記

一
巻

８

栂
尾
山
明
恵
上
人
伝
上
下

二
冊
（
第
一
部
ニ
別
置
、
第
256
号
ト
ス
ル
）

９

上
人
記

一
冊

10

高
山
寺
明
恵
上
人
行
状
抄

一
冊
（
顕
証
筆
）

11

上
人
之
事

一
帖
（
鎌
倉
中
期
写
「
禅
浄
房
記
」）
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こ
の
よ
う
に
一
四
八
函
の
先
頭
の
十
点
（
欠
番
の
も
の
を
除
く
）
は
す
べ
て
が
明
恵
上
人
に
関
す
る
記
録
類
で
あ
り
、
一
四
八
函
で
は
そ
れ
以
降
の
殆
ど
の

資
料
も
明
恵
上
人
に
関
す
る
記
録
類
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、こ
の
函
に
納
め
ら
れ
て
い
る
資
料
を
丹
念
に
点
検
す
る
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
一
四
八
函
の
32
号
に
「
学
問
印
信
」
と
称
さ
れ
る
一
巻
の
資
料
が
あ
る
。
次
に
そ
の
写
真
を
掲
載
す
る
。
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高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
の
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
第
四
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
書
誌
等
の
記
事
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

32

學
問
印
信

一
巻

○
江
戸
時
代
初
期
寫
、
巻
子
本
、
柿
色
薄
手
楮
紙
、
無
點
、
朱
書
及
ビ
墨
書
ノ
裏
書
ア
リ
、

（
外
題
）「
學
問
印
信

伽
井
房
」

（
内
題
）「
大
行
事
須
菩
提
大
阿
羅
漢
／
定

毎
日
學
問
印
信
次
第
」

（
奥
書
）
建
仁
元

九
月
一
日
勧
進
傳
燈
大
法
師
位
成
弁
（
以
上
本
奥
書
）

板
ノ
長
貳
尺
九
寸
七
分

竪
九
寸
二
分
／
厚
六
分

○
板
書
ノ
寫
シ
ナ
リ
、）

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
（
注
六
）

あ
り
以
前
に
も
原
本
調
査
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
目
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
原
本
に
は
元
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
掛
板
の
寸
法
が
別
筆
で
書
き
込
ま
れ
て
い
た（
写
真

第
二
紙

表

参
照
）。
こ
の
寸
法
を
記
し
た
の
は
筆
跡

か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
仁
和
寺
の
学
匠
で
高
山
寺
経
蔵
の
再
編
成
及
び
聖
教
目
録
の
整
理
・
作
成
に
尽
力
し
た
顕
証
（
1597
｜
1678
）
に
よ
る
書
き
込
み
と
考
え

ら
れ
た
。
顕
証
は
仁
和
寺
の
み
な
ら
ず
高
山
寺
の
経
蔵
整
理
・
聖
教
修
補
に
尽
力
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
（
密
教
大
辞
典
ｐ
473
）
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
現
物

で
あ
る
掛
板
が
高
山
寺
に
存
在
し
、
顕
証
は
こ
の
掛
板
を
実
際
に
採
寸
し
て
書
き
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

右
に
示
し
た
資
料
の
写
真
を
見
て
も
分
か
る
と
お
り
、板
を
吊
し
掛
け
て
お
く
た
め
の
穴
の
位
置
ま
で
も
記
載
さ
れ
て
お
り
現
物
の
掛
板
を
忠
実
に
模
写

し
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
初
期
に
高
山
寺
に
こ
の
掛
板
が
現
存
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
明
治
十
八
年
に
当
時
の
高
山
寺
住
職
で
あ
る
錦
小
路
証
成
師
が
作
成
し
た
「
寶
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
」
と
題
す
る
資
料
が
近
時
発
見

さ
（
注
七
）

れ
た
。
こ
れ
は
当
時
高
山
寺
に
現
存
す
る
聖
教
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
文
物
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
り
、
従
来
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
か
っ
た
明
治
期
に

お
け
る
高
山
寺
の
所
蔵
状
況
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
の
「
寶
物
部
」
中
の
十
頁
の
部
分
に
「
学
問
印
信
」
の
所
蔵
を
示
す
次
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の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
。

二
階
○
同

一

學
問
印
信

課
業
印
信
板

上
人
筆

箱
入

二
面

（
印
記
「
封
」）

こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、「
学
問
印
信
」
は
「
課
業
印
信
」
と
と
も
に
明
恵
上
人
の
御
筆
に
な
る
も
の
で
箱
に
入
れ
ら
れ
て
、
経
蔵
（
現
在
の
高
山
寺
経
蔵
で

は
な
く
、
寺
内
に
あ
る
開
山
堂
に
隣
接
す
る
旧
経
蔵
で
あ
る
）
の
し
か
も
二
階
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
証
拠
を
も
と
に
、
あ
る
い
は
こ
の
「
学
問
印
信
」
の
現
物
で
あ
る
掛
板
そ
の
も
の
が
高
山
寺
内
に
と
り
わ
け
旧
経
蔵
の
中
に
残
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
予
測
を
た
て
、
五
月
二
十
六
日
に
調
査
団
の
石
塚
晴
通
先
生
に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
の
で
高
山
寺
ご
住

職
に
調
査
の
過
程
を
お
話
し
て
ご
存
じ
の
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
、
お
伺
い
を
た
て
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
日
、
筆
者
は
石
塚
先
生
と
と
も
に
現

高
山
寺
ご
住
職
で
あ
る
小
川
千
恵
師
の
も
と
を
訪
ね
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
お
話
し
し
て
「
学
問
印
信
」
掛
板
に
つ
い
て
ご
存
じ
な
い
か
ど
う
か
を
お
聞
き

し
た
と
こ
ろ
、
開
山
堂
に
隣
接
す
る
旧
経
蔵
の
中
は
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
る
悉
皆
調
査
・
目
録
作
成
の
際
に
す
べ
て
点
検
し
た
は
ず
で
あ
る

の
で
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
記
憶
に
な
い
、
と
い
う
お
返
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
念
の
た
め
再
度
旧
経
蔵
の
中
を
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
石
塚

先
生
の
申
し
出
に
対
し
て
ご
住
職
の
快
諾
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
さ
っ
そ
く
五
月
二
十
七
日
午
前
九
時
よ
り
石
塚
晴
通
先
生
、
池
田
証
寿
先
生
と
徳
永
良
次
の
三
名
で
旧
経
蔵
の
調
査
を
開
始
し
た
。
始
め
に
明
治

十
八
年
の
記
録
を
頼
り
に
経
蔵
の
二
階
を
す
べ
て
再
点
検
し
た
が
何
も
そ
れ
ら
し
き
も
の
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
。ご
住
職
の
お
話
で
は
一
階
部
分
は
法
具

や
近
代
以
降
の
使
わ
な
く
な
っ
た
道
具
類
ば
か
り
で
、
そ
の
よ
う
な
明
恵
上
人
に
関
わ
る
寺
宝
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
念
の
た
め
一

階
も
調
査
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
調
査
団
の
メ
ン
バ
ー
の
誰
も
現
物
を
見
た
者
が
な
く
、
建
仁
元
年
に
作
成
さ
れ
た
明
恵
上
人
自
筆
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
す
で
に
八
百
年
も
経
て
い
る
の
で
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
も
不
明
で
あ
っ
た
。
長
年
の
自
然
災
害
や
戦
乱
、
そ
れ
で
な
く
て
も
高
温
多
湿

の
栂
尾
の
地
は
環
境
的
に
決
し
て
良
好
と
は
い
え
（
注
八
）

な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
す
で
に
相
当
朽
ち
果
て
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
何
ら
か
の
木
片
が
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
れ
が
探
し
求
め
て
い
た
「
学
問
印
信
」
を
記
し
た
掛
板
か
ど
う
か
判
別
が
つ
く
だ
ろ
う
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。
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そ
の
う
ち
に
、
経
蔵
の
一
番
奥
に
し
つ
ら
え
て
あ
る
棚
の
中
段
に
長
方
形
で
厚
み
の
あ
ま
り
な
い
木
製
の
箱
が
目
に
と
ま
っ
た
。
暗
い
棚
か
ら
そ
の
箱
を

明
る
い
入
り
口
近
く
に
取
り
出
し
て
箱
上
面
に
記
し
て
あ
る
箱
書
き
を
見
る
と
「
学
問
印
信
／
課
業
印
信
」
な
ど
（
詳
細
後
述
）
と
大
き
く
墨
書
さ
れ
て
い

た
。
箱
の
上
蓋
を
持
ち
上
げ
て
み
る
と
中
に
は
ま
さ
し
く
「
学
問
印
信
」
の
内
容
が
記
さ
れ
た
掛
板
な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
回
報
告
す
る
「
学
問
印
信
／
課
業
印
信
」
の
木
製
掛
板
は
（
再
）
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

学
問
印
信

三
｜
一

外
箱
体
裁
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「
学
問
印
信
・
課
業
印
信
」
を
納
め
て
あ
る
外
箱
の
体
裁
等
に
つ
い
て
記
す
。

○
外
箱
体
裁

（
上
蓋
）
縦
九
十
七
、三
糎
、
横
三
十
五
、五
糎
、
高
さ
四
、五
糎

（
紐
）
白
色
木
綿
青
地
縦
線
織
り
込
み
（
江
戸
時
代
天
保
頃
）

（
上
蓋
表
書
）

梅
尾
御
筆學

問
印
信

一
枚

課
業
印
信

一
枚

方
便
智
院
蔵

（
上
蓋
裏
書
）

根
本
和
上
御
筆
學
問
印
信
一
枚
課
業
印
信
一
枚
外
箱
新
調

伏
願

上
人
遺
法
之
佛
子
等
依
此
印
信
之
旨
可
成
立
法
界

等
流
唯
識
真
如
之
教
躰
云
々

天
保
十
四
年
癸卯

六
月
二
十
日

方
便
智
院
沙
門
慧
友
護

こ
の
箱
書
の
「
外
箱
新
調
」
と
い
う
記
事
に
よ
り
掛
板
が
江
戸
時
代
天
保
年
間
以
前
に
も
外
箱
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

が
推
定
さ
れ
る
。慧
友
は
江
戸
時
代
末
期
の
高
山
寺
僧
で
当
時
の
困
難
な
状
況
に
あ
っ
て
も
非
常
に
精
力
的
に
寺
内
聖
教
等
の
修
理
な
ど
に
尽
力
し
た
人
物

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
聖
教
の
包
紙
や
書
き
込
み
に
も
慧
友
の
署
名
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
し
、
そ
の
特
徴
的
な
筆
跡
か
ら
慧
友
に
よ
る
も
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の
と
考
え
ら
れ
る
書
き
込
み
も
多
い
。
高
山
寺
現
存
の
様
々
な
記
録
か
ら
慧
友
は
十
無
尽
院
の
第
二
十
二
世
と
三
尊
院
十
九
世
と
な
っ
て
お
り
、
歴
史
あ
る

二
つ
の
塔
頭
の
兼
帯
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
十
無
尽
院
は
明
恵
上
人
を
第
一
世
と
し
て
喜
海
｜
弁
清
｜
経
弁
｜
高
経
と
つ
づ
き
、
密
雅
｜
慧
友

｜
定
淵
と
続
く
最
も
伝
統
あ
る
塔
頭
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
三
尊
院
も
円
道
房
信
慶
を
第
一
世
と
し
て
、
信
慶
｜
澄
弁
｜
澄
恵
｜
練
明
…
…
十
八
世
に

密
雅
｜
慧
友
｜
定
淵
と
な
っ
て
い
る
。
別
に
高
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
慧
友
自
身
に
よ
る
資
料
と
し
て
「
左
右
記
」（
第
四
部
第
四
八
函
20
号
）
が
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
十
無
尽
院
代
々
が
記
さ
れ
、
慧
友
は
若
干
の
数
値
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
密
雅
｜
慧
友
と
な
っ
て
お
り
、
末
尾
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。

十
無
尽
院
相
承
華
厳
ノ
血
脈
自
リ

根
本
本
願
上
人
至
ル
マ
テ
愚
身
ニ
第
二
十
一
葉
也

文
化
四
年
丁
卯
八
月
廿
二
日
十
無
尽
院
住
職

三
尊
院
兼
帯
之
令
旨

十
無
尽
院
慧
友
記
之

こ
の
よ
う
に
慧
友
は
十
無
尽
院
・
三
尊
院
の
兼
帯
で
あ
り
自
身
を
華
厳
宗
の
法
脈
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
意
識
が
「
学
問
印
信
」
の
掛
板
を
寺
宝
と

し
て
尊
重
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
根
底
に
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
｜
二

木
札
等

ま
た
、
箱
の
内
部
に
は
「
学
問
印
信
・
課
業
印
信
」
以
外
に
木
製
の
札
が
二
枚
と
新
聞
紙
が
底
に
入
れ
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
学
問
印
信
・
課
業
印
信
」

の
二
枚
を
保
護
す
る
た
め
に
不
要
に
な
っ
た
木
札
等
を
底
に
敷
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
内
の
一
枚
の
木
札
に
は「
天
保
六
年
」の
年
紀
が
あ
る
。

外
箱
が
天
保
十
四
年
に
新
調
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
木
札
は
天
保
六
年
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
役
目
を
終
え
て
下
敷
き
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
次
に
こ
れ
ら
の
体
裁
を
記
す
。
ま
た
、
同
様
に
は
さ
み
こ
ま
れ
た
新
聞
は
昭
和
五
年
の
大
阪
朝
日
新
聞
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
外

箱
は
江
戸
時
代
末
期
天
保
十
四
年
に
「
学
問
印
信
」
等
二
枚
の
掛
板
を
収
納
す
る
た
め
に
慧
友
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
明
治
以
降
同
じ
箱
で
保
管
さ
れ
た
後
、
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い
ず
れ
か
の
段
階
で
取
り
出
さ
れ
（
一
度
と
は
限
ら
な
い
）
少
な
く
と
も
昭
和
五
年
以
降
そ
れ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
に
再
び
収
納
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
後
述
す
る
が
、
そ
の
後
こ
の
箱
が
注
目
さ
れ
開
け
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い
。
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（
木
札
１
）

縦
六
十
四
、五
糎
、
横
十
四
、八
糎

（
表
面
）一

切
日
皆
善

一
切
宿
皆
賢

v
am･

諸
佛
皆
威
徳

羅
漢
皆
断
漏

以
此
誠
實
言

願
我
常
吉
祥

（
裏
面
）
文
字
等
ナ
シ

（
木
札
２
）

縦
五
十
八
糎
、
横
八
、六
糎
〜
六
、九
糎

（
表
面
）

jna

天
保
六
年

乙

未

奉
転
讀
大
般
若
経
村
内
安
全
厭

疫
癘
祈
所

（
裏
面
）

梵
字

十
字
三
行
（
左
右
欠
カ
）

（
新
聞
紙
）

昭
和
五
年
八
月
九
日
付
大
阪
朝
日
新
聞
五
・
六
面

一
紙
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三
｜
三

「
学
問
印
信
」
掛
板

― ―201

右
側
拡
大

左
側
拡
大

（

）

一
六

北海学園大学人文論集 第45号(2010年３月)



○
体
裁

縦
二
十
八
糎
、
横
上
部
九
十
一
糎
、
下
部
九
十
、七
糎
、
厚
一
、六
糎
、
材
質
不
明
な
が
ら
檜
あ
る
い
は
櫟
状
の
木
目
が
見
ら
れ
る
。
木
材
は
重
厚
で
耐
久

性
が
高
そ
う
に
感
じ
ら
れ
、
桐
材
の
よ
う
な
軟
質
な
感
じ
は
な
い
。
表
面
は
槍
ガ
ン
ナ
の
み
の
仕
上
げ
と
見
ら
れ
、
や
や
凹
凸
を
残
す
。
僧
名
の
下
に
空
け

ら
れ
た
穴
が
各
十
個
全
一
一
〇
個
あ
る
が
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
均
等
に
空
け
ら
れ
て
お
り
穴
の
状
態
も
良
好
で
あ
る
。
上
部
四
カ
所
に
穴
が
あ
り
、
右
側
か
ら
十

四
、六
糎
、
さ
ら
に
十
四
、六
糎
と
等
間
隔
に
穿
孔
さ
れ
る
。
同
様
に
左
側
は
端
か
ら
十
八
、〇
糎
、
さ
ら
に
十
四
、八
糎
の
間
隔
が
開
く
と
い
う
寸
法
と
な
っ

て
お
り
若
干
左
側
が
幅
広
で
は
あ
る
が
ほ
ぼ
左
右
対
称
と
な
っ
て
い
る
。さ
ら
に
上
部
側
面
部
分
に
近
代
に
取
り
付
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
金
属

が
こ
れ

も
左
右
端
か
ら
ほ
ぼ
二
十
糎
の
対
称
の
位
置
に
あ
り
紫
地
に
白
色
糸
を
織
り
込
ん
だ
紐
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。こ
れ
は
近
代
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
掛

板
と
し
て
高
山
寺
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

保
存
状
態
は
極
め
て
良
好
で
、中
央
部
を
横
切
る
よ
う
に
板
の
割
れ
が
二
カ
所
見
ら
れ
る
が
す
ぐ
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
危
険
性
は
な
い
と
見
ら

れ
る
。
周
辺
部
も
わ
ず
か
に
擦
れ
に
よ
る
摩
滅
が
あ
る
が
大
き
な
欠
損
等
は
な
い
。
元
の
吊
り
下
げ
の
た
め
に
空
け
ら
れ
た
穴
と
僧
名
の
下
に
空
け
ら
れ
た

各
十
個
の
穴
も
非
常
に
綺
麗
で
状
態
は
良
い
。
文
面
は
左
右
い
っ
ぱ
い
の
位
置
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
現
存
の
掛
板
の
状
態
お
よ
び
江
戸
時
代
書
写
の

「
学
問
印
信
」（
一
四
八
函
32
号
）
の
文
面
と
比
較
し
て
も
欠
損
は
な
い
と
見
て
良
い
。

次
に
表
面
の
翻
刻
を
示
す
。（
穴
は
省
略
し
文
面
の
み
と
す
る
）

大
行
事
須
菩
提
大
阿
羅
漢

定

毎
日
學
問
印
信
次
第

成
辨

喜
海

定
恩

性
實
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霊
典

永
胤

海
禅

顕
真

辨
操

真
海

顕
印

右
諸
衆
若
於
経
論
若
於
章
疏

毎
日
披
覧
三
枚

誦
五
教
章
半
巻

其
後
各
可
被
杜
一
穴
為
印
信
但
於
披

覧
分
者
以
語
表
読
誦
業
敢
不
構可
其
数
此

中
所
取
者
於
学
人
識
上
以
心
正
聚
集
已
可
令

生
得
聞
慧
相
応
相
似
義
持
続
起
以
此
業
為
所

印
体
耳
諸
衆
悉
攝
思
毎
日
於
三
枚
義
理
中
漸

可
令
成
立
唯
識
教
体
然
後
可
彼
作
印
信
也

建
仁
元
年
九
月
一
日
勧
進
傳
燈
大
法
師
位
成
弁

文
字
は
掛
板
の
上
下
左
右
を
𨻶
間
な
く
使
っ
て
整
然
と
書
か
れ
て
い
る
。
僧
名
は
成
辨
か
ら
始
ま
り
文
字
の
大
小
な
く
均
等
に
大
き
く
記
さ
れ
る
。
後
半
の

覚
書
部
分
は
や
や
小
さ
め
で
文
字
が
詰
ま
っ
た
感
じ
で
、
後
半
に
行
く
に
従
っ
て
少
し
ず
つ
小
さ
く
な
っ
て
い
く
が
決
し
て
読
み
に
く
い
も
の
で
は
な
い
。

文
末
の
年
紀
と
署
名
部
分
は
掛
板
左
側
ギ
リ
ギ
リ
に
記
さ
れ
、
と
り
わ
け
末
尾
の
「
成
辨
」
の
署
名
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
途
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中
一
カ
所
脱
字
を
補
っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
別
筆
と
思
わ
れ
、
か
つ
文
脈
も
通
ら
な
い
文
字
（「
構
」。
本
来
は
「
攝
」
で
あ
ろ
う
）
で
記
さ
れ

て
い
る
の
で
後
筆
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
加
筆
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。

裏
面
に
は
上
部
中
央
に
墨
書
で
図
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
板
の
掛
け
方
を
示
し
た

よ
う
に
も
見
え
る
が
あ
く
ま
で
も
推
測
で
し
か
な
い
。
裏
返
し
て
右
側
下
部
は
表
面
を
削
り
な
お
し
た
よ
う
に
な
っ
て
お
り
元
の
木
肌
が
現
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
見
る
と
あ
る
い
は
掛
板
は
完
成
後
に
何
ら
か
の
防
腐
処
理
等
を
施
さ
れ
て
い
る
と
も
推
定
さ
れ
る
。
な
お
検
討
を
要
す
る
。

四

「
課
業
印
信
」
掛
板
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○
体
裁

縦
二
十
七
、三
糎
、
横
五
十
三
、六
糎
（
下
部
五
十
三
、七
糎
）、
厚
さ
一
、三
糎
〜
一
、二
糎
、
材
質
は
「
学
問
印
信
」
と
は
異
な
り
や
や
軽
質
の
杉
材
の
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
厚
さ
が
薄
い
た
め
に
軽
質
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。
表
面
は
「
学
問
印
信
」
と
同
様
槍
ガ
ン
ナ

が
使
用
さ
れ
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
の
平
滑
処
理
は
施
さ
れ
て
い
な
い
の
は
同
じ
で
あ
る
。

吊
す
た
め
の
穴
が
上
部
に
二
カ
所
の
み
空
け
ら
れ
て
い
る
。
位
置
は
右
端
か
ら
十
八
、五
糎
、
左
側
が
端
か
ら
十
八
、〇
糎
と
ほ
ぼ
均
等
な
位
置
に
穿
孔
さ
れ

る
。
ま
た
、
上
面
ほ
ぼ
中
央
部
に
穴
を
埋
め
戻
し
た
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
の
は
「
学
問
印
信
」
と
同
様
に
金
属

を
取
り
付
け
る
目
的
が
あ
っ
た
も
の
か
。

た
だ
し
こ
れ
は
利
用
さ
れ
ず
、
現
状
で
は
元
の
吊
し
穴
に
緑
色
の
紐
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
近
代
以
降
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

保
存
状
態
は
「
学
問
印
信
」
よ
り
さ
ら
に
状
態
が
良
く
、
表
面
の
割
れ
や
欠
け
は
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
穿
孔
さ
れ
た
穴
は
上
面
二
カ

所
、
さ
ら
に
「
課
業
」
を
果
た
し
た
証
拠
と
し
て
塞
ぐ
た
め
の
穴
が
八
十
カ
所
、
合
計
八
十
二
個
の
穴
が
空
け
ら
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
綺
麗
で
欠
け
な
ど

は
全
く
な
い
。
文
面
は
左
右
に
ゆ
っ
た
り
と
余
白
を
残
し
、
上
下
は
𨻶
間
な
く
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。

次
に
表
面
の
翻
刻
を
示
す
。

複

一
〇

二
〇

三
〇

四
〇

五
〇

六
〇

七
〇

八
〇

九
〇

十
〇

他
學

十一〇

十二〇

十三〇

十四〇

十五〇

十六〇

十七〇

十八〇

十九〇

廿
〇

日
中

一〇

二〇

三〇

四〇

五〇

六〇

七〇

八〇

九〇

卅
〇

自
學

一〇

二〇

三〇

四〇

五〇

六〇

七〇

八〇

九〇

四十〇
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経

一〇

二〇

三〇

四〇

五〇

六〇

七〇

八〇

九〇

五十〇

論
議

五十一〇

五十二〇

五十三〇

五十四〇

五十五〇

五十六〇

五十七〇

五十八〇

五十九〇

六十〇

初
夜

念
誦

六十一〇

六十二〇

六十三〇

六十四〇

六十五〇

六十六〇

六十七〇

六十八〇

六十九〇

七十〇

後
夜

七十一〇

七十二〇

七十三〇

七十四〇

七十五〇

七十六〇

七十七〇

七十八〇

七十九〇

八十〇

文
字
の
書
体
は
「
学
問
印
信
」
と
同
筆
と
見
ら
れ
る
。
保
存
状
態
が
良
好
な
た
め
文
字
の
擦
れ
や
欠
損
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
年
紀
や
人
名
な

ど
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
裏
面
は
「
学
問
印
信
」
同
様
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

五

先
行
研
究

さ
て
、
こ
の
（
再
）
発
見
さ
れ
た
掛
板
二
枚
が
、
い
つ
誰
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
管
見
に
よ
る
と
こ
の
資
料
に

つ
い
て
言
及
な
い
し
資
料
紹
介
を
含
め
た
翻
刻
な
ど
を
行
っ
て
い
る
の
は
次
の
資
料
・
研
究
者
で
あ
る
。（
成
立
年
代
順
・
敬
称
等
省
略
）

１

方
便
智
院
聖
教
目
録
（
寛
永
新
目
録
）

２

明
治
十
八
年
「
寶
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
」
の
記
録

３

村
上
素
道
『
栂
尾
山

高
山
寺
明
恵
上
人
』（
高
山
寺

昭
和
四
年
十
二
月
）

４

大
日
本
史
料
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

昭
和
五
年
）

５

田
中
久
夫
『
明
恵
』（
吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
六
年
）
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６

田
中
久
夫
『
鎌
倉
仏
教
雑
考
』（
思
文
閣
出
版

一
九
八
二
年
）

７

奥
田
勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
年
）

８

国
会
図
書
館
蔵
「
高
山
寺
古
文
書
」

９

高
山
寺
蔵
本
（
一
四
八
函
32
号
）

右
の
研
究
・
翻
刻
の
う
ち
２
を
除
く
い
ず
れ
も
「
学
問
印
信
」
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
て
、「
課
業
印
信
」
は
ま
っ
た
く
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
は
不
思
議

で
あ
る
。
掛
板
が
一
体
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
ま
で
に
そ
れ
に
関
す
る
記
録
を
見

い
だ
せ
て
い
な
い
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
文
献
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
か
、
以
下
、
個
別
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

１

方
便
智
院
聖
教
目
録

東
第
三
箱
（
裏
書
）

「
学
問
印
信
」
の
記
事
が
見
え
る
最
も
古
い
資
料
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
目
録
に
裏
書
さ
れ
て
い
る
。

毎
日
学
問
印
信
次
第
一
紙

「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
な
状
態
で
、
室
町
時
代
文
明
年
間
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
旧
「
方
便
智
院
聖

教
目
録
」（
旧
目
録
と
す
る
）
を
一
部
引
き
継
い
で
新
た
に
作
成
さ
れ
た
の
が
寛
永
期
の
新
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」（
新
目
録
と
す
る
）
で
あ
る
。
右
に
あ

げ
た
裏
書
記
載
の
記
事
は
、
新
目
録
の
み
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
目
録
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
旧
目
録
は
欠
損
が
甚
だ
し
く
該
当

部
分
も
料
紙
の
下
部
の
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
学
問
印
信
」
の
記
事
が
あ
っ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
が
そ
の
可
能
性
は
極
め
て

薄
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
新
目
録
に
は
東
第
三
（
正
確
に
は
「
東
第
二
」
と
「
東
第
三
」
は
統
合
さ
れ
て
記
載
）
末
尾
の
裏
に
「
春
日
御
託
宣
記
一
帖
」
と

「
分
別
善
知
識
次
位
一
紙
」
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。
当
初
作
成
の
目
録
に
脱
落
し
た
も
の
を
点
検
中
に
追
加
し
た
の
か
、
後
か
ら
何
ら
か
の
理
由
で
加
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え
た
も
の
で
あ
る
の
か
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
、
方
便
智
院
と
こ
の
「
学
問
印
信
」
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
先
述
の
通
り
、
江
戸
時
代
末
期
天
保
十
四
年
（
1843
）
に
高
山
寺
僧
の
慧
友
が
新
調
し
た

外
箱
に
は
「
方
便
智
院
蔵
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
新
目
録
と
の
関
係
を
考
え
る
と
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
新
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
た
「
学
問
印
信
」
と
は
何
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
言
え
ば
こ
れ
は
一
四
八
函
32
号
の
「
学
問
印
信
」

を
さ
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
目
録
の
書
込
に
は
「
一
紙
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
現
在
一
四
八
函
に
納
め
ら

れ
て
い
る
資
料
に
は
、
仁
和
寺
の
顕
証
に
よ
る
掛
板
の
寸
法
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
こ
れ
は
顕
証
が
実
際
の
掛
板
を
採
寸
し
た
結
果
を
こ
の
紙
の
資
料
に
書

き
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
新
目
録
に
記
載
の
「
学
問
印
信
」
と
は
従
来
知
ら
れ
て
い
た
紙
の
資
料
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
寛
永
期
に
お
い
て
は
実
際
の
掛
板

も
高
山
寺
に
現
存
し
て
い
た
傍
証
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

２

寶
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒

（
奥
書
）
葛
野
郡
楳
ヶ
畑
邨
第
二
百
十
七
番
戸
／
真
言
宗
大
本
山
智
積
院
所
轄
／
華
厳
宗
本
山
高
山
寺
住
職
／
明
治
十
八
年
七
月
二
日

華
族

錦
小
路
証

成

（
本
文
抜
粋
）（
十
頁
）

二
階
「
○
同
」

一
學
問
印
信

課
業
印
信
板

上
人
筆

箱
入

二
面
（
印
記
「
封
」）

本
資
料
は
近
年
高
山
寺
現
ご
住
職
小
川
千
恵
師
か
ら
調
査
団
に
示
さ
れ
た
も
の
で
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。本
資
料
の

重
要
性
に
関
し
て
は
石
塚
晴
通
氏
に
よ
る
（
注
九
）

報
告
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
要
点
の
み
示
す
こ
と
と
す
る
。
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二
〇
〇
八
年
五
月
の
高
山
寺
経
蔵
調
査
の
節
に
、高
山
寺
御
住
職
よ
り
調
査
団
に
明
治
十
八
年
七
月
二
日
付
け「
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
」

一
冊
が
示
さ
れ
た
。
其
れ
は
、
青
罫
線
袋
綴
の
表
紙
共
六
十
四
丁
の
冊
子
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
の
高
山
寺
の
経
蔵
そ
の
他
の
状
況
を
如
実
に
物
語

る
重
要
資
料
で
あ
っ
た
。
筆
者
（
石
塚
氏
の
こ
と
）
は
、
か
ね
が
ね
鎌
倉
時
代
明
恵
上
人
在
世
時
よ
り
経
蔵
目
録
が
作
成
さ
れ
建
長
目
録
を
初
め
と

す
る
鎌
倉
中
期
、
室
町
時
代
文
明
期
の
方
（
マ
マ
）

便
智
目
録
、
江
戸
初
期
の
寛
永
目
録
、
現
代
の
調
査
団
目
録
と
一
万
点
を
越
す
規
模
の
目
録
が
あ
り
、
経

蔵
の
構
成
と
伝
承
に
関
す
る
検
証
が
可
能
な
希
有
の
資
料
に
注
目
し
、
筆
者
を
代
表
と
す
る
科
学
研
究
費
を
数
度
に
亘
っ
て
交
付
さ
れ
目
録
類
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
も
果
た
し
て
い
た
の
で
、
其
の
空
白
期
間
を
埋
め
る
極
め
て
有
力
な
資
料
で
あ
る
こ
と
を
直
感
し
、
以
後
調
査
を
進
め
て
き
た
。

（
平
成
二
十
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
「
研
究
報
告
論
集
」
111
頁
）

石
塚
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
経
蔵
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
、
江
戸
時
代
寛
永
期
の
経
蔵
整
理
と
聖
教
の
補
修
後
に
時
期
は
不
明
な
が
ら
大
規
模
な
聖
教
の
編
成
替
え
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
現
存
す
る
経
箱
の
表
面
に
記
さ
れ
た
記
事
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
（
注
十
）

き
る
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
学
問
印
信
」
は
明
ら
か
に
掛
板
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
開
山
堂
の
経
蔵
に
高
山
寺
の
聖
教
や
什
物
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
時

期
の
調
査
目
録
で
あ
る
の
で
、
そ
の
信
頼
性
は
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
調
書
の
上
部
に
記
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、
資
料
名
と
は
別
筆（
あ
る
い

は
別
時
期
）
に
記
さ
れ
た
も
の
で
後
の
イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
末
尾
の
印
記
「
封
」
も
こ
れ
と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
資
料
の
出
現
に
よ
り
明
治
十
八
年
に
は
高
山
寺
に
「
学
問
印
信
」
の
掛
板
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
高
山
寺
の
関
係
者
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
確
実
な
証
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
棒
目
録
形
式
の
簡
略
表
示
で
あ
る
の
で
文
面
等
を
含
め
た
体
裁
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。
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３

村
上
素
道
『
栂
尾
山

高
山
寺
明
恵
上
人
』（
昭
和
四
年
十
二
月
）

定

大
行
事
須
菩
提
大
阿
羅
漢
、

毎
日
ノ
学
問
、
印
信
次
第

成
弁

喜
海

定
恩

性
実

霊
典

永
道

海
禅

顕
真

弁
操

真
海

顕
印

右
ノ
諸
衆
、
若
ハ
於
テ二
経
論
ニ一
、
若
ハ
於
テ二
章
疏
ニ一
、
毎
日
披
二
覧
シ
三
枚
ヲ一
、
並
誦
シ二
五
教
章
半
巻
ヲ一
、
其
後
各

可
レ
被
下
杜
キ二
一
穴
ヲ一
為
中
印
信
ト上
。
但
シ
於
テ二

披
覧
者
ニ一
、
以
テ
ハ
二

語
表
読
誦
ノ
業
ヲ一
、
敢
テ
不
レ
可
カ
ラ
レ

攝
ル二
其
数
一
。
此
中
ノ
所
取
ハ
者
、
於
テ二
学
人
ノ
識
上
ニ一
、
以
テ二
心
正
聚
シ
已
ル
ヲ
一

可
シレ
令
ム下
生
二
得
シ
聞
慧
ヲ一

相
応
、
相
似
、
義
持
続
起
セ上
以
テ二
此
ノ
業
ヲ一
為
ス二
所
印
ノ
体
ト一
耳
ノ
ミ
。
諸
衆
悉
ク
攝
シ
テ
レ

思
ヲ
、
毎
日
於
テ二
三
枚
ノ
義
理
ノ
中
ニ一
漸
ク
可
シレ
令
ムレ
成
二
立
セ
唯

識
ノ
教

体
ヲ一
、
然
シ
テ
後
可
キレ
被
ルレ
作
サ二
印
信
ヲ一
也
。

建
仁
元
年
九
月
一
日

勧
進
伝
灯
大
法
印

成
弁
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村
上
素
道
師
は
京
都
山
科
の
永
興
寺
の
住
職
で
あ
る
。
師
と
高
山
寺
と
の
関
係
は
そ
の
著
書
に
よ
れ
ば
、「
禅
師
は
小
衲
の
先
師
土
宜
法
龍
大
僧
正
と
道

交
あ
り
。
ま
た
夙
に
我
開
山
上
人
の
道
風
を
慕
ひ
、
屡
々
我
山
に
来
て
上
人
の
塔
廟
を
拝
し
、
遺
著
、
遺
墨
を
展
覧
す
、
誠
に
法
縁
浅
か
ら
さ
る
も
の
あ
り

と
謂
つ
べ
し
。（
中
略
）
積
年
史
料
の
蒐
集
に
勤
め
、
今
夏
に
至
て
、
遂
に
斯
の
伝
記
編
纂
を
完
了
せ
ら
る
。」（
巻
末
土
宜
覚
了
師
跋
文
）

と
あ
り
、
昭
和
初
期
に
高
山
寺
に
お
い
て
当
時
の
寺
主
土
宜
覚
了
師
と
り
わ
け
前
寺
主
法
龍
師
と
交
誼
が
あ
り
、
経
蔵
の
資
料
を
博
捜
し
て
い
た
と
見
ら
れ

る
。
そ
の
労
作
が
本
作
で
あ
り
、
資
料
的
に
も
現
在
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
「
高
山
寺
代
々
記
」
を
翻
刻
す
る
な
ど
研
究
上
も
注
目
す
べ
き
点
が
多
い
。

さ
て
、
本
書
に
は
巻
末
に
右
に
示
し
た
よ
う
な
「
学
問
印
信
」
と
見
ら
れ
る
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
本
に
忠
実
と
い
う
よ
り
は
読
み
や
す
い
よ
う

に
訓
点
を
施
し
て
あ
る
の
が
村
上
本
の
特
徴
で
原
本
の
姿
を
正
確
に
は
伝
え
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
村
上
師
は
は
た
し
て
掛
板
と
写
本
の
ど
ち
ら
の「
学

問
印
信
」
を
見
た
も
の
で
あ
る
か
俄
に
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
で
検
討
す
る
が
、
村
上
師
は
掛
板
を
見
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

４

大
日
本
史
料

第
五
編
之
七

○
貞
永
元
年
正
月
十
九
日

五
一
五
頁

〔
毎
日
学
問
印
信
次
第
〕
○
高
山
寺
所
蔵
／
掛
板

大
行
事
須
菩
提
大
阿
羅
漢

定

毎
日
學
問
印
信
次
第

成
辨

喜
海
（
裏
）
義
林
房

定
恩

性
實
（
裏
）
法
智
房

霊
典
（
裏
）
義
淵
房

永
胤

海
禅
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顕
真
（
裏
）
圓
修
房

辨
操
（
裏
）
恵
光
房

真
海

顕
印
（
裏
）
明
鏡
房

右
諸
衆
、
若
於
経
論
、
若
於
章
疏
、
毎
日
披
覧
三
枚
、
只
誦
五
教
章
半
巻
、
其
後
各
可
被
杜
一

穴
為
印
信
、
但
於
披
覧
分
者
、
以
語
表
読
誦
業
、
敢
不
可
攝
其
数
、
此
中
所
取
者
、
於
学
人
識

上
以
心
正
聚
集
、
已
可
令
生
得
聞
思
相
応
相
似
義
、
持
続
起
以
此
業
為
所
印
体
耳
、
諸
衆

悉
攝
思
、
毎
日
於
三
枚
義
理
中
、
漸
可
令
成
立
唯
識
教
体
、
然
後
可
被
作
印
信
也
、

建
仁
元
年
九
月
一
日

勧
進
傳
燈
大
法
師
位
成
弁

本
書
に
も
す
で
に
「
学
問
印
信
」
を
紹
介
し
た
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
大
日
本
史
料
」
全
般
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
底
本

あ
る
い
は
出
典
が
何
に
依
っ
て
い
る
か
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
こ
れ
も
底
本
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
冒
頭
部
分
に
高
山
寺
所
蔵
／
掛
板
と
あ
る
の
は

現
物
を
見
た
事
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
掛
板
に
は
な
い
裏
書
の
記
述
か
ら
写
本
の
「
学
問
印
信
」
を
元
に
し
た
こ
と
は
明

か
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
裏
書
の
記
述
が
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
後
述
）
の
で
、
そ
の
い
ず
れ
に
依
っ
た
か
（
あ
る
い
は
さ
ら
に

別
の
写
本
か
）
も
含
め
て
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

５

田
中
久
夫
『
明
恵
』（
吉
川
弘
文
館

昭
和
三
十
六
年
）

田
中
久
夫
氏
は
早
く
か
ら
明
恵
上
人
に
関
す
る
多
く
の
優
れ
た
論
考
を
発
表
し
て
お
り
、
本
書
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
学
問
印
信
」
に
関
す
る
記
事

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

そ
し
て
経
疏
を
よ
む
と
い
っ
て
も
、
学
問
的
な
研
究
の
よ
う
に
、
そ
の
文
章
と
し
て
の
意
味
を
理
解
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
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れ
は
、
こ
の
年
九
月
一
日
に
「
毎
日
学
問
印
信
次
第
」
と
題
す
る
掛
板
を
つ
く
り
、
成
弁
・
喜
海
・
定
恩
・
性
実
・
霊
典
・
永
胤
・
海
禅
・
顕
真
・

弁
操
・
真
海
・
顕
印
の
名
を
つ
ら
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
の
下
に
穴
を
あ
け
て
、
右
の
各
人
が
経
論
や
章
疏
を
毎
日
三
枚
よ
む
か
、『
五
教
章
』
半
巻

を
誦
す
る
か
し
て
か
ら
、
印
信
と
し
て
穴
を
ふ
さ
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
但
し
言
葉
の
表
面
の
意
味
を
よ
む
だ
け
で
は
だ
め
で
、
心
の
な
か
に
そ
の
意
味

が
ほ
ん
と
う
に
う
え
つ
け
ら
れ
ね
ば
、
教
え
を
伝
え
ら
れ
た
し
る
し
で
あ
る
印
信
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
意
味
の
注
意
を
記
し
て
い

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
糸
野
に
お
い
て
明
恵
（
成
弁
）
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
ら
十
一
人
の
僧
が
集
団
生
活
を
し
て
い
た
の
で

あ
る
。（
ｐ
56
）

以
上
が
、「
学
問
印
信
」
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
翻
刻
や
資
料
の
存
在
を
示
す
記
事
は
他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
田
中
氏
が
ど
の
よ
う
な

資
料
、
高
山
寺
に
現
存
す
る
掛
板
あ
る
い
は
写
本
を
参
照
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
す
で
に
活
字
に
な
っ
て
い
る
前
掲
書
を
利
用
し
た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
の
注
記
は
な
い
。

６

田
中
久
夫
『
鎌
倉
仏
教
雑
考
』（
思
文
閣
出
版

一
九
八
二
年
）

本
書
の
中
に
「
義
林
房
喜
海
の
生
涯
」
と
題
す
る
論
文
が
あ
る
。
最
初
の
発
表
は
「
南
都
仏
教
」
三
四
、
昭
和
五
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
田
中
氏

自
身
に
よ
り
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
稿
了
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
先
行
研
究
上
の
前
後
関
係
は
動
か
な
い
。
田
中
氏
は
義
林
房
喜
海
の
事
績

を
丹
念
に
追
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
学
問
印
信
」
に
関
す
る
言
及
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

翌
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
九
月
一
日
付
の
「
毎
日
学
問
印
信
次
第
」
と
題
す
る
掛
板
が
高
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
（
大
日
本
史
料
五
編
之
七
、
五

一
五
頁
。
村
上
師
「
明
恵
上
人
」
三
二
三
頁
）。
こ
れ
に
は
成
弁
（
明
恵
）
を
は
じ
め
十
一
人
の
名
前
が
連
ね
ら
れ
て
を
り
、
こ
の
時
期
の
紀
州
に

於
け
る
明
恵
の
僧
団
の
参
加
者
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
喜
海
は
成
弁
に
次
ぎ
二
番
目
に
記
さ
れ
、
喜
海
の
次
に
は
、
定
恩
・
性
実
・
霊
典
・
永
胤
・

海
禅
・
顕
真
・
弁
操
・
真
海
・
顕
印
の
名
が
あ
る
。
そ
し
て
各
の
名
の
下
に
は
十
箇
の
穴
が
あ
り
、
さ
ら
に
経
論
や
章
疏
各
三
枚
ま
た
は
五
教
章
半

巻
を
読
み
、
そ
れ
も
た
だ
読
誦
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
意
味
を
深
く
心
に
味
わ
ひ
、
そ
の
一
穴
を
ふ
さ
ぎ
、
学
問
の
印
信
と
す
る
と
い
ふ
意
味
の

説
明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
喜
海
は
、
同
行
の
う
ち
で
は
上
首
で
あ
つ
た
。（
586
頁
）
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さ
て
、
こ
の
記
述
に
よ
り
、
先
の
５
で
取
り
上
げ
た
田
中
氏
の
『
明
恵
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
学
問
印
信
」
が
何
に
依
拠
す
る
か
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

右
に
あ
げ
た
よ
う
に
田
中
氏
は
そ
の
出
典
を
（
大
日
本
史
料
五
編
之
七
、
五
一
五
頁
。
村
上
師
「
明
恵
上
人
」
三
二
三
頁
）
と
注
記
し
て
お
り
、
高
山
寺
に

お
け
る
現
物
の
掛
板
あ
る
い
は
書
写
本
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
田
中
氏
の
解
説
に
あ
る
傍
線
部
分
の
記
述
は
、
田
中
氏
が
依
拠

し
た
文
献
に
「
高
山
寺
所
蔵
／
掛
板
」（
大
日
本
史
料
）
な
ど
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
田
中
氏
自
身
が
現
物
を
見
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
同
書
に
は
「
明
恵
上
人
の
置
文
」
と
題
す
る
論
文
が
あ
り
、
そ
の
364
頁
注
五
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
こ
の
本
文
は
３
に
示
し
た
村
上
師

の
翻
刻
を
も
と
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

７

奥
田
勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
年
）

本
書
は
、明
恵
上
人
の
事
績
に
つ
い
て
高
山
寺
内
外
の
資
料
を
博
捜
し
て
一
書
と
な
し
た
労
作
で
あ
り
明
恵
上
人
お
よ
び
高
山
寺
に
関
す
る
論
考
と
し
て

最
も
参
考
と
な
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
学
問
印
信
」
に
つ
い
て
も
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
引
用
す
る
。

（
前
半
省
略
）
こ
の
表
（
筆
者
注

貞
元
華
厳
経
の
書
写
作
業
の
一
覧
表
）
に
よ
れ
ば
、
三
月
十
九
日
〜
二
十
三
日
頃
明
恵
・
喜
海
・
英
敏
・
顕
印
・

顕
真
・
真
海
ら
が
集
中
的
に
校
合
作
業
に
当
っ
て
い
る
。
こ
の
顔
ぶ
れ
の
う
ち
、
英
敏
を
除
く
す
べ
て
が
、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
の
印
信
次
第
の

同
法
に
見
え
、
当
時
の
明
恵
の
同
行
者
は
印
信
次
第
に
見
え
る
十
一
人
に
さ
ほ
ど
多
く
の
人
は
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
明

恵
は
こ
の
年
二
十
八
歳
、
喜
海
二
十
三
歳
、
英
敏
二
十
歳
、
顕
印
に
至
っ
て
は
十
八
歳
で
あ
る
。
青
年
に
よ
っ
て
こ
の
教
団
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
京
都
・
紀
州
・
奈
良
を
結
ん
で
修
行
の
適
地
を
求
め
、
聖
教
を
求
め
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
と
と
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。（
47
頁
）

ま
た
、
巻
末
付
載
の
年
表
に
も
建
仁
元
年
の
部
分
に
こ
の
印
信
の
記
事
を
掲
載
す
る
。
以
下
、
建
仁
元
年
の
部
分
の
み
略
述
す
る
。

○
正
・
三
よ
り
、
人
の
為
に
祈

（
夢
）
○
正
・
十
一
、
行
方
（
夢
）
○
二
・
二
一
、
病
を
得
て
糸
野
の
前
兵
衛
尉
藤
原
宗
光
の
家
に
居
す
◎
二
・
二

四
、
糸
野
に
て
「
華
厳
唯
心
義
」
を
著
す
○
九
・
一
、「
毎
日
学
問
印
信
次
第
」
を
定
め
掛
板
と
す
○
こ
の
年
頃
、
宗
光
の
館
内
の
成
道
寺
の
後
に
結

庵
す
◎
こ
の
年
、「
華
厳
五
十
五
善
知
識
」
を
俊
賀
ら
に
描
か
す
（
同
書
307
頁
）
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こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
本
編
と
巻
末
記
事
の
二
カ
所
に
「
学
問
印
信
」
に
関
す
る
記
事
は
あ
る
も
の
の
、
高
山
寺
現
存
資
料
と
の
関
わ
り
を
示
す
注
記
が
な

い
こ
と
は
、
前
出
の
田
中
氏
の
論
考
と
同
様
で
あ
る
。

８

国
会
図
書
館
蔵
「
成
弁
印
信
次
第
覚
」

国
立
国
会
図
書
館
蔵
（『
貴
重
書
解
題
第
八
巻
／
古
文
書
の
部
第
三

高
山
寺
古
文
書

九
八
通
裏
文
書
七
四

通
（
四
軸
）／W

A
25
81

』）

本
資
料
は
右
に
あ
げ
た
書
目
に
写
真
版
（
裏
面
写
真
ナ
シ
）
と
と
も
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
群
の
高
山
寺
古
文
書
が
国
会
図
書
館

の
所
蔵
に
至
る
来
歴
は
同
書
解
題
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

本
文
書
は
明
治
四
十
年
三
月
の
購
求
に
な
る
も
の
で
、
鶯
色
絹
表
紙
仕
立
、
題
箋
に
「
高
山
寺
古
文
書

春
（
夏
・
秋
・
冬
）」
と
あ
る
が
、
四
巻
そ

れ
ぞ
れ
意
図
し
て
別
け
ら
れ
て
い
る
と
は
見
え
な
い
。
全
九
八
通
は
殆
ど
書
状
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
七
四
通
に
裏
文
書
が
あ
る
。（
以
下
略
）（
４
頁
）

明
治
四
十
年
以
前
の
来
歴
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
九
十
八
通
の
文
書
が
一
括
し
て
い
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の
時
点
で
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
か
に
つ
い
て
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
掲
解
説
に
は
、
高
山
寺
文
書
と
さ
れ
て
い
る
が
確
定
で
き
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
旨
の
記
述
も
あ
る
の

で
、
後
に
一
括
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
学
問
印
信
」
の
翻
刻
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
本
未
見
で
あ
る
が
表
面
の
み
は
写
真

が
あ
る
の
で
そ
れ
に
よ
り
適
宜
字
句
を
修
正
（
訂
正
）
し
た
。

裏
書
）「
東
第
三
箱
」

大
行
事
須
菩
提
□
阿
羅
漢

覚

毎
日
学
問
印
信
次
第

成
弁

喜
海

高
山
寺
朱
印
）

定
恩
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性
実

霊
典

永
胤
（
裏
書
）
「
義
相
房
」

海
禅
（
裏
書
）
「
越
智
房
」

顕
真
（
裏
書
）
「
□
□
□
□
名
円
修
房
」

弁
操
（
裏
書
）
「
蓮
光
房
」

真
海
（
裏
書
）
「
法
院
僧
都
覚
蓮
房
」

顕
印
（
裏
書
）
「
明
影
房
夷
名
顕
□
」

右
諸
衆
若
於
経
論
若
於
章
疏
毎
日
披
覧
三
枚

）
□
誦
五
）
□
教

章
半
巻
其
後
各
可
被
杜指止
一
穴
為
印
信
但
於
披
覧
分
者
以

語
表
読
誦
業
敢
不
可
構
其
数
此
中
所
取
者
於
学
人
識
上
五

心
正
聚
集
已
可
令
生
得
聞
思
相
応
似
義
持
続
起
以
此
業
為

所
印
体
耳
諸
衆
悉
攝
思
毎
日
於
三
枚
義
理
中
漸
可
令
成
立

唯
識
教
体
然
後
可
彼
作
印
信
也

建
仁
元
年
九
月
一
日
勧
進
伝
灯
大
法
師
位
成
弁

本
資
料
で
注
目
す
べ
き
は
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
端
裏
部
分
に
「
東
第
三
箱
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点
。
次
に
、
僧
名
の
裏
書
に
他
で
は
見
あ
た
ら
な
い
記

載
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
点
目
に
つ
い
て
は
、
１
で
取
り
上
げ
た
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
の
箱
番
号
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
高
山
寺
に
現
存
す
る
一
四
八
函
32
号
の
「
学
問
印

信
」
に
は
見
ら
れ
な
い
書
き
込
み
で
あ
っ
て
極
め
て
有
益
な
情
報
で
あ
る
。
高
山
寺
本
の
場
合
は
「
学
問
印
信
」
二
紙
が
内
側
に
、「
課
業
印
信
」
一
紙
が
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一
番
外
側
に
丸
め
ら
れ
た
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
ら
し
く「
課
業
印
信
」下
部
は
大
破
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
来
な
ら
そ
の
欠
損
し
た
部
分
に「
高

山
寺
」（
ま
た
は
「
方
便
智
院
」）
朱
印
記
が
押
し
て
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
国
会
図
書
館
蔵
本
の
写
真
版
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
資
料
は
書
き
出
し
部
分

が
欠
損
し
た
上
に
別
の
紙
を
継
ぎ
足
し
て
冒
頭
の
一
行
の
上
部
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
お
り
、「
東
第
三
箱
」
の
裏
書
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
そ
の
補
修
の

際
に
同
様
に
書
き
込
ま
れ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
に
、
国
会
図
書
館
蔵
本
と
は
別
に
同
様
の
書
写
本
、
あ
る
い
は
掛
板
の
現
物
が
あ

り
、
補
修
者
は
そ
れ
を
見
な
が
ら
書
き
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
箱
番
号
の
記
入
に
は
掛
板
の
存
在
と
い
う
よ
り
他
に
同

様
の
写
本
の
存
在
と
目
録
と
の
対
応
に
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
の
旧
目
録
、
す
な
わ
ち
室
町
時
代
文
明
年
間
を
中

心
と
す
る
目
録
群
に
は
現
状
で
は
「
学
問
印
信
」
に
関
す
る
目
録
へ
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

二
点
目
の
僧
名
に
関
す
る
注
記
で
あ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
が
、
高
山
寺
現
存
本
、
３
の
村
上
師
の
翻
刻
、
４
の
大
日
本
史
料
に
も
見

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
高
山
寺
現
存
本
と
大
日
本
史
料
は
僧
名
の
裏
書
に
関
し
て
ほ
ぼ
同
一
、
村
上
本
に
は
裏
書
注
記
ナ
シ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書

に
は
右
の
写
本
類
に
は
見
ら
れ
な
い
僧
名
へ
の
注
記
が
存
在
し
、
か
つ
、
喜
海
や
霊
典
な
ど
に
あ
る
裏
書
は
逆
に
存
在
し
な
い
と
い
う
大
き
な
違
い
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

結
局
、
こ
れ
か
ら
考
え
る
に
、
掛
板
を
模
写
し
た
紙
本
の
「
学
問
印
信
」
に
は
少
な
く
と
も
二
種
類
の
系
統
を
異
に
す
る
写
本
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ

ら
は
起
源
を
同
一
に
す
る
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
い
つ
の
間
に
か
独
自
に
保
管
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

高
山
寺
蔵
本
「
学
問
印
信
」
一
巻
（
一
四
八
函
32
号
）

最
後
に
高
山
寺
蔵
本
で
あ
る
本
書
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
く
。こ
の
資
料
は
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
る
悉
皆
調
査
に
よ
り
登
録
さ
れ
る
ま

で
は
、
注
目
さ
れ
て
も
お
ら
ず
検
討
も
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
高
山
寺
古
文
書
と
は
性
格
も
異
な
り
、
か
つ
、
聖
教
類
と
も
言

え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
先
の
大
日
本
史
料
本
等
と
同
様
に
裏
書
の
注
記
が
わ
か
る
よ
う
に
翻
刻
す
る
。

（
端
裏
外
題
）

学
問
印
信

伽
井
房
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（
表
面
）

大
行
事
須
菩
提
大
阿
羅
漢

定

毎
日
學
問
印
信
次
第

成
辨

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
カ
ク
ル
穴
／
四
所

喜
海

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
義
林
房

定
恩

性
實

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
法
智
房

霊
典

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
義
淵
房

永
胤

海
禅

顕
真

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
円
修
房

辨
操

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
恵
光
房

）
□

真
海

顕
印

裏
書
上
面
）（
朱
書
）
明
願
房

右
諸
衆
若
於
経
論
若
於
章
疏

毎
日
披
覧
三
枚

誦
五
教
章
半■
巻

其
後
各
可
被
杜
一
穴
為
印
信
但
於
披

覧
分
者
以
語
表
読
誦
業
敢
不
可
攝
其

数
此
中
所
取
者
於
学
人
識
上
以
心
正
聚

集
已
可
令
生
得
聞
慧
相
応
相
似
義
持
続
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起
以
此
業
為
所
印
体
耳
諸
衆
悉
攝
思
毎
日
於

三
枚
義
理
中
漸
可
令
成
立
唯
識
教
体
然

後
可
彼
作
印
信
也

建
仁
元

九
月
一
日
勧
進
傳
燈
大
法
師
位
成
弁

追
筆
）
板
ノ
長
貳
尺
九
寸
七
分
竪
九
寸
二
分

厚
六
分

（
巻
末
部
分
裏
書
）

六
巻
経

新
経
五
十
一
五
十
二
五
十
三

経
第
廿
一

出
現
疏
三
巻

十
無
盡
蔵
品
一
巻

円
覚
経
二
巻

阿
留
遍
幾
夜
宇
ア
リ

裏
書
に
は
有
益
な
情
報
が
多
く
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
掛
板
の
上
部
に
空
け
ら
れ
た
穴
の
位
置
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に
示
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
そ
の
穴
の
位
置
は
墨
書
に
て
表
面
に
記
さ
れ
、
裏
面
に
は
「
カ
ク
ル
穴
四
所
」
と
明
記
し
て
あ
る
の
が
精
巧
で
あ
る
。
こ
の
記
載
を
見
て
筆
者
は
実

物
が
あ
る
（
あ
っ
た
）
に
違
い
な
い
と
直
感
的
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
墨
書
に
て
数
点
の
聖
教
が
裏
書
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る

の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
答
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
聖
教
は
華
厳
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
表
面
の
明
恵
上
人
に
よ
る
紀
州
で
の
修
行
当
時
に
華
厳

を
修
学
し
て
い
た
こ
と
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。
末
尾
の
「
阿
留
遍
幾
夜
宇
ア
リ
」
と
は
上
人
の
思
想
で
あ
る
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
を
表
し
て
い
る
と
見

ら
れ
、
そ
の
書
写
本
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
る
い
は
高
山
寺
石
水
院
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
の
掛
板
の
存
在
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。
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さ
て
、
こ
れ
ら
「
学
問
印
信
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
・
翻
刻
の
中
で
も
実
際
に
高
山
寺
の
掛
板
を
見
た
も
の
と
写
本
の
み
を
参
照
し
た
場
合
と
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
現
物
の
掛
板
を
見
た
こ
と
が
確
実
な
の
は
、
９
の
高
山
寺
蔵
本
の
写
本
一
巻
で
あ
る
。
先
述
の
通
り
、
こ
の
写
本
に
は
末
尾
や
裏
書
部

分
に
掛
板
の
寸
法
・
体
裁
等
を
記
し
て
お
り
、
こ
れ
は
今
回
発
見
さ
れ
た
実
際
の
掛
板
の
も
の
と
極
め
て
良
く
一
致
す
る
。
次
に
翻
刻
等
の
記
録
が
な
い
も

の
の
２
の
明
治
十
八
年
の
記
録
も
現
物
の
掛
板
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
次
に
３
の
村
上
師
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
確
実
な
証
拠
は

な
い
も
の
の
村
上
師
は
掛
板
の
「
学
問
印
信
」
を
見
た
と
考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
村
上
師
本
の
翻
刻
に
は
僧
侶
に
加
え
ら
れ
た
裏
書
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が

（
消
極
的
で
は
あ
る
が
）傍
証
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
掛
板
の
現
状
と
同
様
で
あ
り
、
ま
さ
に
掛
板
を
実
際
に
読
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
村
上
師
が
『
栂
尾
山

高
山
寺
明
恵
上
人
』
を
出
版
し
た
の
は
昭
和
四
年
十
二
月
で
、
今
回
発
見
し
た
現
存
す
る
掛
板
の
下
に
敷
か
れ
て
い
た
大
阪
朝

日
新
聞
は
昭
和
五
年
八
月
付
の
も
の
で
あ
る
。
年
代
的
に
は
村
上
師
が
高
山
寺
に
お
い
て「
我
山
に
来
て
上
人
の
塔
廟
を
拝
し
、
遺
著
、
遺
墨
を
展
覧
」（
村

上
師
著
書
巻
末
土
宜
師
跋
文
）し
て
い
た
時
期
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
村
上
師
は
高
山
寺
に
お
い
て
掛
板
を
実
見
し
た
人
物
と
言
え
よ
う
。
裏
返
し

て
考
え
る
に
、
こ
の
掛
板
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
末
期
天
保
頃
に
は
、
高
山
寺
に
お
い
て
保
管
さ
れ
、
明
治
十
八
年
頃
に
も
同
様
に
扱
わ
れ
、
そ
の
状
態

は
昭
和
初
期
（
昭
和
五
年
）
ま
で
は
寺
内
関
係
者
の
も
と
で
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
以
外
の
先
行
文
献
で
は
、
掛
板
を
見
た
と
考
え
に
く
い
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
４
の
大
日
本
史
料
と
８
の
国
会
図
書
館
蔵
本
は
裏
書
の
注
記
等
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
別
の
写
本
に
よ
る
転
写
本
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
田
中
氏
・
奥
田
氏
の
引
用
部
分
に
も
実
際
の
掛
板
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
な
の
は
、
１
の
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
に
お
け
る
裏
書
部
分
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
き
入
れ
そ
の
も
の
は
明
ら
か
に

紙
本
の
写
本
を
さ
し
て
い
る
が
、
年
代
的
に
見
て
高
山
寺
内
に
掛
板
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

六

ま

と

め

最
後
に
、
高
山
寺
蔵
の
（
再
）
発
見
さ
れ
た
掛
板
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
か
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

ま
ず
は
こ
の
掛
板
の
真
偽
、
つ
ま
り
明
恵
上
人
御
作
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
高
山
寺
の
聖
教
に
は

極
め
て
保
存
状
態
の
悪
い
も
の
も
多
く
、
ま
た
、
多
く
の
戦
乱
や
自
然
災
害
に
よ
り
相
当
数
の
聖
教
類
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
草
創
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期
の
記
録
に
よ
れ
ば
当
初
寺
内
経
蔵
に
一
切
経
が
二
部
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
在
で
は
一
点
も
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
掛
板
は
明
恵
上
人
が
高

山
寺
を
創
設
す
る
以
前
の
紀
州
に
お
け
る
修
学
を
実
践
し
て
い
た
頃
の
も
の
で
あ
っ
て
高
山
寺
と
は
直
接
の
関
わ
り
は
薄
い
。
さ
ら
に
は
、
掛
板
の
内
容
は

華
厳
に
関
わ
る
修
業
の
あ
り
方
、
実
践
法
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
高
山
寺
に
お
い
て
華
厳
の
学
統
は
早
く
衰
退
し
て
し
ま
っ
（
注
十
一
）

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

が
長
く
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
は
奇
蹟
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
高
山
寺
は
基
本
的
に
「
モ
ノ
を
大
切
に
す
る
・
捨
て
な
い
」
と
い
う
伝
統
が
あ
り
、
相
当
痛
ん
だ
聖
教
や
什
物
で
も
大
切
に
保
管
し
て
い

る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
明
恵
上
人
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
寺
宝
と
し
て
大
切
に
扱
わ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
事
は
推
測
で
き
る
。
実
際
、

明
恵
上
人
自
筆
に
か
か
る
聖
教
類
は
数
多
く
現
存
す
る
し
、
上
人
所
持
と
伝
え
ら
れ
る
什
物
・
絵
画
な
ど
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
掛
板
を
お
い
て
考

え
れ
ば
、
明
恵
上
人
御
作
と
し
て
長
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
し
て
も
十
分
首
肯
さ
れ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
、
こ
の
掛
板
を
見
れ
ば
板
の
状
態
は
極
め
て
良
好
で
そ
れ
ほ
ど
長
い
年
月
を
経
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
が
、
文
面
の
筆
跡
は
明
恵
上

人
の
自
筆
資
料
と
極
め
て
良
く
似
て
い
る
。
例
え
ば
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
で
明
恵
上
人
自
筆
の
も
の
と
し
て
著
名
な
、「
大
唐
天
竺

里
程
書
」（
重
書
10
）
一
通
は
ほ
ぼ
同
時
期
元
久
元
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
筆
跡
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
特
に
共
通
し

て
出
て
く
る
漢
字
の
「
毎
」「
日
」「
五
」「
也
」
な
ど
は
酷
似
し
て
お
り
崩
し
た
書
体
の
「
印
」
な
ど
も
よ
く
似
て
い
る
。
建
仁
元
年
（
1201
）
と
元
久
元
年

（
1204
）
は
と
も
に
紀
州
に
お
い
て
修
学
し
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
共
通
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
も
し
こ
の
掛
板
が
後
の
複
製
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
、
高
山
寺
で
は
華
厳
の
法

統
は
途
絶
え
、
真
言
密
教
を
中
心
的
な
教
理
と
す
る
寺
院
に
変
化
し
て
い
た
時
期
に
、
わ
ざ
わ
ざ
明
恵
上
人
ゆ
か
り
の
も
の
と
は
い
え
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

忠
実
に
掛
板
を
作
成
す
る
理
由
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
江
戸
時
代
初
期
寛
永
頃
の
「
学
問
印
信
」
書
写
本
に
は
掛
板
か
ら
の
忠
実
な
穴
の
数
・
位

置
・
寸
法
等
も
写
さ
れ
て
い
る
の
も
現
物
を
み
た
こ
と
に
よ
る
転
写
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
積
極
的
な
証
拠
は
筆
跡
の
み
で
は
あ
る
が
、（
消
極
的
な
）
状
況
証
拠
と
し
て
は
、
こ
の
発
見
さ
れ
た
掛
板
は
建
仁
元
年

明
恵
上
人
御
作
の
も
の
と
推
定
す
る
の
が
適
当
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
高
山
寺
に
と
っ
て
は
寺
宝
の
一
つ
が
（
再
）
発
見
さ
れ
た
も
の
と
し
て
追
加
さ
せ
る
べ

き
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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な
お
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
①
「
学
問
印
信
」
書
写
本
の
系
統
と
書
き
込
み
の
解
明
、
②
書
写
本
本
文
の
校
異
、
③
掛
板
の
来
歴
と
保
管
の
実
態
の
解

明
、
④
「
課
業
印
信
」
の
内
容
検
討
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
今
回
は
掛
板
の
発
見
と
体
裁
を
中
心
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
ら
課
題
は
す
べ
て
後

考
を
考
え
て
い
る
。

注

一

徳
永
良
次
「
高
山
寺
・
義
淵
房
霊
典
と
覚
薗
院
代
々
（
一
）」（
北
海
学
園
大
学
「
人
文
論
集
」
第
三
十
八
号

二
〇
〇
八
年
三
月
）

同

「
高
山
寺
・
義
淵
房
霊
典
と
覚
薗
院
代
々
（
二
）」（
北
海
学
園
大
学
「
人
文
論
集
」
第
四
十
二
号

二
〇
〇
九
年
三
月
）

二

も
ち
ろ
ん
先
行
研
究
で
義
淵
房
霊
典
の
事
績
に
つ
い
て
は
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

奥
田

勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
年
一
一
月
）

田
中
久
夫
『
鎌
倉
仏
教
雑
考
』（
思
文
閣
出
版

一
九
八
二
年
二
月
）

三

注
一
文
献
に
遡
る
筆
者
の
以
下
の
論
考
も
聖
教
目
録
の
成
立
か
ら
見
た
霊
典
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

徳
永
良
次
「
高
山
寺
に
お
け
る
聖
教
目
録
の
形
成
に
つ
い
て
」（
築
島
裕
博
士
傘
寿
記
念
『
国
語
学
論
集
』
汲
古
書
院

平
成
十
七
年
十
月
）

同

「
高
山
寺
初
期
に
お
け
る
聖
教
の
保
管
と
整
理
｜

古
目
録
を
手
掛
か
り
と
し
て
｜

」（
訓
点
語
学
会
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」

第
一

一
四
輯

平
成
十
七
年
三
月
）

同

「『
聖
教
目
録
／
禅
浄
房
／
潅
頂
』
解
題
」（『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
二
年
三
月
）

四

高
山
寺
の
聖
教
目
録
作
成
に
つ
い
て
は
、
従
来
建
長
年
間
に
大
規
模
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
筆
者
の
調
査
に
よ
り
寛
喜
年
間
以
前
に
禅
浄

房
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
、
そ
の
後
定
真
、
霊
典
が
編
成
替
え
と
共
に
聖
教
目
録
の
整
理
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
注
三
文
献
に
詳
述
し
て
い
る
。

五

方
便
智
院
聖
教
目
録
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
が
有
益
で
あ
る
。

奥
田

勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
年
一
一
月
）
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金
水
敏
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
解
題
」（『
明
恵
上
人
資
料
第
四
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
八
年
一
月
）

宮
澤
俊
雅
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
解
題
」（『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』
東
京
大
学
出
版
会

二
〇
〇
二
年
三
月
）

ま
た
、

石
塚
晴
通
「
明
治
十
八
年
高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」（
平
成
二
十
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
「
研
究
報
告
論
集
」）

で
は
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」
を
文
明
期
と
さ
れ
て
い
る
。

六

注
一
文
献
参
照

七

石
塚
晴
通
「
明
治
十
八
年
高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」（
平
成
二
十
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
「
研
究
報
告
論
集
」）

八

高
山
寺
が
幾
多
の
戦
乱
や
火
災
・
水
害
と
い
っ
た
自
然
災
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
四
の
奥
田

勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』
に
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
聖
教
の
伝
存
状
況
を
中
心
と
し
た
考
察
の
中
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
以
下
の
よ
う

な
論
考
が
あ
る
。

奥
田
勲
他
『
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
五
年
二
月
）

金
水
敏
「
方
便
智
院
聖
教
目
録
解
題
」（『
明
恵
上
人
資
料
第
四
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
九
八
年
一
月
）

宮
澤
俊
雅
他
『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』

二
〇
〇
二
年
三
月

東
京
大
学
出
版
会
）

九

石
塚
晴
通
「
明
治
十
八
年
高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」（
平
成
二
十
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
「
研
究
報
告
論
集
」）

十

石
塚
晴
通
・
大
槻
信
「
高
山
寺
経
蔵
現
存
経
箱
識
語
」（『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録

完
結
編
』
汲
古
書
院

二
〇
〇
七
年
十
二
月
）

十
一

明
恵
上
人
示
寂
後
の
高
山
寺
に
お
け
る
教
学
活
動
の
統
括
的
な
研
究
は
、
近
時
、
土
井
光
祐
氏
に
よ
り
精
力
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

土
井
光
祐「
高
山
寺
関
係
聞
書
類
の
資
料
的
性
格
と
学
統
｜

講
説
聞
書
と
伝
授
聞
書
と
を
め
ぐ
っ
て
｜

」（
訓
点
語
と
訓
点
資
料

第
九
十
五
輯

一
九
九
七
年
三
月
）

ま
た
、
対
照
的
に
方
便
智
院
の
空
達
房
定
真
を
第
一
世
と
す
る
真
言
宗
の
活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
早
く
か
ら
次
の
論
考
に
統
計
的

に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
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小
林
芳
規
「
高
山
寺
経
蔵
の
鎌
倉
時
代
の
典
籍
に
つ
い
て
」（『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

一
九
八
〇
年
十
二
月
）

― ―177

（

）

四
〇

北海学園大学人文論集 第45号(2010年３月)


