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高
山
寺
に
お
け
る
聖
教
目
録
の
変
遷
（
一
）

近
世
か
ら
明
治
期
を
中
心
に

徳

永

良

次

は

じ

め

に

京
都
栂
尾
高
山
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
聖
教
類
に
つ
い
て
は
、

鎌
倉
時
代
明
恵
上
人
存
命
当
時
か
ら
そ
の
所
蔵
目
録
の
作
成
・
整

備
が
行
わ
れ
て

（
注
一
）

き
た
。
特
に
初
期
の
聖
教
目
録
に
つ
い
て
は
相
当

程
度
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
こ
の
成
果
を
利
用
し
て
、
個
別
の
聖

教
が
ど
の
よ
う
に
施
入
、
あ
る
い
は
伝
来
し
保
管
・
利
用
さ
れ
て

き
た
か
に
つ
い
て
深
く
検
討
で
き
る
段
階
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
高
山
寺
聖
教
目
録
の
変
遷
を
大
き
く
三
期
に

分
（
注
二
）

け
る
。
こ
の
三
期
と
い
う
分
類
の
適
否
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く

措
く
と
し
て
、
そ
の
時
期
を
以
下
に
摘
記
す
る
。

第
一
期

鎌
倉
時
代
建
長
年
間

第
二
期

江
戸
時
代
寛
永
頃

第
三
期

江
戸
時
代
中
期
以
降

こ
の
内
、
第
一
期
に
か
か
る
時
期
の
聖
教
目
録
に
つ
い
て
、
筆

者
は
明
恵
上
人
の
弟
子
で
あ
る
禅
浄
房
空
弁
に
か
か
る
資
料
を
検

討
し
、
第
一
期
を
二
十
年
ほ
ど
遡
る
寛
喜
年
間
に
高
山
寺
の
聖
教

目
録
の
作
成
・
整
備
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘

（
注
三
）

し
た
。

こ
の
よ
う
に
高
山
寺
草
創
期
の
状
態
ま
で
相
当
程
度
知
り
得
る

の
は
、
上
述
し
た
目
録
類
の
整
備
が
、
現
代
で
言
う
と
こ
ろ
の
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
に
対
応
し
、
各
聖
教
に
は
そ
れ
に
対
応
し
た
ラ
ベ
ル

と
も
言
う
べ
き
記
録
が
体
系
的
か
つ
整
然
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
大

（
注
四
）

き
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
高
山
寺
に
は
こ
の
よ
う
な
整
然
と
し
た
聖
教

（

）
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目
録
の
他
に
、
か
な
り
の
数
の
い
わ
ゆ
る
「
目
録
」
と
呼
べ
る
も

の
が
現
存
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
内
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

資
料
翻
刻
と
考
察
を
ま
と
め
て

（
注
五
）

き
た
。
さ
ら
に
、
近
年
新
た
な
資

料
の
出
現
も
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
結
果
判
明
し
た
成
果
を
も
総

合
し
て
高
山
寺
聖
教
の
目
録
の
変
遷
を
ま
と
め
て
い
く
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
従
来
網
羅
的
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
、

高
山
寺
経
蔵
聖
教
と
そ
の
目
録
に
つ
い
て
歴
史
的
変
遷
を
辿
っ
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
高
山
寺
の
教
学
活
動
と
そ

れ
に
伴
う
聖
教
類
の
推
移
と
の
相
関
性
を
解
明
す
る
糸
口
に
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
上
で
、
主
と
し
て
従
来
網
羅
的
に
検
討
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
高
山
寺
に
お
け
る
目
録
類
が
ど

の
程
度
現
存
し
、
そ
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
の
指
標
た
り

得
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
目
録
箱
」
と
も
称
す
べ
き
現
経

蔵
の
第
四
部
第
一
三
五
函
の
伝
存
状
況
と
構
成
を
中
心
に
考
察
し

て
い
く
。

一

高
山
寺
に
お
け
る
「
目
録
」

は
じ
め
に
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調

査
団
編
『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
』
第
一
〜
第
四
等
か
ら
「
目

録
」
と
い
う
書
名
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
検
し
て
み
る
に
、
お

よ
そ
二
七
二
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
お
よ
そ
」と
す
る
の

は
、
書
名
あ
る
い
は
内
容
的
に
見
て
「
目
録
」
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
た
も
の
を
含
め
た
総
数
を
あ
げ
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の

他
に
も
「
目
録
」
に
類
す
る
も
の
も
多
く
存
在
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
録
・
証
」
な
ど
い
う
書
名
で
あ
っ
て
も
そ
の

内
実
は
、
あ
る
聖
教
や
資
料
の
一
覧
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
い

わ
ゆ
る
目
録
と
称
し
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
網
羅
す
る
こ
と
は
事
実
上
困
難

で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
上
述
し
た
二
七
二
点
の
目
録
類
を
対
象

に
検
討
し
て
い
く
。

さ
て
、
こ
れ
ら
資
料
は
内
容
的
に
は
一
様
で
は
な
く
、
様
々
な

要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
ま
た
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。奥
田
氏
に
よ
る
聖
教
目
録
作
成
時
期
に
よ
る
分
類
以
外
に
、

こ
こ
で
は
内
容
に
よ
る
区
分
を
考
え
て
み
た
い
。
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一
｜
一

ま
ず
第
一
に
、
高
山
寺
の
公
的
活
動
に
関
わ
る
聖
教
を
整
備
・

活
用
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
目
録
類
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に

該
当
す
る
聖
教
目
録
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

１

高
山
寺
聖
教
目
録

１
は
、
鎌
倉
時
代
建
長
二
年
に
義
淵
房
霊
典
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
聖
教
目
録
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
真
言
書
を

除
く
高
山
寺
内
の
内
典
外
典
を
網
羅
し
た
も
の
と
見
ら

（
注
六
）

れ
る
。

２

高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録

２
は
、
１
以
外
の
真
言
書
を
集
め
た
聖
教
目
録
で
あ
り
、
長
真

に
よ
り
建
長
三
年
に
作
成
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
こ
と
が
奥
書
か
ら

知
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
聖
教
目
録
は
、
江
戸
時
代
寛
永
年
間
に

点
検
整
備
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
準
ず
る
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
聖
教
目

録
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

３

法

臺
聖
教
目
録

３
は
「
明
恵
上
人
の
建
立
し
た
高
山
寺
内
の
説

（
注
七
）

法
所
」
で
あ
っ

た
法

臺
道
場
が
聖
教
を
集
積
し
、
聖
教
目
録
と
し
て
そ
の
蔵
書

目
録
が
作
成
さ
れ
公
的
管
理
に
「
昇
格
」
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

の
作
成
時
期
は
、一
部
は
建
長
年
間
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
と

（
注
八
）

す
る
。

４

方
便
智
院
聖
教
目
録

４
は
公
的
活
動
に
関
わ
る
目
録
と
い
う
本
来
の
成
り
立
ち
と
は

性
格
を
異
に
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
元
は
高
山
寺
内
の
子
院
の
一

つ
で
あ
っ
た
方
便
智
院
に
か
か
る
聖
教
目
録
で
あ
る
。
先
行
研
究

で
言
う
と
こ
ろ
の
「
公
的
な
」
も
の
と
は
見
な
し
得
な
い
が
、
後

に
質
・
量
共
に
高
山
寺
聖
教
に
あ
っ
て
は
極
め
て
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
上
記
聖
教
目
録
に
準
ず
る
性
格
で
あ
る
と

見
做
さ
れ
て
い
る
。
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３
の
『
法

臺
聖
教
目
録
』
の
成
立
に
つ
い
て
先
行
研
究
で
は

「
こ
れ
ら
多
大
の
密
教
書
が
如
何
な
る
経
緯
に
よ
り
法

臺
蔵
書

に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
ゐ

（
注
九
）

な
い
。」と
さ
れ
て
い
た
が
、
筆
者
の
調
査
に
よ
り
、
少
な
く
と
も

そ
の
内
の
第
一
箱
か
ら
第
十
六
箱
部
分
ま
で
は
、
建
長
年
間
を
遡

る
時
期
（
恐
ら
く
寛
喜
三
年
頃
を
上
限
と
推
定
さ
れ
る
時
期
）
に

「
禅
浄
房
書
籍
」
と
し
て
整
備
さ
れ
た
聖
教
と
そ
の
目
録
（
現
存
し

て
い
な
い
）
が
母
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

（
注
十
）

し
た
。
つ

ま
り
、
寛
喜
年
間
に
は
禅
浄
房
に
よ
る
聖
教
目
録
が
少
な
く
と
も

次
の
二
種
類
存
在
し
て
い
た
。

５

聖
教
目
録
禅
浄
房

書
籍

現
在
所
在
不
明
。『
禅
上
房
書
籍
欠
目
録
』

が
現
存
）

６

聖
教
目
録
禅
浄
房

灌
頂

５
は
、
禅
浄
房
（
空
辨
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
禅
上
房
と
も
）

に
関
す
る
聖
教
に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
が
、
現
在
所
在
不
明
と

な
っ
て
い
る
。『
禅
上
房
書
籍
欠
目
録
』は「
聖
教
目
録
禅
浄
房

書
籍

」（
仮

称
）
を
元
と
し
た
、
当
時
何
ら
か
の
理
由
で
不
明
に
な
っ
た
聖
教

を
点
検
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
「
欠
目
録
」
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
聖
教
目
録
に
は
、
第
一
箱
か
ら
始
ま
り
、
途
中
欠
番
は
あ
る

も
の
の
、
第
四
十
六
箱
ま
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
当
時
禅
浄
房
が

何
ら
か
の
形
で
、
四
十
六
箱
も
の
典
籍
を
保
有
し
て
い
た
可
能
性

の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
箱
の
編
成
は
、
か
な
り
整
然
と

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
前
半
は
、
仏
典
（
第
一
・
二
箱
）
儀
軌

（
第
三
・
四
）
が
、
続
い
て
次
第
（
第
九
箱
）
や
抄
物
な
ど
に
な
り
、

第
十
四
箱
は
明
ら
か
に
弘
法
大
師
空
海
に
関
わ
る
典
籍
で
あ
る
。

そ
の
後
も
、
華
厳
・
法
華
経
関
係
典
籍
と
続
き
、
第
四
十
四
箱
以

降
は
、
漢
籍
・
辞
書
な
ど
、
仏
典
以
外
の
資
料
が
納
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
編
成
は
個
人
の
蔵
書
と
は
考

え
に
く
く
、
恐
ら
く
は
高
山
寺
の
公
的
管
理
に
基
づ
く
聖
教
目
録

と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
奥
書
等
が
存
し
な
い
が
、
鎌

倉
時
代
中
期
、
恐
ら
く
は
寛
喜
以
降
建
長
年
間
ま
で
の
成
立
で
あ

り
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
高
山
寺
聖
教
と
そ
の
目
録
の
整
備
過
程

で
作
成
さ
れ
た
欠
本
点
検
の
た
め
の
目
録
と
見
ら
れ
る
。

上
記
二
資
料
は
、
３
の
『
法
鼓
臺
聖
敎
目
録
』
と
の
緊
密
な
対

応
関
係
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
３
と
５
の
両
資
料
間
に
お
い
て
、
第
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一
箱
か
ら
第
十
六
箱
ま
で
は
、
判
明
し
て
い
る
聖
教
と
そ
の
所
属

箱
が
ほ
ぼ
完
全
に
一

（
注
十
一
）

致
す
る
。
特
に
、
第
十
四
函
は
両
目
録
共
に

「
御
作
」す
な
わ
ち
、
弘
法
大
師
空
海
関
係
典
籍
を
収
め
た
箱
で
あ

る
こ
と
が
共
通
し
て
お
り
、
箱
ご
と
一
括
し
て
引
き
継
が
れ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

６
は
、
禅
浄
房
が
所
持
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
管
理
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
聖
教
の
内
、
灌
頂
に
関
す
る
部
分
を
目
録
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
本
目
録
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
解
題
を
記
し
た

も
の
が
あ

（
注
十
二
）

る
の
で
、
以
下
要
約
・
加
筆
し
て
示
す
。

本
目
録
は
巻
子
本
で
、
全
十
一
紙
か
ら
な
る
。
第
一
紙
か
ら
第

八
紙
ま
で
を
明
恵
上
人
の
弟
子
で
あ
る
空
達
房
定
真
が
作
成
し
、

以
降
第
十
一
紙
ま
で
を
同
じ
く
弟
子
の
義
淵
房
霊
典
が
作
成
し
、

全
体
に
わ
た
っ
て
校
合
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
八
紙
末
尾
に

定
真
に
よ
る
以
下
の
よ
う
な

書
が
あ
る
。

右
目
録
注
進
如
件

喜
三
年
五
月
十
六
日
（
花
押
）

ま
た
、
第
十
一
紙
に
は
霊
典
に
よ
る

書
が
あ
る
。

建
長
三
年
辛亥

四
月
一
日
重
校
勘
記
加
之

高
山
寺
知
寺
沙
門
霊
典
（
花
押
）

こ
の
二
つ
の

書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
は
じ
め

喜
三
年

に
定
真
が
作
成
し
た
目
録
を
、
後
の
建
長
三
年
に
霊
典
が
整
理
し

校
合
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
目
録
に
記
載
さ
れ
た
聖
教

が
、
そ
の
後
如
何
な
る
変
遷
を
辿
っ
た
か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
が
、
後
に
寛
永
年
間
の
顕
証
ら
に
よ
る
経
蔵
整
理
の
際

に
、
当
時
相
当
数
の
聖
教
が
失
わ
れ
て
い
た
『
法

臺
聖
教
目
録

下
巻
』
に
該
当
す
る
聖
教
を
再
整
備
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
禅

浄
房
灌
頂
聖
教
群
が
施
入
さ
れ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
５
と
６
の
禅
浄
房
の
名
前
を
冠
し
た
聖
教

目
録
は
、
１
と
２
の
目
録
が
作
成
さ
れ
る
建
長
年
間
以
前
の
聖
教

に
つ
い
て
の
目
録
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
よ
っ
て
こ
れ
ら

も
高
山
寺
に
お
け
る
「
公
的
な
」
聖
教
目
録
で
あ
る
と
し
て
も
良

い
。

一
｜
二

次
に
、
高
山
寺
内
に
は
創
建
当
初
か
ら
多
く
の
子
院
が
存
在
し
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て
お
り
、
そ
の
蔵
書
を
示
し
た
と
見
ら
れ
る
目
録
も
残
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
４
の
『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』
も
元
は
、
空
達
房

定
真
を
第
一
世
と
す
る
方
便
智
院
に
お
け
る
聖
教
類
を
母
胎
と
し

た
目
録
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
各
子
院
の
聖
教
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
目

録
が
あ
げ
ら
れ
る
。

７

地
蔵
院
聖
教
目
録
（
第
四
部
一
三
五
函
14
号
）

８

善
財
院
聖
教
）
目
録
（
第
四
部
一
三
五
函
18
号
）

高
山
寺
に
は
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
少
な
く
と
も

十
四
の
僧
房
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
の
、
方
便
智

院
、
地
蔵
院
、（
善
財
院
）に
つ
い
て
の
聖
教
目
録
が
現
存
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
７
の
地
蔵
院
、
８
の
善
財
院
の
聖
教
目
録
に
つ

い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
。
さ
ら
に
、
４『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』

の
中
に
は
「
十
無
盡
院
聖
教
目
録
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
の
で
、

少
な
く
と
も
こ
の
目
録
が
作
成
さ
れ
た
室
町
時
代
文
明
年
間
頃
に

は
十
無
盡
院
に
も
蔵
書
と
そ
の
目
録
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性

（
注
十
三
）

が
あ
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
。

以
上
の
八
点
が
高
山
寺
に
現
存
し
て
い
る
、
寺
院
内
で
聖
教
を

あ
る
目
的
で
類
聚
し
た
目
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
や
相
互
関

係
、
伝
承
の
歴
史
な
ど
を
詳
細
に
辿
る
こ
と
で
、
高
山
寺
に
お
け

る
教
学
活
動
の
一
端
と
変
遷
を
知
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ

以
外
に
も
、
先
の
「
十
無
盡
院
」
を
含
め
、
江
戸
時
代
の
子
院
で

あ
る
「
賢
首
院
・
報
恩
院
・
三
尊
院
」
な
ど
に
蔵
書
が
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
、
現
存
す
る
聖
教
に
押
さ
れ
た
印
記
か
ら
推
定
さ
れ

（
注
十
四
）

て
い
る
。

一
｜
三

特
定
の
書
籍
等
を
対
象
と
し
た
目
録

高
山
寺
内
に
は
、
寺
内
の
経
蔵
、
あ
る
い
は
子
院
に
つ
い
て
の

聖
教
目
録
以
外
に
も
数
多
く
の
目
録
類
が
存
在
す
る
。こ
こ
で
は
、

特
定
の
目
的
で
作
成
、
あ
る
い
は
書
写
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
一

言
す
る
。

９

唐
本
一
切
経
目
録
（
第
四
部
二
〇
八
函
七
号
）

『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
冒
頭
部
分
に
「
一
切
経
二
部
之
内
／
一
部

唐
本
」
と
あ
る
記
述
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
。
創

建
当
初
の
高
山
寺
に
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
一
切
経
が
二
部
あ
っ
た
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こ
と
が
記
録
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
所
在
不
明
と
な
っ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
一
切
経
目
録
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
目
さ

れ
て
い
る
が
、
宋
版
一
切
経
は
複
数
存
在
し
て
お
り
、
高
山
寺
の

い
ず
れ
の
宋
版
を
類
聚
し
た
目
録
で
あ
る
の
か
、
詳
細
は
今
後
の

研
究
に
委
ね
な
く
て
は
な

（
注
十
五
）

ら
な
い
。

10

東
域
傳
燈
目
録
（
第
一
部
第
二
七
九
号
）

本
資
料
は
、
院
政
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
書
写
さ
れ
た

目
録
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
高
山
寺
聖
教
目
録
』
に
も
「
東
域
傳

燈
傳
」
と
あ
り
、
明
恵
上
人
の
教
団
草
創
期
以
来
、
高
山
寺
に
伝

来
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
興
福
寺
僧
の
永
超
が
寛
治
八

年
に
作
成
し
た
も
の
で
、
本
邦
に
お
け
る
仏
教
に
関
す
る
資
料
を

永
超
が
実
見
し
た
も
の
を
中
心
に
網
羅
的
に
登
載
し
た
も
の
と
さ

れ
（
注
十
六
）

て
い
る
。

11

上
人
所
作
目
録
（
第
四
部
第
一
四
八
函
一
八
号
）

栂
尾
上
人
御
製
作
目
録
（
第
四
部
第
一
四
八
函

（
注
十
七
）

四
一
号
）

両
者
と
も
現
経
蔵
に
お
け
る
分
類
で
は
一
四
八
函
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
一
四
八
函
は
い
わ
ゆ
る
「
明
恵
函
」
と
も
言
う
べ
き
聖

教
函
で
あ
り
、
明
恵
上
人
に
関
係
し
た
聖
教
を
数
多
く
含
む
こ
と

で
知
ら
れ
て
い
る
。

内
容
的
に
は
、
明
恵
上
人
の
著
作
を
江
戸
時
代
の
基
準
・
認
識

に
よ
り
類
聚
、
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
栂
尾
上
人
御
製
作
目

録
』
の
方
が
簡
略
化
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
以
外
に
も
、『
根
本
大
和
尚
真
跡
策
子
等
目
録
』（
高
山
寺

経
蔵
第
一
部
212
号
）
な
ど
の
目
録
と
も
言
う
べ
き
重
要
典
籍
が
あ

る
が
、
詳
細
は
割
愛
す
る
。

さ
ら
に
、
特
定
の
書
籍
等
を
対
象
と
し
た
目
録
の
他
に
、
諸
尊

法
等
、
相
当
数
の
資
料
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
を
記
録
し
た
「
目
録
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
教
群
に
付
随
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
現
在
の
高
山
寺
経
蔵
の
第
四
部

第
八
九
函
に
は
「
金
玉
」「
異
水
」
等
の
諸
尊
法
を
類
従
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
の
多
く
に
「
目
録
」
が
付
属
し

（
注
十
八
）

て
い
る
。

一
種
の
聖
教
目
録
と
言
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
高
山
寺
現
経
蔵
に
お
い
て
相
当
の
分
量
が
現
存
し
て
い

る
の
で
、
詳
細
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
言
す
れ
ば
、
高
山

寺
内
の
二
七
二
点
に
お
よ
ぶ
目
録
類
の
中
で
は
最
も
点
数
の
多
い

も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
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一
｜
四

本
章
の
最
後
に
は
、
書
名
に
何
ら
か
の
形
で
「
目
録
」
と
い
う

名
称
が
あ
り
な
が
ら
必
ず
し
も
目
録
と
は
言
い
が
た
い
内
容
の
も

の
を
取
り
上
げ
る
。

12

梅
尾
聖
教
目
録
（
第
四
部
第
一
三
五
函
23
号
）

本
資
料
は
、「
目
録
」の
名
称
を
冠
し
て
は
い
る
が
、
内
容
的
に

見
る
と
目
録
と
は
言
い
が
た
く
、
実
態
は
外
部
に
聖
教
を
貸
し
出

し
た
際
の
「
貸
出
証
」
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
端

裏
外
題
に
「
目
録
外
」
と
記
し
た
巻
子
本
で
、「
梅
（ママ）尾

聖
教
目
録
」

の
書
出
に
続
け
て
「
真
・
法

臺
」
箱
か
ら
八
点
、「
右
外
」
に
続

け
て
「
法

臺
・
方
便
智
院
」
箱
か
ら
四
点
の
合
計
十
二
点
を
記

載
し
、
奥
書
に
「
右
表
書
之
目
録
之
内
聖
教
十
六
（ママ）

部
／
令
恩
借
候

處
實
正
明
白
也
新
寫
出
来
／
次
第
ニ

返
納
可
致
為
後
日
如
件
／
但

表
書
之
内
丸
點
掛
る
分
ハ
此
方
ニ

不
参
／
分
也
／
宝
永
三
年
戌
七

月
五
日

尊
寿
院
前
大
僧
正
／
隆
澄
／

栂
尾
出
世

善
財
院
御
房
」

と
あ
り
、
江
戸
時
代
宝
永
三
年
、
当
時
の
出
世
知
寺
で
あ
る
善
財

院
の
僧
侶
が
尊
寿
院
の
隆
澄
に
聖
教
十
六
部
（
実
際
に
は
十
二
点

し
か
記
載
が
な
い
）
を
貸
し
出
し
た
記
録
で
あ
る
。

右
以
外
に
は
、
外
題
内
題
等
が
付
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多

い
が
、
現
在
の
高
山
寺
の
目
録
に
は
仮
題
と
し
て（
目
録
）と
な
っ

て
い
る
も
の
の
中
に
、
実
態
は
貸
出
証
で
あ
る
資
料
が
数
多
く
存

在
す
る
。

13

進
上
目
録
）（
第
四
部
第
一
三
七
函
５
号
）

本
資
料
は
、
南
北
朝
時
代
の
書
写
と
考
え
ら
れ
る
一
通
も
の
で

あ
る
が
、
内
容
的
に
は
重
要
な
記
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

以
下
翻
字
し
て
示
す
。

歓
喜
雙
身

那
夜
迦
法

一
帖

使
咒
法
經
三
本

一
本
神
尾
玄
順
房
申
出

已
上
禪
淨
房
第
四
箱

永
和
元
八
四

歓
喜
天
念
光
抄
一
帖
眞
第
八
箱

都
合
五
帖
進
之

現
在
の
高
山
寺
典
籍
文
書
目
録
に
は
、
仮
題
と
し
て
（
進
上
目

録
）
と
し
て
お
り
、
禅
浄
房
箱
（
後
の
法

臺
聖
教
に
該
当
す
る
）

と
真
箱
（
現
在
の
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
に
該
当
す
る
）
か
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ら
五
点
を
取
り
出
し
、
進
上
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
や
り
と

り
の
具
体
的
な
人
物
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
尾
玄
順
房

と
い
う
僧
侶
が
「
使
咒
法
経
」
を
一
本
申
し
出
た
と
い
う
記
事
が

あ
る
こ
と
は
唯
一
の
手
が
か
り
と
な
り
う
る
が
、
玄
順
房
に
つ
い

て
の
事
績
は
不
明
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
南
北
朝
時
代
永
和
元
年
（
一
三
七
五
年
）
に
、

法

臺
聖
教
で
は
な
く
禅

（
注
十
九
）

浄
房
箱
と
し
て
高
山
寺
に
ま
と
ま
っ
た

聖
教
類
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に

記
載
さ
れ
た
聖
教
は
現
在
の
『
法

臺
聖
教
目
録
』
や
『
高
山
寺

経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
』
の
該
当
箇
所
に
は
記
録
が
見
ら
れ
な

い
。
永
和
年
間
に
取
り
出
さ
れ
、
某
に
進
上
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
資
料
は
目
録
と
い
う
よ
り
は
、
進
上
し

た
と
い
う
「
記
録
」
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
は
、
結
局
目
録
と
い
う
名
称
、
あ
る
い
は
形
式
を
襲
っ

て
は
い
る
が
、
内
実
は
聖
教
の
出
納
記
録
で
あ
り
、
本
来
の
意
味

で
の
目
録
か
ら
は
除
外
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
、
聖
教
目
録
と
現
物
の
照
合
・
点
検
を
し

た
と
見
ら
れ
る
資
料
も
現
存
し
て
い
る
。

14

高
山
寺
密
経
蔵
真
第
四
箱
入
目
録
（
第
四
部
第
一
三
五
函
16

号
）

本
資
料
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
写
本
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
も
の

で
、
延
宝
二
年
の
本
奥
書
を
有
す
る
。
内
容
は
石
水
院
経
蔵
内
で

「
密
教
蔵
」
と
呼
ば
れ
た
経
蔵
の
中
か
ら
、『
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内

真
言
書
目
録
』
の
第
四
箱
に
つ
い
て
の
点
検
記
録
と
目
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

同
様
の
点
検
を
行
っ
た
と
見
ら
れ
る
資
料
に
、「
真
四
箱
目
録
」

（
第
四
部
第
一
三
五
函
15
号
）
が
あ
る
。

15

紛
失
経
巻
目
録
）

第
四
部
第
二
〇
二
函
３
号
〔
134
〕）

本
資
料
は
、
室
町
時
代
天
文
六
年
に

怡
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

も
の
で
、
14
と
同
様
『
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
』
に
お

け
る
特
定
の
箱
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
そ
の
奥
書
に

于
時
天
文
六
丁酉

年
十
一
月
十
三
日
記
之
／
昨
日
自
密
經
藏
所
出
之

也
／
沙
門

怡
（
花
押
）

と
あ
り
、
さ
ら
に
寛
永
十
年
に
、
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此
儀
軌
本
目
録
合
點
畢
欠
分

四

也

／
寛
永
十
十
十
（ママ）

四
日
（
朱
書
）

と
朱
書
で
追
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
宮
澤
俊
雅
氏

は
、「
真
第
四
箱
の
聖
教
を
御
請
来
録
と
照
合
し
、
不
空
三
蔵
訳
分

は
総
て
あ
る
と
し
た
上
で
、
不
空
訳
で
な
い
も
の
で
箱
内
に
存
せ

ぬ
聖
教
一
八
種
を
列
挙
し
た
も
の

（
注
二
十
）

で
あ
る
。」
と
解
説
さ
れ
て
お

り
、
既
存
の
聖
教
目
録
を
ベ
ー
ス
に
そ
の
一
部
分
（
こ
こ
で
は
真

第
四
箱
）
に
つ
い
て
点
検
を
行
っ
た
記
録
で
あ
る
。

寛
永
十
年
の
追
記
奥
書
に
つ
い
て
宮
沢
氏
は
、「
寛
永
十
年
の
聖

教
整
理
の
際
に
は
、
十
四
種
は
他
の
箱
に
存
す
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
ら
し
く
、『
欠
本
四
巻
』
と
追
記
し

（
注
二
十
一
）

て
ゐ
る
。」
と
い
う
も
の

で
、
室
町
時
代
天
文
六
年
と
江
戸
時
代
寛
永
十
年
の
二
度
に
わ

た
っ
て
繰
り
返
し
点
検
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
高

山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
』の
第
四
箱
部
分
、
す
な
わ
ち「
真

第
四
箱
」
に
記
載
さ
れ
た
聖
教
は
、
中
世
以
降
、
寛
永
期
に
亘
っ

て
繰
り
返
し
点
検
を
受
け
た
結
果
か
、
多
く
の
聖
教
が
比
較
的
ま

と
ま
っ
て
現
存
し

（
注
二
十
二
）

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
目
録
」と
い
う
書
名
が
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は

貸
出
証
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
や
、
聖
教
の
点
検
の
目
的

で
作
成
さ
れ
た
も
の
な
ど
様
々
な
も
の
が
存
在
し
て
お
り
、
同
様

の
資
料
は
現
在
の
経
蔵
に
は
数
多
く
存
在
す
る
。
結
局
、
現
存
す

る
二
七
二
点
の
「
目
録
」
の
中
で
、
本
来
の
意
味
で
の
目
録
と
呼

べ
る
も
の
は
僅
か
で
あ
っ
て
、
多
く
は
貸
出
証
・
出
納
記
録
・
点

検
記
録
な
ど
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の

（
注
二
十
三
）

で
あ
る
。

二

高
山
寺
聖
教
の
変
遷
と
現
状

高
山
寺
に
お
け
る
経
蔵
の
姿
、
す
な
わ
ち
聖
教
が
ど
の
よ
う
に

集
積
し
利
用
さ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
、
そ
の
後
の
保
管
（
利
用
も

含
む
）
状
況
の
変
遷
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
、
同
寺
に
お

け
る
教
学
活
動
の
実
態
を
知
る
上
で
極
め
て
有
効
な
も
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
先

（
注
二
十
四
）

行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
、
筆
者
も
前
章
に

お
い
て
簡
単
に
記
述
し
た
よ
う
に
、
現
経
蔵
に
お
け
る
所
蔵
状
況

は
現
状
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
明
治
期
以
前
の
姿
と
も
相
当
に
異

な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
状
で
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う

な
高
山
寺
に
お
け
る
教
学
活
動
の
実
態
と
聖
教
集
積
・
保
管
・
利

用
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
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え
ら
れ
る
の
は
、
高
山
寺
と
そ
の
聖
教
類
が
し
ば
し
ば
自
然
災
害

や
戦
災
あ
る
い
は
人
為
的
な
行
為
等
に
よ
り
相
当
数
の
聖
教
が
失

わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
数
度
に
亘
る
編
成
替
え

が
実
施
さ
れ
、
そ
の
度
に
元
の
状
態
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
編
成
替
え
に
つ
い
て
の
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
追
跡
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う

な
記
録
も
な
い
状
態
で
編
成
替
え
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合

は
、
そ
の
追
跡
・
検
討
は
困
難
を
極
め
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で

の
先
学
の
研
究
に
よ
り
、
こ
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
は
再
構
成

可
能
な
状
態
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
も
簡
単
に
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
高
山
寺

聖
教
類
は
現
在
ま
で
に
少
な
く
と
も
三
度
の
改
編
を
経
て
い
る
こ

と
は
先
行
研
究
で
も
一
致
し
て
指
摘
し

（
注
二
十
五
）

て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、

現
状
の
高
山
寺
経
蔵
の
収
蔵
状
況
は
そ
れ
ら
と
も
大
き
く
異
な
る

部
分
が
あ
り
単
純
で
は
な
い
。
し
か
も
、
近
時
、
高
山
寺
か
ら
明

治
十
八
年
当
時
の
収
蔵
状
況
を
示
す
と
み
ら
れ
る
目
録
も
発
見
さ

れ
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
再
検
討
が
必
要
な
時
期
に
来
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
可
能
性
も
開
け
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
鎌
倉
時
代

の
草
創
期
以
来
、
高
山
寺
聖
教
類
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
遂
げ
た

か
に
つ
い
て
、
再
度
、
新
た
に
判
明
し
た
成
果
を
も
加
え
て
自
分

な
り
に
整
理
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

①

鎌
倉
時
代
建
長
年
間
前
後

室
町
時
代
文
明
頃

本
稿
の
冒
頭
で
は
極
め
て
簡
単
に
し
か
言
及
し
な
か
っ
た
の

で
、
こ
こ
で
そ
れ
以
外
の
点
を
加
え
る
。
こ
の
期
の
聖
教
類
は
、

明
恵
上
人
存
命
当
初
か
ら
整
備
と
目
録
の
作
成
が
行
わ
れ
、
建
長

期
に
一
応
の
完
成
を
見
た
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
寺
内
で
は
華
厳
・

真
言
密
教
の
教
相
面
に
重
き
を
置
く
義
林
房
喜
海
の
流
れ
を
汲
む

集
団
が
神
尾
山
な
ど
へ
出
た
こ
と
も
あ
り
、
諸
尊
法
の
伝
授
を
教

学
活
動
の
中
心
に
据
え
る
空
達
房
定
真
ら
真
言
密
教
事
相
を
重
視

す
る
僧
侶
が
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

（
注
二
十
六
）

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
室
町
時
代
に
か
け
て
真
言
事
相
の
聖
教

を
中
心
に
す
え
た
教
学
活
動
に
重
点
を
置
く
目
録
作
成
・
再
整
備

が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』
と
し
て
成
立
し
た

原
動
力
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
注
二
十
七
）

よ
う
に
、
当
初
は
高
山
寺
の

一
子
院
で
あ
っ
た
方
便
智
院
に
付
属
す
る
聖
教
が
、
当
時
の
高
山
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寺
に
お
け
る
真
言
事
相
を
中
心
と
し
た
教
学
活
動
の
一
端
と
し

て
、
い
わ
ば
「
公
的
管
理
」
へ
と
昇
格
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
期
を
経
て
、
現
在
高
山
寺
の
公
的
な
聖
教
目
録
が
完
成
を

見
た
。

②

江
戸
時
代
寛
永
頃

こ
の
時
代
の
整
理
に
関
し
て
は
、
既
に
先
行
研
究
が
多
く
あ
り

詳
細
は
そ
れ
ら
に
譲
る
。
一
言
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
最
も
特
徴
的

な
点
は
、
①
で
示
し
た
聖
教
目
録
が
再
整
備
さ
れ
、
そ
れ
を
元
に

す
べ
て
の
聖
教
に
、
所
在
を
示
す
固
有
の
番
号
が
付
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
現
在
の
高
山
寺
聖
教
に
付
さ
れ
た
番
号
と
区
別

す
る
た
め
に
「
旧
箱
番
号
」
と
称
し

（
注
二
十
八
）

て
い
る
。
顕
経
蔵
と
呼
ば
れ

る
華
厳
関
係
等
の
聖
教
、
す
な
わ
ち
当
時
の『
高
山
寺
聖
教
目
録
』

分
に
は
「
甲
乙
」
を
付
し
た
箱
番
号
が
与
え
ら
れ
た
。
他
に
、
密

教
蔵
分
と
す
る
『
法

臺
聖
教
目
録
』
分
に
は
「
臺
」
の
箱
番
号

を
、『
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
』
分
に
は
「
真
」
の
箱
番

号
を
、『
方
便
智
院
聖
教
目
録
』
分
に
は
「
東
」
の
箱
番
号
が
与
え

ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
中
世
以
降
の
戦
乱
・
自
然
災
害
、
あ
る
い
は

人
為
的
な
も
の
に
よ
る
、
こ
れ
以
上
の
散
佚
・
混
乱
を
防
ぐ
目
的

で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
こ
の
作
業
は
現
代
の
高
山
寺
資
料
調
査
を
極
め
て

実
証
的
に
進
展
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
聖
教
の
表
紙
等
に
こ
れ

ら
の
記
載
が
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
初
期
に
は
上
記
い

ず
れ
か
の
経
蔵
蔵
書
と
し
て
分
類
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
、
江
戸

時
代
に
再
整
備
さ
れ
た
目
録
と
の
対
応
関
係
を
具
体
的
に
辿
れ
る

の
で
あ
る
。

近
年
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
遡
る
時
期
の
経
蔵
に
つ
い
て
の
資

料
・
記
載
が
次
々
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

詳
細
は
別
項
に
譲
る
が
、
ひ
と
つ
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
元
応
元

年
、
方
便
智
院
仁
真
と
仁
弁
に
よ
る
「
禅
浄
房
」
聖
教
に
つ
い
て

の
記
録
「
不
可
虫
払
箱
事
」（
第
四
部
第
一
五
一
函
15
号
１
）
で
あ

る
。
こ
の
資
料
に
は
、
禅
浄
房
書
と
し
て
（
少
な
く
と
も
）
25
箱

と
灌
頂
に
関
す
る
３
箱
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
が
あ

る
。他

に
、
表
紙
に
旧
箱
番
号
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
「
禅
浄
房

二
箱
」
な
ど
の
記
載
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
に
数
十
点

の
現
存
を
確
認
し

（
注
二
十
九
）

て
い
る
。

旧
箱
番
号
と
し
て
寛
永
期
以
降
に
記
載
さ
れ
た
表
紙
識
語
は
、
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実
際
に
は
さ
ら
に
遡
る
別
系
統
の
「
旧
箱
番
号
」
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

③

江
戸
時
代
中
期
以
降

こ
の
時
期
の
経
蔵
整
備
・
再
編
成
に
関
し
て
は
、
そ
の
時
期
・

目
的
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
体
制
に
な
っ
た

か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
判
明
し
て
い
な
い
。

奥
田
氏
は
、
高
山
寺
に
現
存
す
る
経
箱
に
記
載
さ
れ
た
記
事
を

網
羅
的
に
調
査
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
に
、
あ
る
時
期
に
、
そ
れ
ま
で
の
箱
番
号

を
無
視
し
て
、
経
・
事
相
・
論
鈔
の
讃
分
類
に
よ
る
整
理
が
行
わ

れ
、経

三
六
箱
（
も
し
く
は
そ
れ
以
上
）

事
相

四
八
箱
（

〃

）

論
鈔

一
八
箱
（

〃

）

の
よ
う
な
編
成
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
現
在
の
箱
番
号

は
そ
の
編
成
の
主
な
部
分
を
引
き
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
時
期
は
現
存
の
資
料
に
記
録
が
見
え
ず
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
箱
に
記
さ
れ
た
「
改
経
」
な
ど
の
筆
致
か
ら
、
幕
末
よ
り
さ

し
て
遠
く
遡
る
も
の
で
は
な
い
と
思

（
注
三
十
）

わ
れ
る
。」

結
局
、
現
状
で
判
明
し
て
い
る
こ
と
は
先
行
研
究
を
超
え
る
も

の
で
は
な
く
、

・「
経
・
事
相
・
論
鈔
」
と
再
編
成
が
行
わ
れ
た

・
そ
れ
は
鎌
倉
〜
寛
永
期
の
状
態
を
大
幅
に
改
編
し
た

・
そ
の
改
編
を
記
録
し
た
目
録
・
記
録
も
現
存
し
て
い
な
い

・
現
在
の
高
山
寺
聖
教
の
編
成
と
も
合
致
し
な
い
。

と
い
う
点
の
み
を
指
摘
で
き
る
に
と
ど
ま
る
の
は
、
極
め
て
残
念

で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

④

現
在
の
高
山
寺
経
蔵
の
編
成

先
行
研
究
で
は
、
現
在
の
高
山
寺
経
蔵
の
編
成
は
、
基
本
的
に

③
の
状
態
を
基
に
し
た
と
し
て
い
る
が
実
際
に
は
、
さ
ら
に
、
明

治
以
降
数
度
の
所
属
替
え
等
を
経
て
現
状
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の

変
遷
を
年
代
順
に
辿
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

近
時
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
と
し
て
、「
明
治
十
八
年
高
山

寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」
が
あ
る
。
本
書
の
識
語
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に
よ
る
と
、
明
治
十
八
年
七
月
二
日
に
当
時
の
高
山
寺
住
職
錦
小

路
証
成
師
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
り
、
当
時
の
高
山
寺
経

蔵
に
お
け
る
聖
教
の
収
蔵
状
況
を
物
語
る
も
の
と
し
て
極
め
て
重

要
な
資
料
と
言
え
る
。
本
資
料
は
す
で
に
書
誌
、
全
文
の
影
印
と

翻
刻
が
あ

（
注
三
十
一
）

る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。
成
立
に
は
な
お
不

明
確
な
点
、
未
検
討
の
部
分
が
多
く
、
資
料
の
持
つ
意
味
に
つ
い

て
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

表
紙
に
は
、「
明
治
十
八
年
七
月
二
日
改
正
新
写
京
府
庁

法
務

□
所
□
」
と
い
う
書
込
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
八
年

以
前
に
す
で
に
原
形
と
も
言
え
る
取
調
牒
が
あ
り
、
そ
の
後
、
本

資
料
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
在
、
そ

の
原
本
に
当
た
る
資
料
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。資
料
の
随
所
に
、

検
印
と
お
ぼ
し
き
「
封
」
と
い
う
印
記
や
欄
外
な
ど
に
丸
印
や
、

「
同
」、「
一
項
」、「
第
七
項
」な
ど
の
書
き
入
れ
が
あ
り
、
本
書
を

基
に
実
際
の
高
山
寺
蔵
書
等
が
点
検
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

構
成
は
、
宝
物
部
・
什
物
部
・
什
物
追
加
之
部
・（
法

臺
聖

教
）・
高
山
寺
法

臺
古
文
書
の
五
分
類
と
な
っ
て
お
り
、
法

臺

聖
教
以
外
は
基
本
的
に
は
一
点
ず
つ
名
称（
書
名
）、点
数
を
示
し
、

必
要
に
応
じ
て
筆
者（
作
者
）、
体
裁
等
の
情
報
を
記
載
す
る
。
特

に
前
半
の
宝
物
・
什
物
部
に
は
点
検
の
印
記
・
書
き
入
れ
を
詳
細

に
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
高
山
寺
外
の
府
庁
な
ど
の
外
部
調

査
者
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
な
の
は
、（
法

臺
聖
教
）部
で
あ
り
、
総
計
百
二
十
箱
を

記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
高
山
寺
聖
教
類
を
収
め
た
箱

の
総
計
と
考
え
て
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
以
外
に
、
宝
物
・

什
物
部
に
も
聖
教
類
が
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
総
数

は
さ
ら
に
増
加
す
る
。
聖
教
の
記
載
は
、
箱
ご
と
に
書
名
と
員
数

を
示
し
て
い
る
が
、
破
損
の
甚
だ
し
い
も
の
は
大
ま
か
な
記
述
に

留
ま
っ
て
お
り
、
全
容
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
加
え
て
、
こ
の

資
料
に
記
載
さ
れ
た
箱
と
聖
教
の
収
蔵
状
況
は
、
寛
永
期
の
目
録

の
内
容
と
も
合
致
し
な
い
し
、
前
項
で
取
り
上
げ
た
③
の
「
経
・

事
相
・
論
鈔
」
と
い
う
分
類
と
も
合
致
し
な
い
。

さ
ら
に
近
時
、
こ
の
資
料
の
浄
書
版
と
も
言
え
る
新
た
な
資
料

も
発
見
さ
れ
、
今
後
、
高
山
寺
に
お
け
る
明
治
初
期
の
様
相
が
明

ら
か
に
な
る
糸
口
が
出
来
た
と
言
え
る
。
こ
の
資
料
に
は
、
奥
書

部
分
に
「
明
治
十
八
年
七
月
二
日
」
の
上
か
ら
墨
書
で
「
九
月
十

二
日
」
と
上
書
訂
正
し
て
お
り
、
ま
た
（
法

臺
聖
教
）
部
の
末
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尾
に
は
、

右
者
悉
皆
写
経
聖
教
ニ
シ
テ

七
八
百
年
以
前
之
稀
世
之
珍

書
有
之
可
崇
重
尤
可
秘
蔵
者
也

明
治
十
八
年
五
月
三
十
一
日

と
い
う
書
き
込
み
が
あ
り
、
本
資
料
の
作
成
時
期
を
検
討
す
る
要

素
と
な
り
得
る
。

こ
の
浄
書
版
に
は
、
末
尾
近
く
に
貼
り
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、

こ
の
取
調
牒
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の

重
要
な
ヒ
ン
ト
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
明
治

十
年
の
太
政
官
布
告
が
こ
の
取
調
牒
作
成
の
契
機
に
な
っ
た
こ
と

が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
布
告
と
は
、
明
治
十
年
五
月
十
六

日
に
、「
太
政
官
第
四
十
三
号
」と
し
て
布
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
表
題
は
、「
社
寺
ノ
タ
メ
金
穀
借
入
等
ハ
氏
子
檀
家
総
代
ノ
連

署
ヲ
要
ス
」
と
い
う
も
の
で
、
布
告
の
全
文
は
以
下
の
通
り

（
注
三
十
二
）

で
あ
る
。

神
社
並
寺
院
ニ
於
テ
其
社
寺
ノ
為
メ
金
穀
ヲ
借
入
ル
ヽ
ト
キ
若
ク

ハ
金
穀
ヲ
借
入
ル
ヽ
為
メ
社
寺
附
地
所
﹇
除
税
地
ヲ
除
ク
ノ
外
﹈

建
物
什
器
﹇
宝
物
古
文
書
類
ヲ
除
ク
ノ
外
﹈
等
ヲ
抵
当
ト
為
ス
ト

キ
ハ
必
ス
氏
子
檀
家
ト
協
議
シ
総
代
二
名
以
上
ノ
連
署
ヲ
要
ス
ヘ

シ
若
シ
此
連
署
ナ
キ
ト
キ
ハ
総
テ
該
社
寺
神
官
僧
侶
ノ
私
債
ト
看

做
シ
縦
令
右
ノ
抵
当
ア
ル
モ
其
効
ナ
キ
者
ト
為
ス
ヘ
シ
此
旨
布
告

候
事

※
﹇

﹈
内
は
原
文
小
書
双
行

本
資
料
（
取
調
牒
）
は
、
こ
の
太
政
官
布
告
を
受
け
て
高
山
寺

に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
本
資
料
の
作
成
時
期
は
、
明
治
十
年
以
降
、
明
治
十
八

年
七
月
ま
で
の
間
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
時
期
以
降
の
高
山
寺
経
蔵
聖
教
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、

注
目
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
一

（
注
三
十
三
）

言
す
る
。

明
治
中
期
に
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
の
採
訪
が
あ
り
、
明

治
三
十
二
年
か
ら
『
玉
篇
』『
冥
報
記
』『
篆
隷
万
象
名
義
』
が
当

時
の
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
以
来
、
昭
和
二
十
四
年
ま
で
に
三
十
一

点
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。

大
正
期
の
経
蔵
に
つ
い
て
は
、
伝
承
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
大
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正
末
頃
に
、
大
正
新
脩
大
蔵
経
の
企
画
・
出
版
に
関
わ
っ
た
東
京

帝
国
大
学
の
高
楠
順
次
郎
博
士
が
高
山
寺
経
蔵
調
査
を
行
っ
た
と

い
う
。
そ
の
際
の
調
査
中
に
、
大
破
し
た
聖
教
類
を
反
故
と
し
て

一
括
し
て
長
櫃
の
中
に
収
め
た
と
い
う
。
こ
の
長
櫃
は
、
後
に
高

山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
り
開
山
堂
の
土
蔵
か
ら
運
び
出

さ
れ
整
理
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
の
高
山
寺
聖
教
類
第
四
部
と
し

て
施
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭
和
に
入
る
と
、
村
上
素
道
、
吉
沢
義
則
、
土
宜
成
雄
、
中
田

祝
夫
と
い
っ
た
先
学
の
採
訪
が
あ
り
、
高
山
寺
資
料
を
各
方
面
の

専
門
領
域
に
従
っ
た
経
蔵
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、
昭
和

五
年
前
後
の
村
上
素
道
師
は
、
当
時
の
高
山
寺
主
土
宜
覚
了
師
と

と
も
に
経
蔵
内
の
聖
教
を
博
捜
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
。
村
上
師
の
著
書
『
栂
尾
山

高
山
寺

明
恵
上
人
』
に
は
、
現
在
で
は
見
ら

れ
な
い
資
料
な
ど
も
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に「
学

問
印
信
・
課
業
印
信
」
と
い
う
明
恵
上
人
由
来
の
掛
板
の
存
在
を

認
識
し
て
い
る
形
跡
が
見

（
注
三
十
四
）

ら
れ
る
。

最
後
に
、
現
在
の
高
山
寺
聖
教
の
収
蔵
状
況
に
つ
い
て
概

（
注
三
十
五
）

観
す
る
。

高
山
寺
聖
教
は
現
在
、
第
一
部
か
ら
第
五
部
に
分
類
し
収
蔵
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
の
に
は
以
下
の
よ
う
な

複
雑
な
経
緯
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
て
示
す
。

第
一
部
三
〇
六
点
は
、
昭
和
二
十
八
年
に
文
化
財
保
護
委
員
会

が
高
山
寺
経
蔵
を
調
査
し
た
際
に
、
当
時
の
高
山
寺
聖
教
箱
の
中

か
ら
選
別
し
取
り
だ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
（
１
号
〜
464
号
）
は
、
修
理
を
施
さ
れ
た
巻
子
本
・
冊

子
本
で
あ
る
。

第
三
部
（
１
号
〜
237
号
）
は
、
同
じ
く
修
理
済
み
の
冊
子
本
が

主
体
で
あ
る
。

こ
の
第
二
部
と
第
三
部
は
、
文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る
調
査

以
前
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
、
高
山
寺
聖
教
箱
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

第
四
部
が
、
高
山
寺
聖
教
箱
の
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

様
々
な
理
由
に
よ
り
現
状
は
往
時
の
姿
か
ら
相
当
の
変
更
を
受
け

て
い
る
。
今
、
そ
れ
を
整
理
す
る
。

◎
第
四
部
は
現
在
二
二
〇
函
で
あ
る
。
内
訳
は
、
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
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典
籍

第
一
函
〜
第
二
〇
九
函

古
文
書

第
三
〇
一
函
〜
第
三
一
一
函

合
計
二
二
〇
函

◎
こ
の
函
番
号
の
基
本
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
文

化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る
調
査
で
あ
る
。
こ
の
時
は
第
一
函
か
ら

第
一
七
六
函
ま
で
の
番
号
が
付
さ
れ
、合
計
一
六
六
函
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
調
査
の
際
、
以
下
の
10
箱
は
欠
番
で
あ
っ

た
。第

五
六
・
五
七
・
五
八
・
五
九
函

第
七
三
函

第
一
〇
一
函

第
一
〇
五
函

第
一
〇
六
函

第
一
〇
八
函

第
一
二
〇
函

◎
昭
和
四
十
三
年
以
降
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ

る
調
査
・
整
理
に
よ
り
、
再
度
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
函
番
号
の
内
、

第
一
五
五
函

第
一
七
二
函
〜
一
七
五
函

の
古
文
書
が
収
め
ら
れ
た
５
函
は
、

第
三
〇
一
函
〜
第
三
一
〇
函

と
し
て
、
新
た
に
番
号
と
函
を
再
編
成
し
た
。

◎
文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る
調
査
の
際
に
欠
番
と
さ
れ
て
い

た
10
函
は
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
に
よ
り
新
た
に
見
出

さ
れ
た
聖
教（
箱
）、
坊
外
か
ら
買
い
戻
さ
れ
た
も
の
等
を
整
理
し

て
欠
番
を
埋
め
た
。

◎
さ
ら
に
、
高
山
寺
経
蔵
の
唐
櫃
か
ら
大
量
に
発
見
さ
れ
た
断

簡
、
虫
損
・
破
損
の
著
し
い
聖
教
類
（
大
正
末
頃
の
高
楠
博
士
の

調
査
に
よ
り
収
め
ら
れ
た
も
の
も
含
む
）は
整
理
を
施
し
た
上
で
、

第
一
七
七
函
以
下
と
し
て
新
造
の
桐
箱
に
収
め
た
。
そ
の
結
果
、

典
籍
は
二
〇
九
函
ま
で
連
続
し
た
番
号
と
な
り
、
当
初
存
在
し
て

い
た
欠
番
等
は
解
消
さ
れ
た
。

◎
こ
の
後
、
別
置
の
箱
の
中
に
あ
っ
た
近
世
の
写
本
・
版
本
類
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が
、
第
三
一
一
函
と
し
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
編
成
替
等
を
経
て
現
在
の
第
四
部
は
昭
和
二
十
八

年
の
調
査
時
よ
り
増
加
し
て
合
計
二
二
〇
函
と
な
っ
て
い
る
。

第
五
部
は
、
高
山
寺
旧
蔵
の
典
籍
で
、
近
時
高
山
寺
典
籍
文
書

綜
合
調
査
団
か
ら
高
山
寺
へ
寄
贈
さ
れ
た
一
点
で
あ
る
。

以
上
、
高
山
寺
経
蔵
典
籍
と
、
そ
れ
を
記
録
し
た
（
と
考
え
ら

れ
る
）
聖
教
目
録
に
つ
い
て
の
変
遷
を
概
観
し
た
。
こ
こ
か
ら
言

え
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
寛
永
期
の
聖
教
類
の
点
検
と
目
録
作

成
に
つ
い
て
は（
災
害
等
の
欠
失
は
見
ら
れ
る
も
の
の
）、
基
本
的

に
は
鎌
倉
時
代
の
状
態
を
保
持
し
よ
う
と
い
う
意
図
と
努
力
が
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
編
成
替
え
、
特
に
③

で
示
し
た
時
期
の
改
編
に
つ
い
て
は
、
そ
の
改
編
意
図
も
記
録
も

残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
手
が
か
り
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
明
治
十
八
年
に
は
詳
細
な
宝
物
や
聖
教
の
記
録
が
残
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
聖
教
類
の
記
載
状
況
は
、
前
後

の
い
ず
れ
の
収
蔵
状
況
と
も
合
致
し
な
い

（
注
三
十
六
）

と
い
う
。
さ
ら
に
、
記

録
の
な
い
ま
ま
個
別
の
、
あ
る
い
は
公
的
な
調
査
が
行
わ
れ
、
昭

和
二
十
八
年
に
文
化
財
保
護
委
員
会
に
よ
る
調
査
に
よ
っ
て
、
よ

う
や
く
聖
教
の
収
蔵
状
況
が
固
定
化
さ
れ
、
現
在
の
高
山
寺
聖
教

の
基
礎
と
な
っ
た
。

三

江
戸
時
代
の
目
録

さ
て
、
前
項
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
山
寺
に
お
け
る
公

的
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
た
記
録
だ
け
で
は
、
聖
教
類
が
ど

の
よ
う
な
変
遷
を
辿
っ
た
か
を
明
確
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
明
治
期
に

お
け
る
聖
教
群
の
伝
来
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
視
点
を
変
え
て
、
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ
、

か
つ
、
あ
る
程
度
素
性
の
明
か
な
一
｜
二
に
お
い
て
紹
介
し
た
、

寺
内
子
院
の
聖
教
目
録
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
目
録
と
は
次

の
二
点

（
注
三
十
七
）

で
あ
る
。

７

地
蔵
院
聖
教
目
録
（
第
四
部
一
三
五
函
14
号
）

８

善
財
院
聖
教
）
目
録
（
第
四
部
一
三
五
函
18
号
）

７
の
『
地
蔵
院
聖
教
目
録
』（
第
四
部
一
三
五
函
14
号
）
は
、
江
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戸
時
代
初
期
に
作
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
地
蔵
院
の
所
蔵
に
か
か

る
聖
教
の
目
録
で
あ
る
。
表
紙
に
も
「
下
書
」
と
記
載
さ
れ
て
お

り
、
未
完
成
な
も
の
で
あ
っ
て
、
正
式
な
聖
教
目
録
と
は
言
え
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
目
録
の
至
る
所
に
加
筆
、
抹
消
、
補
入
、
未

記
載
な
ど
が
見
ら
れ
、
そ
の
浄
書
版
た
る
写
本
は
現
存
し
て
い
な

い
。
塔
頭
と
し
て
の
地
蔵
院
の
成
立
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
が
、
室
町
時
代
後
期
に
仁
和
寺
の
弁
誉
上
人
（
信
厳
）
を
開
祖

と
す
る
、
高
山
寺
で
は
比
較
的
新
し
い
僧
坊
で
あ
る
。
こ
の
僧
坊

は
江
戸
時
代
書
写
の
『
高
山
寺
代
々
記
』（
第
一
九
九
函
１
号
）
の

地
蔵
院
の
部
分
に
「
観
意
房
□
善
才
院
後
改
地
蔵
院
」
と
い
っ
た

善
財
院
を
改
称
（
あ
る
い
は
統
合
）
し
た
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
記

事
も
あ
り
、
善
財
院
と
の
関
連
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

表
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

四
度
次
第
野沢

尊
法

諸
儀
式
野沢

重
書

悉
曇

尊
法
沢
見
等

野
沢

事
相

教
相

御
作

顕
経

章
疏

傳
受
記
野沢

諸
次
第

図
像

潅
頂
方

血
脈
野沢

講
式

神
道

作
法
方

表
白

諸
大
事
野沢

右
に
あ
げ
た
よ
う
に
、「
次
第
」
か
ら
始
ま
り
「
大
事
」
ま
で
が

記
載
さ
れ
、
実
際
に
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、
本
文
と
は
若
干
の
錯

誤
は
存
在
す
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
総
て
の
項
目
に
亘
っ
て
典
籍
が
記

載
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
欠
本
や
所
在
に
つ
い
て
記
す
な
ど
、
周

到
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
記
載
さ
れ
た
典
籍
類
の
総
数
は
、
抹

消
さ
れ
た
分
を
除
く
と
一
三
五
点
を
数
え
る
。
実
際
に
は
、
複
数

の
典
籍
を
含
む
も
の
も
あ
る
の
で
総
点
数
は
こ
れ
を
上
回
る
。
注

目
す
べ
き
典
籍
を
一
点
あ
げ
て
お
く
。
そ
れ
は
、
当
時
の
高
山
寺

に
お
い
て
重
要
典
籍
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
『
伝
受
類
聚
鈔
』
で
あ

る
。『
伝
受
類
聚
鈔
』は
、
方
便
智
院
仁
真
の
資
で
あ
る
十
無
盡
院

第
三
世
恵
林
上
人
経
弁
の
作
成
で
あ
り
、
勧
修
寺
流
の
諸
尊
法
、

作
法
、
印
信
等
の
口
決
を
類
聚
し
た
も
の
で
、
高
山
寺
に
現
存
し

て
い
る
。『
伝
受
類
聚
鈔
』は
、
当
初
十
無
盡
院
に
保
管
さ
れ
て
い

た
が
、
後
に
中
世
末
の
高
山
寺
僧
弁
智
に
よ
り
地
蔵
院
に
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

（
注
三
十
八
）

て
い
る
。『
地
蔵
院
聖
教
目
録
』に
こ
の

『
伝
受
類
聚
鈔
』が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
本
資
料
は

中
世
以
降
の
高
山
寺
に
お
け
る
宗
教
活
動
と
そ
の
変
遷
を
物
語
る

も
の
と
し
て
極
め
て
貴
重
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

『
伝
受
類
聚
鈔
』
は
こ
の
後
、
前
述
し
た
「
明
治
十
八
年
高
山
寺
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『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」
の
什
物
部
に
記
載
さ
れ
て

お
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
資
料
に
は
、
い
わ
ゆ
る
建
長
目
録
で
あ
る
『
高
山
寺

聖
教
目
録
』
に
記
載
の
聖
教
も
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
掲
出
し
た
典

籍
の
旧
所
蔵
を
「
石
水
院
」
と
墨
書
追
記
し
、
さ
ら
に
は
『
方
便

智
院
聖
教
目
録
』
の
所
在
を
示
す
旧
箱
番
号
で
あ
る
「
勧
内
本
」

と
も
記
載
す
る
な
ど
、
江
戸
期
に
お
け
る
高
山
寺
聖
教
の
収
蔵
や

移
動
の
実
態
な
ど
を
知
る
上
で
興

（
注
三
十
九
）

味
深
い
。

８
の
『（
善
財
院
聖
教
）
目
録
』（
第
四
部
一
三
五
函
18
号
）
は
、

現
在
の
高
山
寺
典
籍
文

（
注
四
十
）

書
目
録
に
お
い
て
は
、
書
名
が「（
目
録
）」

と
仮
題
の
み
記
載
さ
れ
、
書
名
の
特
定
は
で
き
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
原
本
に
は
表
紙
右
下
に
「
善
財
院
」
と
書
き
入
れ
が

あ
り
、
善
財
院
と
の
関
連
を
伺
わ
せ
る
。
従
っ
て
、
実
質
的
に
は

高
山
寺
僧
房
で
あ
る
善
財
院
所
蔵
に
か
か
る
聖
教
目
録
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
善
財
院
は
明
恵
上
人
の
高
弟
法
智
房
性
実
を
第
一

世
と
す
る
歴
史
の
あ
る
僧
房
で
あ
り
、
以
後
代
々
が
途
切
れ
る
こ

と
な
く
江
戸
時
代
ま
で
続
く
。
そ
の
僧
房
の
所
蔵
に
つ
い
て
の
聖

教
目
録
が
作
成
さ
れ
た
の
も
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
資
料
の

内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
表
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。

目
録

「
善
財
院
」（
別
筆
）

第
一

本
経

第
二

真
言
事
相

第
三

真
言
教
相

第
四

法
則
私
記
等

第
五

雑
ゝ
目
録
不
詳

こ
の
よ
う
に
、
本
経
か
ら
始
ま
り
、
雑
ゝ
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
五
分
類
さ
れ
た
聖
教
類
が
収
蔵
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
聖
教
の
記
載
が
あ

る
の
は
第
二
の
「
真
言
事
相
」
部
分
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
第

一

本
経
」
に
あ
た
る
部
分
が
そ
も
そ
も
存
在
し
て
お
ら
ず
欠
落

し
て
い
る
の
か
、
後
に
切
り
離
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
現
状
で

は
不
明
で
あ
る
。
常
識
的
に
見
て
、
存
在
し
て
い
な
い
も
の
に
つ

い
て
目
録
を
用
意
す
る
の
も
不
自
然
な
の
で
、
本
来
存
在
し
て
い

た
も
の
が
何
ら
か
の
理
由
で
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
見
て
よ
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い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、「
第
五

雑
ゝ
目
録
不
詳
」に
つ

い
て
も
本
資
料
に
は
聖
教
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
点
も
現
状
で
は

不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
目
録
の
成
立
に
つ
い
て
は
判
然
と

し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
中
期
以
前
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
二
点
の
江
戸
時
代
書
写
に
か
か
る
聖
教
目
録
を
概
観
し

て
き
た
。
こ
れ
以
外
の
子
院
に
つ
い
て
の
目
録
は
現
存
し
て
い
な

い
。
た
だ
、
記
録
上
は
、
室
町
時
代
に
書
写
さ
れ
た
『
方
便
智
院

聖
教
目
録
』（
い
わ
ゆ
る
旧
目
録
）
の
第
九
秘
録
部
分
に
「
十
無
盡

院
聖
教
目
録
」
と
の
記
載
が
見
ら
れ
、
室
町
時
代
文
明
年
間
に
十

無
盡
院
に
蔵
書
と
そ
の
目
録
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

（
注
四
十
一
）

わ
れ
る
。

今
後
、
こ
れ
ら
江
戸
時
代
の
子
院
の
聖
教
目
録
と
、
そ
の
前
後
、

す
な
わ
ち
寛
永
期
の
聖
教
目
録
と
江
戸
時
代
末
期
に
行
わ
れ
た
と

さ
れ
る
、「
経
・
事
相
・
論
鈔
」
へ
の
編
成
替
え
、
さ
ら
に
明
治
十

八
年
の
記
録
と
い
っ
た
、
四
つ
の
中
継
点
と
も
言
え
る
記
録
と
現

存
本
・
典
籍
文
書
目
録
と
を
照
合
す
る
こ
と
で
新
た
な
事
実
が
判

明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四

一
三
五
函
に
つ
い
て

さ
て
、
高
山
寺
は
鎌
倉
時
代
草
創
期
以
来
、
連
綿
と
し
て
聖
教

目
録
を
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ

の
痕
跡
は
現
存
の
古
目
録
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
以
前
の
製
作
に

か
か
る
聖
教
目
録
に
、
一
括
し
て
記
載
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
先
に
あ
げ
た
「
明
治
十
八
年

高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』」
を
見
て
も
、
聖
教

目
録
は
一
括
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
実
例
を
抜
き

出
し
て
示
す
。

（
八
ウ
）

什
物
部

（
中
略
）

一
聖
教
目
録

箱
入

十
一
巻

ま
た
、
本
資
料
の
（
法

臺
聖
教
）
と
推
定
さ
れ
る
箱
を
記
載
し

た
部
分
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。
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（
五
四
ウ
）

一
高
山
寺
並
山
内
支
院
聖
教
目
録

一
箱

こ
の
よ
う
に
明
治
十
八
年
時
点
で
は
、
聖
教
目
録
を
一
括
し
た
箱

が
合
計
二
箱
、
高
山
寺
内
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
は
じ

め
の
十
一
巻
に
わ
た
る
聖
教
目
録
は
、
恐
ら
く
現
在
高
山
寺
聖
教

類
第
一
部
193
号
の
「
目
録
」
九
巻
で
あ
ろ
う
。
こ
の
聖
教
目
録
類

は
、
江
戸
時
代
寛
永
期
に
行
わ
れ
た
聖
教
と
目
録
の
照
合
作
業
の

結
果
、
新
た
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
九
巻
が

一
括
し
て
木
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
て
、
明
治
の
記
録
と
数
量
は
あ

わ
な
い
も
の
の
、
箱
単
位
で
他
の
聖
教
と
切
り
離
さ
れ
て
収
め
ら

れ
て
い
る
点
な
ど
状
況
的
に
は
一
致
す
る
。

五
四
ウ
）に
記
載
さ
れ
た
聖
教
目
録
は
、
現
在
第
四
部
第
一
三

五
函
と
し
て
登
載
さ
れ
て
い
る
函
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
三
五
函
は
、「
目
録
函
」と
い
う
名
称
が
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
目
録

類
が
多
く
収
蔵
さ
れ
て
い
る
聖
教
箱
で
あ
る
。
こ
の
一
三
五
函
に

つ
い
て
構
成
と
伝
来
が
判
明
す
れ
ば
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
江
戸

時
代
か
ら
近
代
に
至
る
高
山
寺
経
蔵
の
変
遷
に
つ
い
て
、
何
ら
か

の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
の
試
み
と
し
て
、
第
四
部
第

一
三
五
函
に
つ
い
て
概
観
的
に
検
討
し
て
い
く
。

第
四
部
第
一
三
五
函
に
は
、
１
号
か
ら
27
号
ま
で
の
番
号
が
存

す
る
が
、
現
在
１
〜
９
号
は
第
一
部
242
〜
249
号
と
し
て
取
り
出
さ

れ
別
置
し
て
い
る
。
こ
の
処
置
を
行
っ
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
に

文
化
財
保
護
委
員
会
が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
現
在
は
10
号
か
ら
の
十
八
点
を
収
蔵
す
る
。
こ
の
う
ち
、

第
一
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
広
い
意
味
で
の
」
目

録
と
全
く
無
関
係
な
資
料
は

25

奥
書
集
）

一
冊

26

仙
洞
御
所
御
祈
石
水
院
御
開
帳

一
巻

の
二
点
の
み
で
あ
る
。
以
下
に
、
一
三
五
函
の
別
置
分
も
含
め
た

総
て
の
聖
教
を
あ
げ
る
。

１

方
便
智
院
聖
教
目
録
第
三

一
冊

２

聖
教
目
録
）

一
冊

３

高
山
寺
聖
教
目
録

一
帖

４

法

臺
聖
教
目
録
上

一
巻

５

法

臺
聖
教
目
録
中

一
巻
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６

聖
教
目
録
禅
浄
房

灌
頂

一
巻

７

高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録

一
巻

８

禅
上
房
書
籍
欠
目
録

一
巻

９

聖
教
目
録
）

一
巻

10

高
山
寺
聖
教
目
録

一
冊

11

高
山
寺
聖
教
目
録
甲
乙

録
外

一
冊

12

高
山
寺
聖
教
目
録

一
冊

13

方
便
智
院
聖
教
目
録
付
御
流
目
録

諸
目
六

一
冊

14

高
山
寺
地
蔵
院
聖
教
目
録

一
冊

15

真
第
四
箱
目
録

一
帖

16

高
山
寺
密
経
蔵
真
第
四
箱
入
目
録

一
冊

17

今
回
所
奉
授
之
密
経
儀
軌
目

一
冊

18

善
財
院
聖
教
）
目
録

一
冊

19

華
厳
宗
章
疏
目
録

一
冊

20

諸
師
制
作
惣
録
上

一
冊

21

諸
師
制
作
目
録

一
冊

22

小
栗
栖

常
暁

霊
厳
寺

圓
行

安
祥
寺

恵
運

円
載
進
宦
聖
教
道
具
等
録

一
冊

23

梅
尾
聖
教
目
録

一
巻

24

宋
版
一
切
経
目
録
）

一
冊

25

奥
書
集
）

一
冊

26

仙
洞
御
所
御
祈
石
水
院
御
開
帳

一
巻

27

取
出
申
分

一
紙

以
上
の
一
覧
を
見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
三
五
函
は
意
図
的
に

目
録
類
を
一
括
し
て
収
蔵
し
た
聖
教
箱
で
あ
る
。
た
だ
、
疑
問
な

の
は
、
明
治
十
八
年
の
記
録
に
は
「
一
高
山
寺
並
山
内
支
院
聖
教

目
録

一
箱
」
と
高
山
寺
の
い
わ
ゆ
る
公
的
な
管
理
の
下
に
作
成

さ
れ
た
目
録
類
と
「
山
内
支
（ママ）院

」
の
目
録
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と

あ
る
が
、
筆
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
三
章
に
取
り
上
げ

た
地
蔵
院
と
善
財
院
の
二
院
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
は
目
録
と

言
う
よ
り
、
貸
出
証
や
特
定
の
書
籍
等
を
対
象
に
し
た
目
録
で
あ

る
。
元
々
は
子
院
の
目
録
が
他
に
も
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
在
失
わ

れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
明
治
期
に
お
け
る
調
査
時
に
簡
略
表
示
さ

せ
た
も
の
か
、
俄
に
決
し
が
た
い
。
恐
ら
く
は
後
者
の
理
由
に
よ

る
と
見
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
未
了
）
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注

一

聖
教
目
録
の
主
要
な
研
究
・
資
料
と
し
て
は
以
下
の
論
考
が
あ
る
。

奥
田

勲
「
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
に
つ
い
て
」（
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
二
六
号
第
一
部
、
一
九
七
六
年
）

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

二

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
に
詳
し
い
。

奥
田

勲
「
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
に
つ
い
て
」（
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
二
六
号
第
一
部
、
一
九
七
六
年
）

宮
澤
俊
雅
「
高
山
寺
経
蔵
と
そ
の
古
目
録
に
つ
い
て
」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

二
年
、
一
頁
）

池
田
証
寿
・
白
井

純
「
高
山
寺
旧
箱
番
号
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」（
平
成
十
八
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
〇

七
年
三
月
）

三

禅
浄
房
に
関
す
る
論
考
は
以
下
の
通
り
。

徳
永
良
次
「
高
山
寺
蔵
『
聖
教
目
録
禅
浄
房

灌
頂

』
に
記
載
さ
れ
た
聖
教
に
つ
い
て
｜

高
山
寺
現
存
本
と
対
比
し
て
｜

」（
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
編
『
鎌

倉
時
代
語
研
究
』
第
二
十
三
輯
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）

同

「
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』
解
題
」（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

同

「
高
山
寺
蔵
『
禅
上
房
書
籍
欠
目
録
』
の
書
き
入
れ
に
つ
い
て
」（
北
海
学
園
大
学
、「
人
文
論
集
」
第
二
六
・
二
七
合
併
号
、
二
〇
〇
四

年
三
月
）

同

「
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
、
二
〇
〇
五
年
）

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
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）
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四

奥
田

勲
「
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
に
つ
い
て
」（
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
二
六
号
第
一
部
、
一
九
七
六
年
）

五

注
三
の
諸
論
考
お
よ
び
、
江
戸
時
代
の
聖
教
目
録
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
と
翻
刻
が
あ
る
。

徳
永
良
次
「『
高
山
寺
地
蔵
院
聖
教
目
録
』
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
四
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

同

「
高
山
寺
蔵
『（
善
財
院
聖
教
）
目
録
』
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
五
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
一
四
年

三
月
）

六

注
四
に
同
じ
。

七

同

『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
二
七
六
頁
）

八

石
塚
晴
通
「
法

臺
聖
教
目
録
解
題
」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団『
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
三
二
四
頁
）

九

注
八
、
三
二
六
頁
。

十

注
三
の
論
考
、
及
び
『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
の
徳
永
良
次
担
当
解
題
。

十
一

『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
の
徳
永
良
次
担
当
解
題
。

十
二

注
十
一
に
同
じ
。

十
三

「
方
便
智
院
聖
教
目
録
」（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
続
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）

十
四

高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
奥
田
勲
氏
解
題
二
七
六
頁
）

十
五

『
明
恵
上
人
資
料
第
四
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
、
石
塚
晴
通
氏
（
書
誌
）
解
題
三
五
三
頁
）

十
六

全
文
の
影
印
・
翻
刻
・
解
題
は
以
下
の
資
料
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。『
高
山
寺
本
東
域
傳
燈
目
録
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
九
年
）

十
七

こ
の
影
印
・
翻
刻
・
解
題
は
以
下
の
資
料
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。『
明
恵
上
人
資
料
第
五
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
八
三
頁
）

十
八

例
え
ば
第
八
九
函
九
号
「
金
玉
」、
同
一
〇
号
「
異
水
」
な
ど
で
あ
る
。

十
九

「
禅
浄
房
箱
」
と
い
う
名
称
は
、
同
時
期
以
降
の
多
く
の
資
料
に
見
い
だ
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
な
例
・
検
証
等
は
注
三
の
諸
論
考
に
つ
か
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れ
た
い
。

二
十

宮
澤
俊
雅
「
高
山
寺
経
蔵
聖
教
内
真
言
書
目
録
」
解
題
（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
『
高
山
寺
経
蔵
古
目
録
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
五
年
）
三
二
三
頁

二
十
一

注
二
十
に
同
じ
。

二
十
二

奥
田

勲
「
高
山
寺
典
籍
の
集
積
と
伝
来
（
一
）
｜

経
函
に
つ
い
て
の
考
察
｜

」（
宇
都
宮
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
三
二
号
第
一
部
、
一

九
八
二
年
、
三
一
頁
）

二
十
三

奥
田
勲
氏
は
二
六
点
を
「
江
戸
時
代
以
前
の
古
目
録
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
奥
田
勲
『
明
恵
｜

遍
歴
と
夢
｜

』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
八
年
、
二
二
一
頁
）

二
十
四

先
行
研
究
と
は
、
注
一
〜
三
の
各
論
考
を
指
す
。

二
十
五

注
二
文
献
参
照
。

二
十
六

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

講
義
聞
書
と
伝
授
聞
書
を
め
ぐ
っ
て
｜

」（
訓
点
語
学
会
、「
訓
点
語
と
訓
点

資
料
」
第
九
十
五
輯
、
一
九
九
五
年
三
月
、
九
一
頁
）

二
十
七

注
六
に
同
じ
。

二
十
八

奥
田
勲
氏
は
表
紙
識
語
、
宮
澤
俊
雅
氏
は
表
紙
箱
番
号
な
ど
と
表
記
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
旧
箱
番
号
と
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
資
料

は
、『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録

完
結
編
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

二
十
九

徳
永
良
次
「
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
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、
六
六
頁
）な
ど
、
注
三
で
あ
げ
た
論
考
に
随
時
取
り
上
げ
検
討
し
て
い
る
が
、
ま
だ
、
発
見
し
た
す
べ
て

を
網
羅
的
に
は
あ
げ
て
い
な
い
。
現
在
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
「
旧
旧
箱
番
号
」
と
も
い
う
べ
き
「
禅
浄
房
箱
」
を
示
す
記
録
は
数
十
の
単
位
で

見
つ
か
っ
て
い
る
。

三
十

注
二
十
二
、
二
八
頁
。

三
十
一

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
、
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二
〇
〇
九
年
三
月
）

石
塚
晴
通
・
池
田
証
寿
・
徳
永
良
次
「
明
治
十
八
年
高
山
寺
『
宝
物
寄
附
物
古
文
書
什
物
取
調
牒
』（
影
印
・
翻
刻
）」（
平
成
二
十
一
年
度
高

山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

三
十
二

原
文
は
以
下
の
資
料
を
参
照
し
た
。

『
法
令
全
書
』
巻
十
巻
（
内
閣
官
報
局
、
原
本
明
治
二
十
三
年
、
原
書
房
に
よ
る
復
刻
版
、
昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
九
月
）

三
十
三

こ
の
部
分
の
記
述
は
、
以
下
の
論
考
を
参
考
に
し
て
適
宜
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
。

築
島

裕
「
高
山
寺
経
蔵
典
籍
に
つ
い
て
」（『
高
山
寺
典
籍
文
書
の
研
究
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

〇
年
、
一
七
頁
）

同

「
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
の
歩
み
｜

あ
と
が
き
に
代
へ
て
｜

」『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録

完
結
編
』（
高
山
寺
典

籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
五
五
五
頁
）

三
十
四

徳
永
良
次
「『
学
問
印
信
』
掛
板
に
つ
い
て
」（
北
海
学
園
大
学
「
人
文
論
集
」
第
四
十
五
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
二
一
六
頁
）

同

「『
学
問
印
信
』
掛
板
と
そ
の
写
本
類
」（
平
成
二
十
一
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

三
十
五

注
三
十
三
に
同
じ
。

三
十
六

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
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）

三
十
七

注
五
に
同
じ
。

三
十
八

「
伝
受
類
聚
鈔
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
に
詳
し
い
。

宮
澤
俊
雅
「
伝
受
類
聚
鈔
目
録
」（
昭
和
五
十
九
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
一
九
八
五
年
三
月
）

同

「
高
山
に
於
け
る
理
明
房
興
然
流
口
決
の
訓
点
の
相
承
に
つ
い
て
」（
訓
点
語
学
会
、「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」第
九
十
五
輯
、
一
九

九
五
年
三
月
）

三
十
九

徳
永
良
次
「『
高
山
寺
地
蔵
院
聖
教
目
録
』に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
四
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
、
二
〇
一
三
年
三
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月
）

四
十

『
高
山
寺
経
蔵
典
籍
文
書
目
録
第
四
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
一
九
六
頁
）

四
十
一

注
十
三
に
同
じ
。
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