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は
じ
め
に 

  

本
稿
で
は
︑
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
展
開
し
た
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
余
乗
︵
他
宗
の
学
問
を
修
め
る
こ
と
︶
の
全

国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
か
つ
て
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
﹁
伝
統
宗

学
﹂
の
う
ち
︑
上
述
し
た
余
乗
に
関
す
る
学
問
の
解
明
を
課
題
と
し
て
い
る
︒ 

 

本
稿
で
用
い
る
﹁
伝
統
宗
学
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
伝
統
教
学
﹂﹁
江
戸
宗
学
﹂
と
も
い
う
︶
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
﹁
近
代

教
学
﹂
に
つ
い
て
︑
松
金
直
美
﹇
二
〇
一
八
﹈︵
三
五
八―
三
五
九
︶
は
﹁
清
沢
満
之
︵
一
八
六
三
～
一
九
〇
三
︶
ら
の
精

神
主
義
運
動
な
ど
の
改
革
運
動
を
到
達
点
と
す
る﹁
近
代
仏
教
﹂に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
対
象
を﹁
伝

統
仏
教
﹂
と
す
る
﹂
と
し
た
う
え
で
︑﹁
伝
統
仏
教
﹂﹁
近
代
仏
教
﹂
は
︑
大
谷
派
宗
門
内
に
お
け
る
﹁
教
学
﹂
を
め
ぐ
る

課
題
に
特
化
し
た
場
合
︑﹁
伝
統
宗
学
﹂﹁
近
代
教
学
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
も
の
に
相
当
す
る
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︒
さ

ら
に
松
金
直
美
﹇
二
〇
一
七
㈠
﹈︵
三
九―

四
〇
︶
は
﹁
近
年
の
﹁
伝
統
宗
学
﹂
史
観
﹂
と
し
て
︑﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄

︵
通
史
編
・
四
八
二
︶
を
挙
げ
る
︒ 

 

江
戸
封
建
制
度
下
の
宗
学
︑
お
よ
び
高
倉
学
寮
の
伝
統
教
学
は
︑
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
心
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
願

い
な
が
ら
︑
そ
の
あ
り
方
は
列
祖
教
学
︵
覚
如
・
存
覚
︶
の
枠
組
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
﹃
教
行

信
証
﹄
に
つ
い
て
は
﹃
六
要
鈔
﹄
を
通
じ
て
理
解
す
る
こ
と
が
伝
統
的
方
法
で
あ
っ
た
︒
ま
た
浄
土
真
宗
の
特
質
は
︑

聖
道
門
に
対
す
る
浄
土
門
と
い
う
枠
組
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
も
そ
の
浄
土
門
の
中
で
も
︑
西
山
派
や
鎮

西
派
と
い
う
浄
土
異
流
に
対
す
る
我
が
派
と
い
う
区
分
け
に
立
っ
て
︑
親
鸞
聖
人
の
心
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
学
問
の
方
法
論
は
︑
相
対
的
で
訓
古

︵
マ
マ
︶

学
的
な
宗
派
の
学
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒︵
傍
線
部

は
筆
者
が
記
し
た
︶ 

 

松
金
氏
は
傍
線
部
を
踏
ま
え
て
︑﹁
近
世
の
宗
学
が
﹁
封
建
教
学
﹂
や
﹁
訓
詁
註
釈
学
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
主
体
的
思
想

課
題
を
伴
わ
な
い
と
い
う
認
識
が
根
強
い
﹂
と
し
つ
つ
も

一
︑﹁
一
方
で
真
宗
学
の
立
場
か
ら
も
︑
江
戸
宗
学
を
︑
民
衆
の

信
仰
心
に
応
答
し
な
が
ら
救
済
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
学
問
と
し
て
再
評
価
す
る
見
解
も
あ
る
﹂
と
述
べ

て
い
る
︒
松
金
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
近
年
で
は
﹁
伝
統
宗
学
﹂
と
﹁
近
代
教
学
﹂
は
断
絶
し
て
お
ら
ず
︑
む
し

ろ
﹁
伝
統
宗
学
﹂
の
延
長
線
上
に
﹁
近
代
教
学
﹂
が
位
置
す
る
と
い
う
見
方
が
一
定
数
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

 

一 

な
お
︑﹁
伝
統
宗
学
﹂
が
﹁
近
代
教
学
﹂
に
比
し
て
劣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
傾
向
は
︑
い
わ
ゆ
る
〝
近
世
仏
教
堕

落
論
〞
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
︒
〝
近
世
仏
教
堕
落
論
〞
に
つ
い
て
の
詳
細
な
ら
び
に
そ
の
超
克
に
関
す
る
論
考
は
数

多
あ
る
が
︑
最
近
の
も
の
と
し
て
は
芹
口
真
結
子
﹇
二
〇
一
九
﹈﹁
第
一
節 

近
世
仏
教
史
研
究
の
展
開
﹂
が
網
羅
的
で

あ
る
︒ 
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た
二

︒
ま
た
︑
先
に
挙
げ
た
﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄︵
通
史
編
︶
で
は
︑﹁
そ
の
学
問
の
方
法
論
は
︑
相
対
的
で
訓
古

︵
マ
マ
︶

学

的
な
宗
派
の
学
で
あ
っ
た
と
い
え
る
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
た
と
え
ば
江
戸
期
に
活
躍
し
た
香
樹
院
徳
龍
︵
一
七
七
二―

一
八
五
八
︶
を
見
る
と
︑﹁
香
樹
院
の
学
事
史
上
に
於
け
る
立
場
の
認
む
べ
き
も
の
あ
り
と
せ
ば
︑
真
宗
学
の
研
究
法
が
彼

に
よ
っ
て
主
と
し
て
体
験
の
上
に
置
か
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
他
の
一
面
に
は
偏
に
実
際
を
立
場
と

し
︑
道
念
と
体
験
と
を
基
調
と
せ
る
実
学
の
流
れ
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
代
表
せ
る
が
香
樹
院
で
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に

三
︑
必
ず
し
も
﹁
そ
の
学
問
の
方
法
論
は
︑
相
対
的
で
訓
古マ

マ

学
的
な
宗
派
の
学
﹂
と
し
て
一
蹴
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑﹁
道
念
と
体
験
と
を
基
調
と
せ
る
実
学
の
流
れ
﹂
は
︑﹁
精
神
主
義
運
動
﹂
を
基
調
と
す
る
﹁
近

代
教
学
﹂
に
も
な
ん
ら
か
の
形
で
通
底
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
江
戸
宗
学
﹂
を
検
討
す
る

こ
と
は
︑
近
代
か
ら
現
代
ま
で
の
大
谷
派
教
学
史
を
語
る
上
で
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
︒ 

そ
の
よ
う
な
﹁
伝
統
宗
学
﹂
の
中
で
も
筆
者
が
特
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
の
が
︑
特
に
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
宗
乗
︵
浄

土
真
宗
の
学
問
︶
に
対
す
る
余
乗
︵
華
厳
・
天
台
・
俱
舎
・
唯
識
・
因
明
等
の
他
宗
に
お
け
る
学
問
︶
の
分
野
で
あ
る
︒

宗
乗
と
比
し
て

四
︑
余
乗
に
関
す
る
諸
資
料
︵
講
録
・
ノ
ー
ト
・
論
文
な
ど
︶
に
つ
い
て
は
﹃
真
宗
大
系
﹄﹃
続
真
宗
大
系
﹄

あ
る
い
は
﹃
真
宗
全
書
﹄
な
ど
に
も
全
く
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
近
世
・
近
代
初
頭
の
大
谷
派
に
お
け
る
膨
大
な
余
乗

学
の
蓄
積
を
見
る
と
︑
宗
乗
と
同
等
の
研
鑽
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
︒ 

具
体
的
に
い
え
ば
︑
高
倉
学
寮
に
お
い
て
年
に
数
回
行
わ
れ
る
安
居
︵
集
中
講
義
︶
の
副
講
で
は
余
乗
に
関
す
る
講
義

が
幾
度
と
な
く
行
わ
れ
て
お
り

五
︑他
宗
の
教
義
を
学
ぶ
た
め
に
南
都
や
叡
山
へ
と
赴
く
者
も
多
数
存
在
し
た

六
︒ま
た
︑

場
合
に
よ
っ
て
は
他
宗
の
僧
侶
相
手
に
余
乗
学
の
講
義
を
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

七
︒
こ
の
よ
う
な
大
谷
派
僧

侶
に
よ
る
幅
広
い
余
乗
学
研
鑽
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
古
代
・
中
世
を
通
し
て
南
都
・
北
嶺
で
伝
持
さ
れ
た
八
宗
の
教
学
が
︑

近
世
に
お
い
て
は
真
宗
教
団
に
よ
り
修
学
・
継
承
さ
れ
た
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂

八
と
い
う
評
価
は
妥
当
と

言
え
よ
う
︒ 

 

二 

松
金
直
美
﹇
二
〇
一
五
﹈︵
一
二
一
︶・﹇
二
〇
一
七
㈠
﹈・﹇
二
〇
一
七
㈡
﹈・﹇
二
〇
一
八
﹈︵
三
六
二
︶︑
武
田
未
来
雄

﹇
二
〇
一
七
﹈︑
名
和
達
宣
﹇
二
〇
一
八
﹈︑
後
藤
智
道
﹇
二
〇
一
八
﹈︒
な
お
︑
伝
統
的
な
余
乗
学
が
﹁
近
代
教
学
﹂
者

た
ち
の
間
で
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
都
真
雄
﹇
二
〇
二
一
﹈︵
一
三
二―

一
三
三
︶
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒ 

三 

大
須
賀
秀
道
﹇
一
九
二
八
﹈︵
五
二
〇
︶︒ 

四 

﹁
伝
統
宗
学
﹂
の
軸
と
な
る
﹁
宗
乗
﹂︵
浄
土
真
宗
の
教
義
を
学
ぶ
学
問
︶
に
関
し
て
は
︑﹃
真
宗
全
書
﹄﹃
真
宗
大

系
﹄﹃
続
真
宗
大
系
﹄
に
多
数
の
講
録
が
収
録
さ
れ
︑
そ
の
学
風
に
関
し
て
も
あ
る
程
度
の
研
究
動
向
を
掴
む
こ
と
が
で

き
よ
う
︒
た
と
え
ば
︑
住
田
智
見
﹇
一
九
二
五
﹈︑
安
井
廣
度
﹇
一
九
四
〇
﹈
な
ど
が
網
羅
的
で
あ
る
︒ 

五 

﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄﹁
３ 

真
宗
大
谷
派
安
居
歷
年
開
講
一
覧
﹂
参
照
︒ 

六 

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄︵﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︶︒ 

七 

香
樹
院
徳
龍
は
︑
高
野
山
で
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄
を
講
じ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
︵
大
須
賀
秀
道
﹇
一
九
〇
八
﹈﹃
逸
傳

百
話
﹄︵
一
一
︶︒
ほ
か
に
も
︑
南
條
神
興
︵
一
八
一
四―

一
八
八
七
︶
が
安
政
六
年
に
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
を
講
じ

た
際
に
は
﹁
他
山
来
聴
者
甚
多
矣
﹂︵﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︑
三
五
七―

三
五
八
︶
と
あ
る
こ
と
や
︑
齋
藤
唯
信
が
京

都
・
泉
涌
寺
に
お
い
て
有
志
の
た
め
に
﹃
唯
識
三
十
論
述
記
﹄︵
基
﹇
六
三
二―

六
八
二
﹈
撰
﹃
成
唯
識
論
述
記
﹄
の
こ

と
か
？
︶
を
教
授
し
て
い
た
こ
と
も
見
て
取
れ
る
︵
齋
藤
唯
信
﹇
一
九
五
九
﹈︵
二
三―

二
四
︶︒ 

八 

永
村
眞
﹇
二
〇
〇
九
﹈︵
七
四
︶︒ 
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余
乗
学
が
大
谷
派
内
部
で
い
つ
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
︑少
な
く
と
も
本
願
寺
三
世
・
覚
如︵
一

二
七
一―

一
三
五
一
︶
の
こ
ろ
に
は
余
乗
研
鑽
の
様
子
が
看
取
で
き
る

九
︒
た
だ
し
︑
大
谷
派
全
体
と
し
て
余
乗
を
学
ぶ

風
潮
が
高
ま
っ
た
の
は
︑
高
倉
学
寮
講
師
・
香
月
院
深
励
︵
一
七
四
九―

一
八
一
七
︶
が
一
つ
の
分
岐
点
に
な
る
の
か
も

し
れ
な
い

一
〇

︒
ま
た
︑
余
乗
学
の
中
で
も
倶
舎
・
唯
識
・
因
明
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
性
相
学
研
鑽
の
興
隆
に
関
し
て
は
︑
後

述
す
る
香
樹
院
徳
龍
の
学
徳
が
大
き
い
と
の
見
解
も
あ
っ
た

一
一

︒
以
上
の
よ
う
に
︑
江
戸
期
に
お
け
る
余
乗
学
研
鑽
に

関
す
る
動
向
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な
点
が
多
い
も
の
の
︑
そ
の
学
的
精
度
に
つ
い
て
は
近
年
に
い
た
っ
て
再
評
価
さ
れ
つ

つ
あ
る
よ
う
に
︑
現
代
で
も
一
定
の
水
準
を
保
つ
ほ
ど
の
成
果
を
挙
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

一
二

︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
近
世
・
近
代
初
頭
に
お
い
て
盛
ん
と
な
っ
た
余
乗
学
で
あ
る
が
︑
そ
の
背
景
と
し
て
宗
祖
・
親
鸞
︵
一

一
七
三―

一
二
六
三
︶
が
二
十
年
近
く
比
叡
山
で
天
台
学
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
仏
教
学
を
研
鑽
し
て
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
余
乗
学
は
江
戸
期
の
学
僧
に
と
っ
て
︑
親
鸞
の
よ
う
に
﹁
聖
道
の
難
行
た
る
こ
と
を
知
る
と

共
に
︑
亦
弥
陀
本
願
の
由
り
て
起
り
し
所
以
を
知
る
﹂

一
三

と
い
う
意
図
が
あ
り
︑
単
に
基
礎
教
養
と
し
て
他
宗
の
教
義
を

学
ぶ
の
で
は
な
く
︑
親
鸞
の
行
学
を
追
体
験
す
る
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
学
寮
所
化

た
ち
は
諸
山
へ
と
積
極
的
に
遊
学
し
た
の
で
あ
ろ
う

一
四

︒
そ
の
よ
う
に
余
乗
学
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑﹁
伝

 

九 

覚
如
の
余
乗
修
学
に
つ
い
て
は
︑﹃
幕
帰
絵
﹄︵﹃
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
﹄
四 
相
伝
篇 

上
︑
三
七
五―

三
八
〇
︶
を

参
照
︒ 

一
〇 

織
田
顕
祐
﹇
二
〇
〇
六
﹈︵
四
︶
は
︑﹁
文
化
文
政
期
以
降
︑
香
月
院
深
励
の
み
な
ら
ず
宗
乗
以
外
の
余
乗
・
外
学
と

称
さ
れ
る
学
問
が
少
し
ず
つ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒
な
お
︑
加
藤
基
樹
﹇
二
〇
〇
七
﹈︵
一
七
六
︶
も

同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
︒ 

一
一 

村
上
専
精
﹇
一
九
〇
〇
﹈︵
三
六
︶︒ 

一
二 

年
代
順
で
示
せ
ば
︑
淺
田
正
博
﹇
二
〇
〇
三
﹈﹇
は
し
が
き
﹈︑
平
川
彰
﹇
二
〇
〇
四
㈠
﹈﹁
テ
キ
ス
ト
と
解
説
書
﹂・

﹇
二
〇
〇
四
㈡
﹈﹁
あ
と
が
き
﹂︑
岡
田
正
彦
﹇
二
〇
一
〇
﹈︑
鈴
木
朋
子
﹇
二
〇
一
六
﹈︑
佐
藤
厚
﹇
二
〇
一
七
﹈︑
岸
野

亮
示
﹇
二
〇
一
九
﹈︑
梶
哲
也
﹇
二
〇
二
〇
㈠
﹈・﹇
二
〇
二
〇
㈡
﹈︑
英 

亮
﹇
二
〇
二
〇
﹈︑
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
四
﹈・

﹇
二
〇
一
五
㈡
﹈・﹇
二
〇
二
一
﹈
等
が
あ
る
︒
な
お
︑
二
〇
〇
〇
年
代
以
前
に
は
︑
福
田
堯
穎
﹇
一
九
三
五
﹈︑
中
村
元

﹇
一
九
五
八
﹈︵
一
〇―

一
一
︶︑
古
宇
田
亮
宣
﹇
一
九
六
六
﹈︵
七
三
〇―

七
三
一
︶︑
鎌
田
茂
雄
﹇
一
九
七
九
﹈︑
森
本

公
誠
﹇
一
九
九
九
﹈﹁
ま
え
が
き
﹂
に
つ
い
て
も
︑
近
世
・
近
代
に
お
け
る
大
谷
派
の
余
乗
学
を
評
価
し
て
い
る
︒ 

一
三 

香
樹
院
徳
龍
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
わ
れ
る
︵
村
上
専
精
﹇
一
九
〇
〇
﹈︵
三
八
︶︒
こ
の
ほ
か
︑
香
樹
院
徳
龍

が
安
居
で
法
相
宗
の
所
依
の
経
典
で
あ
る
﹃
解
深
密
経
﹄
に
つ
い
て
講
義
し
た
と
き
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
そ

う
で
あ
る
︒ 

知
れ
や
︑
聖
道
の
難
解
難
入
概
ね
斯
の
如
し
︒
此
経
要
す
る
に
︑
た
ゞ
自
力
修
行
の
成
じ
難
き
こ
と
を
我
等
に
教
え

た
る
も
の
︑
あ
な
尊
と
や
他
力
の
本
願
︑
如
来
の
大
悲
﹂
と
説
き
下
す
や
︑
坐
に
列
な
れ
る
聴
衆
の
中
︑
嗚
咽
涕
泣

せ
し
も
の
あ
り
け
り
と
ぞ
︒
師
︑
常
に
門
人
に
諭
し
て
﹁
真
宗
の
僧
分
た
る
も
の
は
学
問
を
せ
よ
︑
自
力
修
行
の
代

り
と
思
ひ
て
︑
学
問
を
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
申
さ
れ
た
り
と
︒︵
大
須
賀
秀
道
﹇
一
九
〇
八
﹈﹃
逸
傳
百
話
﹄
三

四―

三
五
︒
傍
線
部
筆
者
︶ 

 

こ
の
こ
と
も
︑
当
時
の
余
乗
学
が
﹁
自
力
修
行
の
代
り
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
︒ 

一
四 

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄︵﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︶
参
照
︒ 
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統
宗
学
﹂
に
お
け
る
余
乗
学
の
位
置
づ
け
も
再
考
す
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒ 

な
お
︑
宗
乗
・
余
乗
な
ど
の
﹁
伝
統
宗
学
﹂
は
け
し
て
京
都
・
高
倉
学
寮
あ
る
い
は
南
都
北
嶺
周
辺
の
研
鑽
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
全
国
各
地
で
そ
の
様
子
が
看
取
で
き
る
︒
も
と
よ
り
︑﹁
東
本
願
寺
で
は
︑
管
見
の
限
り
︑
学
寮
参
集
に
つ
い
て
の

法
的
規
定
は
な
か
っ
た
︒
学
寮
へ
の
参
集
は
末
寺
僧
侶
の
自
由
意
志
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
﹂
り
︑﹁
基
本

的
に
は
夏
安
居︵
夏
講
︶が
開
か
れ
る
四
月
中
旬
よ
り
六
月
下
旬
ま
で
の
二
カ
月
余
り
を
中
心
に
︑春
秋
二
期
の
講
談︵
春

講
・
秋
講
︶
が
開
催
さ
れ
る
場
で
あ
っ
て
︑
年
中
開
校
の
教
育
機
関
で
は
な
﹂
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

一
五

︒
そ

の
傍
証
と
し
て
︑
高
倉
学
寮
の
最
盛
期
に
お
け
る
聴
講
者
数
は
﹁
常
に
二
千
人
内
外
﹂
で
あ
り

一
六

︑
全
国
の
大
谷
派
寺
院

数
一
七

と
比
し
て
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒ 

し
た
が
っ
て
︑﹁
伝
統
宗
学
﹂
を
担
う
僧
侶
た
ち
に
施
さ
れ
る
基
本
的
な
教
育
に
関
し
て
は
︑
学
寮
以
前
の
〝
地
方
〞
が

担
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
武
田
統
一
﹇
一
九
四
四
﹈︵
七
一―

七
二
︶
に
よ
れ
ば
︑
最
初
期
の
学
寮
は
﹁
末
徒
教
育
の

總
括
機
関
た
る
理
念
を
有
た
な
く
︑
単
に
京
都
法
中
及
び
堂
僧
子
弟
の
教
育
道
場
た
る
憾
み
﹂
が
あ
り
︑
学
寮
に
﹁
懸
席

を
強
要
す
る
よ
う
な
態
度
と
か
地
方
講
学
に
統
制
を
加
へ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
地
方
講
学
は

早
く
よ
り
そ
の
芽
萌
を
来
た
し
︑
元
禄
・
享
保
よ
り
寶
暦
・
安
永
に
至
る
期
間
が
最
も
盛
況
を
極
め
︑
末
徒
の
学
的
向
上

と
共
に
︑
間
接
的
で
は
あ
る
が
︑
門
末
否
社
会
の
教
化
に
甚
大
な
る
足
跡
を
残
し
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る

一
八

︒ 

そ
の
後
︑﹁
地
方
講
学
﹂
に
つ
い
て
は
統
制
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
︑
統
制
後
の
地
方
に
お
け
る
﹁
地
方
講
学
﹂

を
担
っ
た
機
関
と
し
て
︑
学
寮
講
師
・
嗣
講
・
擬
講
を
中
心
と
し
た
﹁
社
中
﹂
と
い
う
結
社
が
見
受
け
ら
れ
る

一
九

︒
全
国

各
地
に
存
し
た
﹁
社
中
﹂
の
学
び
は
︑
〝
地
方
〞
に
お
い
て
﹁
伝
統
宗
学
﹂
を
伝
持
す
る
基
盤
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
﹁
社

中
﹂
出
身
者
た
ち
は
学
寮
に
お
い
て
重
職
に
就
く
ケ
ー
ス
も
多
々
確
認
で
き
る
︒
今
後
は
こ
れ
ら
﹁
社
中
﹂
の
学
問
形
態

 

一
五 

梶
井
一
暁
﹇
一
九
九
九
﹈︵
七
四―

七
五
︶︒ 

一
六 

住
田
智
見
﹇
一
九
二
五
﹈︵
二
七
〇
︶︒
な
お
︑
村
上
専
精
﹇
一
九
一
六
﹈︵
六
三
六
︶
も
﹁
一
時
は
毎
年
結
夏
懸
席

者
二
千
名
に
及
ば
ん
と
す
︑
其
の
盛
況
想
察
す
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒ 

一
七 

真
宗
大
谷
派
名
古
屋
別
院
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
︑
二
〇
二
二
年
現
在
で
の
寺
院
総
数
は
八
六
二
四
个
寺
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
︒
学
寮
当
時
は
こ
の
数
字
よ
り
も
多
か
っ
た
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
︒ 

一
八 

武
田
統
一
﹇
一
九
四
四
﹈︵
七
二
︶
に
よ
る
と
︑﹁
是
れ
は
高
倉
の
地
へ
移
転
し
て
の
ち
︑
純
然
た
る
末
徒
教
育
の
統

一
的
機
関
た
る
概
念
が
確
立
す
る
に
至
っ
て
︑
統
制
策
が
施
さ
れ
る
迄
の
期
間
で
︑
以
後
は
漸
次
牽
制
的
態
度
を
充
分

有
ち
︑
安
居
の
開
筵
さ
れ
る
期
間
は
一
切
許
可
す
る
こ
と
な
く
︑
か
つ
特
殊
の
事
情
に
あ
る
地
方
の
み
に
限
っ
て
︑
講

者
の
内
講
を
許
可
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
る
︒ 

一
九 

﹁
社
中
﹂
の
様
相
に
つ
い
て
は
︑
住
田
智
見
﹇
一
九
二
五
﹈︵
二
五
一
︶︑
上
杉
文
秀
﹇
一
九
二
八
﹈︵
五
〇
七
︶︑
織

田
顕
信
﹇
一
九
七
六
﹈︵
六
七―

六
八
︶
を
参
照
︒
な
お
︑
こ
の
﹁
社
中
﹂
制
度
に
つ
い
て
は
︑
明
治
八
年
に
成
立
し
た

地
方
の
僧
侶
養
成
機
関
で
あ
る
﹁
小
教
校
﹂︵﹃
大
谷
大
学
一
〇
〇
年
史 

資
料
編
﹄︵
五
九―

六
一
︶
が
普
及
し
て
以

後
︑
衰
退
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
こ
れ
ら
の
﹁
小
教
校
﹂
は
明
治
八
年
の
成
立
時
に
﹁
東
京
府
下
を
始

め
全
国
二
十
数
ヵ
所
に
小
教
校
が
設
立
さ
れ
た
﹂
の
ち
︑
最
終
的
に
は
高
倉
学
寮
や
各
地
尋
常
中
学
校
に
吸
収
さ
れ
た

︵
赤
松
俊
秀
・
笠
原
一
男
﹇
一
九
八
六
﹈︵
四
九
七
︶︒
ち
な
み
に
︑﹁
社
中
﹂
の
名
簿
に
関
し
て
は
︑
織
田
顕
信
﹇
一
九

七
六
﹈︑
近
弥
二
郎
﹇
一
九
四
二
﹈︑
大
谷
派
宗
史
編
纂
所
﹇
一
九
三
二―

一
九
三
七
﹈︑
大
谷
派
本
願
寺
宗
学
院
﹇
一
九

三
八―

一
九
四
一
﹈︑
神
谷
和
正
﹇
二
〇
一
三
﹈
に
詳
し
い
︒ 
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に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
学
寮
を
中
心
と
し
た
﹁
伝
統
宗
学
﹂
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
端
緒
と
な
り
え
よ
う
︒ 

そ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
︑
高
倉
学
寮
講
師
で
あ
り
数
多
く
の
﹁
社
中
﹂
を
有
し
た
香
樹
院
徳
龍
・
香
涼

院
行
忠
︵
一
八
一
七―
一
八
九
〇
︶
と
︑
両
人
に
ま
つ
わ
る
新
潟
県
阿
賀
野
市
・
佛
性
山
金
剛
院
無
為
信
寺
の
膨
大
な
蔵

書
の
一
部
を
取
り
上
げ
︑
〝
地
方
〞
に
お
け
る
余
乗
学
研
鑽
の
軌
跡
を
提
示
し
た
い
︒ 

 無
為
信
寺
と
そ
の
文
庫
に
つ
い
て 

 

新
潟
県
・
阿
賀
野
市
に
位
置
す
る
佛
性
山
金
剛
院
無
為
信
寺
は
︑
親
鸞
の
高
弟
・
二
十
四
輩
の
一
人
で
あ
る
無
為
信
房

︵
一
一
八
六―

一
二
六
四
︶
を
開
基
と
し

二
〇

︑
高
倉
学
寮
で
活
躍
し
た
数
多
の
碩
学
を
輩
出
し
た
こ
と
で
名
高
い
︒
た

と
え
ば
︑
無
為
信
寺
中
興
の
祖
・
贈
嗣
講
・
立
信
院
釈
順
崇
︵
一
七
三
二―

一
八
〇
二
︶

二
一

︑
香
月
院
深
励
の
高
弟
・
香

樹
院
徳
龍

二
二

を
は
じ
め
︑
徳
龍
の
弟
で
あ
り
贈
擬
講
・
香
海
院
徳
猊
︵
？―

一
八
六
〇
︶

二
三

︑
高
倉
学
寮
講
師
・
樋
口

龍
温
︵
一
八
〇
〇―

一
八
八
五
︶

二
四

︑
同
講
師
・
香
涼
院
行
忠

二
五

な
ど
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
ほ
か
︑
徳
龍
の
門

弟
と
し
て
︑
越
後
に
お
け
る
教
化
活
動
に
尽
力
し
た
同
講
師
・
渡
辺
法
瑞
︵
一
八
二
七―

一
九
〇
四
︶

二
六

︑
キ
リ
シ
タ
ン

の
ス
パ
イ
と
し
て
も
活
躍
し
た
同
講
師
・
龍
山
慈
影
︵
一
八
三
七―
一
九
二
一
︶

二
七

が
い
る
︒
ま
た
︑
香
涼
院
行
忠
門
下

と
し
て
︑
近
年
宗
門
外
で
注
目
さ
れ
て
い
る
村
上
専
精
︵
一
八
五
一―

一
九
二
九
︶

二
八

を
は
じ
め
︑
大
谷
大
学
名
誉
教
授

で
あ
り
︑
京
都
大
学
︑
東
洋
大
学
︑
曹
洞
宗
大
学
︑
宗
教
大
学
な
ど
で
も
教
鞭
を
取
っ
た
齋
藤
唯
信
︵
一
八
六
五―

一
九

 

二
〇 

武
田
真
﹇
二
〇
一
八
㈠
﹈︒ 

二
一 

立
信
院
釈
順
崇…

武
田
真
﹇
二
〇
一
八
㈠
﹈︵
九
二
︶︑
村
上
専
精
﹇
一
九
〇
〇
﹈︵
三
三―
三
五
︶︒ 

二
二 

香
樹
院
徳
龍…

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︵
三
二
二―
三
二
三
︑
三
四

四
︶︒ 

二
三 

香
海
院
徳
猊…

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄ 

﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︵
三
三
四
︶︒ 

二
四 

樋
口
龍
温…

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄ 

﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︵
三
二
四―

三
二
五
︑
三
五
二

―

三
五
三
︶︒ 

二
五 

香
涼
院
行
忠…

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︵
三
二
九
︑
三
六
一
︶︒ 

二
六 

渡
辺
法
瑞…

北
原
了
義
﹇
一
九
八
九
﹈︵
二
六
四―

二
六
五
︶︑
村
山
教
二
﹇
一
九
八
九
﹈︵
二
七
八
︶︒
渡
辺
法
瑞
は

高
倉
学
寮
講
師
で
あ
り
︑
自
坊
で
あ
る
願
浄
寺
で
﹁
寺
内
に
寮
舎
を
設
け
て
学
生
を
教
育
す
る
こ
と
十
四
年
間
に
及
﹂

び
︑﹁
南
学
場
﹂
で
も
講
師
と
し
て
活
動
し
て
い
た
︵
二
六
四―

二
六
五
︑
二
七
八
︶
よ
う
で
あ
る
︒ 

二
七 

龍
山
慈
影…

﹃
厳
如
宗
主
履
歴
大
谷
派
講
者
列
伝
碑
文
集
﹄﹃
真
宗
全
書
﹄
六
六
︵
三
六
五
︶︒
ち
な
み
に
龍
山
慈
影

は
︑
香
樹
院
徳
龍
の
弟
・
徳
猊
の
五
男
に
当
た
る
︵
武
田
真
﹇
二
〇
一
八
﹈
㈡
︶︒ 

二
八 

村
上
専
精
﹇
一
九
九
三
﹈﹁
第
四
章 

越
後
国
に
遊
ぶ
時
の
苦
学
談
﹂
参
照
︒
な
お
︑
村
上
は
新
潟
市
松
山
真
光
寺

の
﹁
北
学
場
﹂
で
香
涼
院
行
忠
の
﹃
唯
識
三
十
述
記
﹄︵﹃
成
唯
識
論
述
記
﹄
か
？
︶
を
受
講
し
た
そ
う
で
あ
る
︒
こ
の

﹁
北
学
場
﹂
に
つ
い
て
は
︑
長
岡
市
脇
野
町
・
浄
福
寺
に
あ
っ
た
﹁
南
学
場
﹂
と
並
ん
で
︑
越
後
の
僧
侶
を
育
成
す
る

施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︵
北
原
了
義
﹇
一
九
八
九
﹈︵
二
六
四
︶︒
な
お
︑
村
上
専
精
に
関
し
て
宗
門
外

で
の
研
究
が
近
年
盛
ん
で
あ
り
︑
そ
の
成
果
と
し
て
オ
リ
オ
ン
ク
ラ
ウ
タ
ウ
﹇
二
〇
二
一
﹈
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
︒ 
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五
七
︶
が
い
る

二
九

︒
以
上
の
人
物
た
ち
は
無
為
信
寺
で
学
ん
だ
人
物
︑
も
し
く
は
徳
龍
・
行
忠
に
教
え
を
請
う
た
門
弟
の

一
例
に
過
ぎ
な
い
が
︑
こ
れ
だ
け
を
み
て
も
無
為
信
寺
を
中
心
と
し
た
学
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
よ
う
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
多
く
の
著
名
な
学
僧
と
関
係
す
る
無
為
信
寺
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
は
香
樹
院
徳
龍
・
香
涼
院
行
忠
な
ど

を
中
心
に
蒐
集
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
蔵
書
・
ノ
ー
ト
が
数
多
く
現
存
し
て
い
る
︒
そ
の
蔵
書
数
は
約
二
万
点
を
か
ぞ
え
︑

蔵
書
の
ほ
か
に
も
膨
大
な
法
宝
物
・
文
書
が
確
認
で
き
る

三
〇

︒
な
お
︑
無
為
信
寺
文
庫
に
つ
い
て
は
現
在
整
備
が
な
さ

れ
て
お
り
︑
龍
谷
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
機
関
に
よ
る
調
査

三
一

︑
な
ら
び
に
元
日
本
大
学
教
授
・
高
橋
良
政
氏
を

中
心
と
す
る
目
録
作
成
事
業
が
大
き
く
進
展
し

三
二

︑
近
日
完
成
予
定
の
﹁
仏
教
書
目
録
﹂
に
よ
っ
て
今
後
も
さ
ら
な
る

成
果
が
期
待
さ
れ
る
︒
こ
う
い
っ
た
大
谷
派
寺
院
の
蔵
書
に
関
し
て
は
全
国
的
に
膨
大
な
数
が
現
存
し
て
い
る
も
の
の
︑

そ
の
存
在
自
体
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
整
備
が
進
ま
な
い
た
め
に
﹁
虫
や
カ
ビ
に
よ
る
損
壊
︑
湿
気
に
よ
る
硬
化
な
ど
が

著
し
﹂

三
三

い
ケ
ー
ス
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
︒
今
後
は
無
為
信
寺
の
蔵
書
整
理
を
モ
デ
ル
と
し
て
︑
早
急
に
対
処
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒ 

 

無
為
信
寺
文
庫
に
お
け
る
仏
教
書
と
そ
の
概
観 

 

こ
こ
か
ら
は
筆
者
が
無
為
信
寺
文
庫
の
仏
書
に
関
す
る
様
子
を
記
し
て
お
き
た
い
︒
幸
い
に
も
二
〇
二
〇
年
︑
二
〇
二

二
年
の
二
度
に
わ
た
り
︑
筆
者
は
無
為
信
寺
文
庫
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た

三
四

︒
限
ら
れ
た
時
間
で
す
べ
て
の
蔵
書
な

 

二
九 

齋
藤
唯
信
﹇
一
九
五
九
﹈︵
一
五
︶︒
な
お
︑
井
上
円
了
﹇
一
八
五
八―

一
九
一
九
一
﹈
に
関
し
て
も
武
田
門
下
と
す

る
説
︵
村
山
教
二
﹇
一
九
八
九
﹈
二
七
六
︶
が
あ
る
が
︑
管
見
の
限
り
そ
の
論
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
︒ 

三
〇 

同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
﹇
二
〇
一
〇
﹈︵
一
七
八―

一
八
八
︶︒ 

三
一 

龍
谷
大
学
に
よ
る
無
為
信
寺
文
庫
調
査
は
︑
楠
淳
證
﹇
二
〇
一
九
﹈
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

︵
無
為
信
寺
住
職
・
武
田
真
氏
談
︶︒
そ
の
ほ
か
︑
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
な
ど
も
無
為

信
寺
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
︵
無
為
信
寺
住
職
・
武
田
真
氏
談
︶︒
ち
な
み
に
︑
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
が
調
査
を

試
み
た
際
に
は
︑
蔵
書
の
整
理
が
完
了
し
て
お
ら
ず
︑
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

︵
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
﹇
一
九
八
九
﹈・﹇
一
九
九
〇
﹈︶︒ 

三
二 

現
段
階
ま
で
に
︑
無
為
信
寺
文
庫
の
漢
籍
・
国
書
を
中
心
と
し
た
目
録
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
︵﹁
佛
性
山
金
剛
院
無

為
信
寺
蔵
古
書
目
録
﹂﹃
新
潟
県
阿
賀
野
市
水
原 

古
書
目
録
三
種
﹄
所
収
︶︒
仏
書
に
関
し
て
も
︑
近
日
完
成
予
定
と

の
こ
と
で
あ
る
︵
無
為
信
寺
住
職
・
武
田
真
氏
談
︶︒ 

三
三 

湯
谷
祐
三
﹇
二
〇
二
一
﹈︒
上
記
に
よ
れ
ば
︑
香
樹
院
徳
龍
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
講
師
・
雲
華
大
含
︵
一
七
七
三

―

一
八
五
〇
︶
の
蔵
書
目
録
を
復
元
す
る
作
業
が
現
在
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒ 

三
四 

無
為
信
寺
文
庫
を
調
査
す
る
に
あ
た
り
︑
無
為
信
寺
住
職
・
武
田
真
氏
︑
同
若
院
・
武
田
雄
大
氏
に
多
大
な
る
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
︒
ま
た
︑
二
〇
二
〇
年
の
調
査
の
際
に
は
︑
元
大
谷
大
学
助
教
・
梶
哲
也
先
生
に
ご
助
力
い
た
だ
い

た
︒
本
稿
に
お
け
る
﹁
倶
舎
﹂
関
係
の
写
真
は
︑
梶
先
生
か
ら
拝
借
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
二
〇
二
二
年
の
調
査

に
際
し
て
︑
龍
谷
大
学
准
教
授
・
野
呂
靖
先
生
︑
大
谷
大
学
大
学
院
・
但
馬
普
氏
︑
同
大
学
院
英
貴
志
氏
に
同
伴
い
た

だ
き
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
︒
こ
こ
に
お
礼
申
し
上
げ
る
︒ 
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ら
び
に
蒐
集
品
を
調
査
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
︑
余
乗
︵
華
厳
・
天
台
・
俱
舎
・
唯
識
・
因
明
な
ど
︶
に
関
す

る
文
献
を
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
ら
の
文
献
は
︑
越
後
地
方
に
お
け
る
余
乗
学
研
鑽
の
動
向
を
検
討
す
る

上
で
有
益
な
史
料
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
下
で
は
非
常
に
雑
駁
で
は
あ
る
が
︑
筆
者
が
確
認
し
た
余
乗
に
関
す
る
資
料
の
ご

く
一
部
︑
特
に
香
樹
院
徳
龍
・
香
涼
院
行
忠
が
蒐
集
・
講
義
に
携
わ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た

い
︒ 

 

華
厳 

本
朝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
華
厳
﹂
学
は
︑
南
都
・
東
大
寺
を
中
心
と
し
た
﹁
華
厳
宗
﹂
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
︒

そ
の
端
緒
を
示
せ
ば
︑﹁
華
厳
経
を
最
高
・
究
極
の
経
典
と
し
︑
そ
の
思
想
を
根
本
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
固
有
の
教
学

を
形
成
し
た
﹂
も
の
と
さ
れ
る

三
五

︒ 
         

表
題
・
華
厳
一
乗
教
分
記
随
堕
録 

首
題
・
未
確
認 

講
者
・
不
明 

筆
者
・
香
樹
院
徳
龍 

年
代
・
寛
政
七
年
︵
一
七
九
五
︶ 

場
所
・
不
明 

内
容
・
題
の
は
じ
め
に
あ
る
﹁
華
厳
一
乗
教
分
記
﹂
と
は
︑
華
厳
学
派
第
三
祖
の
賢
首
大
師
法
蔵
︵
六
四
四―

七
一
二
︶

が
著
し
た
﹃
華
厳
五
教
章
﹄

三
六

を
指
す
︒
概
要
の
一
部
を
示
せ
ば
︑
す
べ
て
の
仏
教
を
小
乗
教
︑
始
教
︑
終
教
︑
頓
教
︑

円
教
の
五
種
に
分
別
し
︑
そ
の
う
ち
﹃
華
厳
経
﹄
の
教
え
が
円
教
に
相
当
す
る
こ
と
を
説
く

三
七

︒
右
に
挙
げ
た
本
書
は
︑

こ
の
﹃
華
厳
五
教
章
﹄
に
つ
い
て
講
義
さ
れ
た
も
の
を
︑
南
都
遊
学
中
の
香
樹
院
徳
龍
が
記
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒

こ
の
ほ
か
に
も
︑
法
蔵
撰
﹃
華
厳
経
探
玄
記
﹄
に
関
す
る
講
義
録
も
確
認
で
き
た
︒ 

 

三
五 

﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄
第
二
版
︵
二
七
二
︶︒
本
朝
に
お
け
る
華
厳
学
史
に
つ
い
て
は
︑
湯
次
了
栄
﹇
一
九
二
〇
﹈﹁
第

五
章 

日
本
に
於
け
る
華
厳
の
流
行
﹂
に
詳
し
い
︒
な
お
︑
大
谷
派
に
お
け
る
近
世
・
近
代
﹁
華
厳
﹂
学
に
つ
い
て

は
︑
一
蓮
院
秀
存
︵
一
七
八
八―

一
八
六
〇
︶︑
吉
谷
覚
寿
︵
一
八
四
三―

一
九
一
四
︶︑
松
原
恭
譲
︵
一
八
六
八―

一

九
四
〇
︶︑
齋
藤
唯
信
︑
河
野
法
雲
︵
一
八
六
七―

一
九
四
五
︶
な
ど
が
名
高
い
︒ 

三
六 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
三
︑
四
四―

四
五
︒ 

三
七 

鎌
田
茂
雄
﹇
一
九
七
九
﹈
を
参
照
︒ 
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天
台 

本
朝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
天
台
学
﹂
は
︑
比
叡
山
を
中
心
と
す
る
﹁
天
台
宗
﹂
を
中
心
に
展
開
し
た
︒
こ
の
﹁
天
台

宗
﹂
は
︑
智
顗
︵
三
八―
五
九
八
︶
を
高
祖
と
し
︑
智
顗
が
﹁
理
論
面
と
実
践
面
の
教
観
双
修
を
立
脚
点
と
し
︑
全
仏
教

を
整
理
統
摂
し
た
五
時
八
教
の
教
判
︵
教
相
判
釈
︶
を
組
織
し
︑
仏
教
思
想
を
再
編
成
し
た
蔵
・
通
・
別
・
円
の
四
教
と

空
・
仮
・
中
の
三
観
を
網
格
と
し
て
︑
一
心
三
観
︑
十
如
是
︑
十
界
互
具
︑
一
念
三
千
︑
十
乗
観
法
︑
法
具
説
な
ど
を
説

き
︑
実
相
論
と
し
て
中
国
仏
教
を
形
成
し
た
﹂
こ
と
を
教
学
の
中
心
と
し
て
い
る

三
八

︒ 
 

 

 

表
題
・
摩
訶
止
観
随
堕
録 

完 

首
題
・
な
し 

講
者
・
経
歴 

筆
者
・
香
樹
院
徳
龍 

年
代
・
寛
政
八
年
︵
一
七
九
六
︶ 

場
所
・
生
玉
藤
田
寺 

内
容
・
題
の
は
じ
め
に
あ
る
﹃
摩
訶
止
観
﹄

三
九

と
は
︑
隋
代
の
智
顗
﹇
五
三
八―

五
九
八
﹈
に
よ
る
講
義
録
で
あ
り
︑
仏

教
全
体
の
実
践
法
を
次
第
・
不
定
・
円
頓
の
三
種
に
分
け
︑
天
台
学
派
の
止
観
が
最
高
位
の
﹁
円
頓
﹂
に
値
す
る
こ
と
を

論
じ
る
︒
右
に
挙
げ
た
書
は
︑
遊
学
中
だ
っ
た
香
樹
院
徳
龍
が
こ
の
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
つ
い
て
の
講
義
を
筆
録
し
た
も
の

と
見
ら
れ
る
︒ 

 
 

三
八 

﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄
第
二
版
︵
七
四
〇
︶︒
本
朝
に
お
け
る
天
台
学
史
に
つ
い
て
は
︑
島
地
大
等
﹇
一
九
八
六
﹈﹁
第

四
編 

日
本
古
代
天
台
史
﹂﹁
第
五
編 

近
世
天
台
史
概
説
﹂
に
詳
し
い
︒
な
お
︑
近
世
・
近
代
の
大
谷
派
に
お
け
る

﹁
天
台
﹂
学
史
に
関
す
る
著
述
は
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
が
︑
代
表
的
な
人
物
を
挙
げ
れ
ば
四
辻
鳳
千
︵
？―

？
︶︑

赤
松
法
宣
︵
一
八
〇
三―

？
︶︑
藤
谷
慧
燈
︵
？―

一
八
九
六
︶︑
石
川
了
因
︵
一
八
四
三―

一
九
二
二
︶︑
上
杉
文
秀

︵
一
八
六
七―

一
九
三
六
︶︑
本
多
主
馬
︵
一
八
七
三―

一
九
三
八
︶ 

︑
稲
葉
圓
成
︵
一
八
八
一―

一
九
五
〇
︶︑
安
藤

俊
雄
︵
一
九
〇
九―

一
九
七
三
︶
な
ど
が
い
る
︒ 

三
九 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
十
︑
二
五
一―

二
五
三
︒ 
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表
題
・
文
句
真
記
次
第 

三
末
已
下 

首
題
・
な
し 

講
者
・
不
明 

 

筆
者
・
香
樹
院
徳
龍 

年
代
・
不
明 

 

場
所
・
不
明 

内
容
・
題
の
は
じ
め
に
あ
る
﹁
文
句
﹂
と
は
︑
隋
代
の
智
顗
が
講
義
し
た
﹃
法
華
文
句
﹄

四
〇

を
指
す
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の

書
は
﹃
法
華
経
﹄
の
注
釈
書
で
あ
り
︑
経
の
前
半
を
迹
門
︑
後
半
を
本
門
と
し
︑
両
門
を
序
文
・
正
宗
分
・
流
通
分
の
三

段
に
分
け
︑
各
字
句
に
つ
い
て
因
縁
・
約
教
・
本
迹
・
観
心
の
四
種
を
も
っ
て
解
釈
し
て
い
る

四
一

︒
右
に
挙
げ
た
本
書

は
︑﹃
法
華
文
句
﹄
に
つ
い
て
の
講
義
を
香
樹
院
徳
龍
が
筆
録
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
ほ
か
︑
管
見
の
限
り
で

は
﹃
止
観
畧
次
第
﹄︑﹃
十
不
二
門
指
要
抄
随
堕
録
﹄﹃
法
華
文
句
科
觧
字
義
釈
名
抜
萃
﹄﹃
玄
義
随
聞
﹄
な
ど
も
確
認
で
き

た
︒ 

 

倶
舎 

 
 

本
朝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
倶
舎
﹂
学
は
︑
世
親
︵
四
～
五
世
紀
︶
が
撰
述
し
た
と
さ
れ
る
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄

四
二

 

四
〇 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
十
︑
三
七
八―

三
八
一
︒﹁
妙
法
蓮
華
経
文
句
﹂
の
項
を
参
照
︒ 

四
一 

菅
野
博
史
﹇
二
〇
一
六
﹈︑﹇
二
〇
一
七
﹈︵
一
︶
～
︵
三
︶
を
参
照
︒ 

四
二 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
二
三―

二
五
︒ 
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を
中
心
に
研
究
を
行
う
も
の
で
あ
る

四
三

︒
概
要
を
示
せ
ば
︑
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教
勢
力
の
中
で
最
大
派
閥
で
あ

っ
た
説
一
切
有
部
の
教
義
を
整
理
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
世
親
が
経
量
部
の
立
場
か
ら
批
判
を
加
え
た
も
の
と
さ
れ
る

四
四

︒

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
は
そ
れ
以
前
の
原
始
仏
教
を
体
系
化
し
︑
後
の
大
乗
仏
教
の
基
礎
に
も
な
っ
た
こ
と
か
ら
︑
本
朝

に
お
い
て
も
盛
ん
に
研
究
が
な
さ
れ
た

四
五

︒ 
 

 

 

表
題
・
倶
舎
論
頌
疏 

首
題
・
な
し 

講
者
・
義
存
︵
？―

？
︶ 

筆
者
・
不
明 

年
代
・
明
和
八
年
︵
一
七
七
一
︶ 

場
所
・
不
明 

内
容
・﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
偈
頌
部
分
に
つ
い
て
の
講
義
ノ
ー
ト
と
見
ら
れ
る
︒ 

そ
の
ほ
か
︑
徳
龍
の
ノ
ー
ト
と
推
察
さ
れ
る
﹃
阿
毘
達
磨
繹え

き

真
﹄︵
上
下
︶︑﹃
倶
舎
論
随
夙し

ゅ
く

﹄︑
多
数
の
書
き
込
み
が

見
ら
れ
る
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
版
本
︵
天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶︑
筆
者
不
明
﹃
阿
毘
達
磨
愚
稿
﹄︵﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄

 

四
三 

﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄
第
二
版
︵
二
五
〇
︶︒
い
わ
ゆ
る
﹁
倶
舎
﹂
と
そ
の
学
問
に
つ
い
て
は
︑
平
川
彰
﹇
二
〇
〇
四

㈠
﹈﹁
第
一
章 

倶
舎
宗
﹂
を
参
照
︒
な
お
︑
真
宗
大
谷
派
に
お
け
る
﹁
倶
舎
﹂
学
に
つ
い
て
は
︑
舟
橋
水
哉
﹇
一
九
二

二
﹈︑
櫻
部
建
﹇
一
九
九
九
﹈
に
詳
し
い
︒
上
記
に
あ
る
よ
う
に
︑
近
世
・
近
代
の
大
谷
派
内
部
に
お
い
て
は
︑﹁
俱

舎
﹂
学
に
ま
つ
わ
る
膨
大
な
研
究
成
果
が
見
て
取
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
俱
舎
﹂
学
研
究
に
お
い
て
特
に
名
を
残
し
た
人

物
と
し
て
は
︑
圓
乗
院
宣
明
︵
一
七
四
九―

一
八
二
一
︶︑
楠
潛
龍
︵
？―

？
︶︑
赤
松
法
宣
︑
豊
満
春
洞
︵
一
八
五
七

―

一
九
三
一
︶︑
藤
谷
慧
燈
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒ 

四
四 

櫻
部
建
・
上
山
春
平
﹇
一
九
六
九
﹈
参
照
︒ 

四
五 

舟
橋
水
哉
﹇
一
九
四
〇
﹈﹁
倶
舎
論
の
本
文
及
び
末
註
﹂﹁
附
録 

俱
舎
小
史
﹂
を
参
照
︒ 
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の
科
文
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
か
？
︶︑
あ
る
い
は
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
﹄

四
六

︑﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
指
要
抄
﹄

四
七

の
写

本
も
見
ら
れ
た
︒ 

 

 

 

 

表
題
・
旧
訳
対
辨 

発
智
論
畧
次
第 

完 

首
題
・
阿
毘
達
磨
発
智
論
本
頌 

講
者
・
不
明 

 
 

四
六 

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
﹄
は
︑﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
の
﹁
要
解
﹂
を
述
べ
た
書
で
あ
り
︑
普
寂
﹇
一
七
〇
七―

一
七
八
一
﹈
が
記
し
た
も
の
と
さ
れ
る
︵﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
二
八
︶︒
な
お
︑
無
為
信
寺
本
が
こ
の
普
寂
撰

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
要
解
﹄
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
は
確
認
が
必
要
で
あ
る
︒ 

四
七 

﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
指
要
抄
﹄
は
︑﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
﹄
に
つ
い
て
湛
慧
﹇
一
六
七
五―

一
七
四
七
﹈
が
述
べ
た

も
の
と
さ
れ
る
︵﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
二
六
︶︒
な
お
︑
無
為
信
寺
本
が
こ
の
湛
慧
述
﹃
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
指
要

抄
﹄
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
は
確
認
が
必
要
で
あ
る
︒ 
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筆
者
・
香
樹
院
徳
龍
記 

年
代
・
不
明 

 

場
所
・
不
明 

内
容
・
題
の
は
じ
め
に
あ
る
﹁
発
智
論
﹂
も
し
く
は
﹁
阿
毘
達
磨
発
智
論
本
頌
﹂
と
は
︑
説
一
切
有
部
の
根
本
所
依
の
論

疏
で
あ
る
﹃
阿
毘
達
磨
発
智
論
﹄

四
八

を
指
す
と
見
ら
れ
る
︒
概
要
を
示
せ
ば
︑﹁
説
一
切
有
部
宗
の
根
本
所
依
中
の
首
班

た
る
も
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
有
部
宗
の
一
切
の
重
要
教
義
を
満
載
す
る
も
の
﹂

四
九

と
さ
れ
る
︒
右
に
挙
げ
た
本
書
は
﹃
発

智
論
﹄
の
偈
頌
部
分
に
つ
い
て
︑
香
樹
院
徳
龍
が
解
説
を
加
え
た
ノ
ー
ト
と
見
ら
れ
る
︒ 

 

唯
識 

 
 

本
朝
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
唯
識
﹂
学
は
︑
主
に
南
都
﹁
法
相
宗
﹂
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
中
国
に

お
い
て
玄
奘
︵
六
〇
二―

六
六
四
︶
が
も
た
ら
し
た
﹃
成
唯
識
論
﹄

五
〇

を
中
心
に
研
究
す
る
学
派
で
あ
り
︑
元
興
寺
︵
南

寺
︶
と
興
福
寺
︵
北
地
︶
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る

五
一

︒﹃
成
唯
識
論
﹄
の
概
要
を
示
せ
ば
︑
世
親
の
﹃
唯
識
三
十
頌
﹄

に
つ
い
て
︑
印
度
十
大
論
師
の
一
人
で
あ
る
護
法
︵
六
世
紀
こ
ろ
︶
の
見
解
を
中
心
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
︑

外
界
の
実
在
性
を
説
く
部
派
仏
教
に
対
し
︑
実
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
は
す
べ
て
﹁
識
の
変
化
﹂
の
表
象

に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る

五
二

︒ 
 

 

 
 

四
八 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
三
三―

三
四
︒ 

四
九 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
三
三
︒ 

五
〇 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
六
︑
一
二―

一
三
︒ 

五
一 

﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄
第
二
版
︵
九
三
三―

九
三
四
︶︒
な
お
︑
近
世
で
は
香
月
院
深
励
門
下
を
中
心
に
︑﹁
唯
識
﹂・

﹁
倶
舎
﹂
学
を
中
心
と
し
た
﹁
性
相
学
﹂
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︵
日
下
無
倫
﹇
一
九
三
一
﹈﹁
一
三
︑
香
月

院
門
下
に
於
け
る
性
相
教
の
講
学
﹂
参
照
︶︒
そ
の
ほ
か
︑
近
代
大
谷
派
に
お
け
る
﹁
唯
識
﹂
研
究
に
つ
い
て
は
︑
豊
満

春
洞
︑
小
島
恵
見
︵
一
八
八
〇―

一
九
三
七
︶︑
富
貴
原
章
信
︵
一
九
〇
七―

一
九
七
五
︶
な
ど
が
名
高
い
︒ 

五
二 

服
部
正
明
・
上
山
春
平
﹇
一
九
八
二
﹈
参
照
︒ 
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表
題
・
成
唯
識
論
聴
書 

首
題
・
成
唯
識
論
述
記
聴
書
巻
五 

 

講
者
・
香
涼
院
行
忠 

 

筆
者
・
龍
□ 

年
代
・
明
治
四
年
︵
一
八
七
二
︶ 

 

場
所
・
不
明 

内
容
・
中
国
法
相
学
派
の
鼻
祖
と
称
さ
れ
る
慈
恩
大
師
基
︵
六
三
二―

六
八
二
︶
が
︑﹃
成
唯
識
論
﹄
に
つ
い
て
注
釈
し
た

﹃
成
唯
識
論
述
記
﹄

五
三

に
つ
い
て
︑
香
涼
院
行
忠
が
講
述
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒ 

 

 

 

五
三 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
六
︑
二
一―

二
二
︒ 
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表
題
・
解
深
密
経
頌
説
講
読 

全 

首
題
・
解
深
密
経
頌
説
講
讃 

筆
者
・
香
涼
院
行
忠 

 

年
代
・
慶
応
二
年
︵
一
八
六
六
︶ 

場
所
・
仏
性
閣 

 

内
容
・﹃
解
深
密
経
﹄

五
四

と
は
︑
唯
識
学
派
の
根
本
経
典
で
あ
り
︑
そ
の
後
﹁
唯
識
﹂
学
派
内
で
発
展
し
て
い
く
阿
頼
耶

識
縁
起
説
︑
三
性
三
無
性
說
な
ど
の
原
型
が
説
か
れ
て
い
る
︒
無
為
信
寺
で
発
見
さ
れ
た
書
は
︑
そ
の
﹃
解
深
密
経
﹄
の

偈
頌
部
分
に
つ
い
て
香
涼
院
行
忠
が
講
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
︒ 

 

 

 
 

五
四 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
三
︑
九
九―

一
〇
一
︒ 
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表
題
・
古
論
草 

筆
者
・
不
明 

年
代
・
正
治
三
年
︵
一
二
〇
一
︶
か
ら
元
禄
一
七
年
︵
一
七
〇
四
︶ 

場
所
・
法
隆
寺 

内
容
・
鎌
倉
初
期
の
南
都
で
行
わ
れ
た
﹁
講
会
﹂
に
際
し
て 

﹁
論
議
抄
﹂︵﹃
成
唯
識
論
﹄
全
十
巻
の
論
議
テ
ー
マ
に
関

す
る
総
合
書
︶
と
︑﹁
短
釈
﹂︵
一
つ
一
つ
の
論
議
テ
ー
マ
に
関
し
て
著
さ
れ
た
短
編
の
論
議
書
︶
が
著
さ
れ
た
︒
無
為
信

寺
に
蔵
す
る
﹁
古
論
草
﹂
は
︑
こ
れ
ら
の
う
ち
後
者
の
﹁
短
釈
﹂
に
該
当
す
る
と
い
う

五
五

︒
こ
れ
ら
の
他
に
も
︑﹃
外
難

五
論
題
答
辨
﹄︵
香
涼
院
行
忠
筆
録
︶︑﹃
成
唯
識
論
比
量
抄
出
﹄
と
い
う
名
の
ノ
ー
ト
も
発
見
で
き
た
︒ 

 

因
明
五
六 

 
 

﹁
因
明
﹂
と
は
﹁
推
理
・
推
論
に
お
け
る
理
由
︵
因
︶︵hetu
︶
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
る
﹂

五
七

︒
師
茂
樹
﹇
二
〇
一

九
﹈﹁
４―

３ 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
研
究
﹂﹁
４―

４ 

日
本
に
お
け
る
研
究
﹂
に
よ
る
と
︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
陳

那
︵
四
八
〇
？―

五
四
〇
？
︶
撰
﹃
因
明
正
理
門
論
﹄

五
八

と
︑
そ
の
入
門
書
と
し
て
書
か
れ
た
商
羯
羅
王
︵
？―

？
︶
撰

﹃
因
明
入
正
理
論
﹄

五
九

が
翻
訳
さ
れ
て
か
ら
研
究
が
進
ん
だ
︒
さ
ら
に
は
︑
玄
奘
の
弟
子
・
基
に
よ
っ
て
﹃
因
明
入
正
理

論
﹄
の
注
釈
書
︵﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄
も
し
く
は
﹃
因
明
大
疏
﹄

六
〇

︶
が
撰
述
さ
れ
る
と
︑
そ
れ
が
本
朝
に
も
伝
来
し

﹁
因
明
﹂
が
盛
ん
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
︒
な
お
︑
本
朝
に
お
け
る
﹁
因
明
﹂
学
の
特
徴
と
し
て
は
︑
論
証

に
お
け
る
確
実
性
の
議
論
よ
り
も
︑﹃
因
明
入
正
理
論
﹄
に
説
か
れ
る
﹁
三
十
三
過
﹂︵
三
十
三
種
に
分
別
さ
れ
る
推
論
の

失
敗
例
︶
を
中
心
に
発
展
し
た
こ
と
が
前
述
の
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
九
﹈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
 

五
五 

楠
淳
證
﹇
二
〇
一
九
﹈︵
五
四―

五
五
︶︒ 

五
六 

﹁
因
明
﹂
に
つ
い
て
は
︑
平
川
彰
﹇
二
〇
〇
四
㈠
﹈︵
四
九
〇―

四
九
二
︶︑
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
五
㈠
﹈
を
参
照
︒
な

お
︑
近
世
大
谷
派
に
お
け
る
﹁
因
明
﹂
研
究
に
つ
い
て
は
︑
雲
英
晃
耀
︵
一
八
三
一―

一
九
一
〇
︶︑
村
上
専
精
︵
一
八

五
一―

一
九
二
九
︶
が
名
高
い
︵
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
師
茂
樹
﹇
二
〇
一
四
﹈・﹇
二
〇
一
五
㈠
﹈﹁
第
一
章 

序
論
﹂・

﹇
二
〇
一
五
㈡
﹈・﹇
二
〇
二
一
﹈
な
ど
を
参
照
︶︒ 

五
七

陳
那
︵
四
八
〇
？―

五
四
〇
？
︶
以
前
の
﹁
因
明
﹂
は
﹁
古
因
明
﹂︑
そ
れ
以
後
を
﹁
新
因
明
﹂
と
区
別
す
る
︵﹃
岩

波
仏
教
辞
典
﹄
第
二
版
︵
六
四
︶︒ 

五
八 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
一
八
八
︒ 

五
九 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
一
九
一―

一
九
二
︒ 

六
〇 

﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
一
九
六
︒ 
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表
題
・
因
明
纂
解
上
巻
講
要 

躰 

首
題
・
な
し 

講
者
・
不
明 

筆
者
・
覚
道
︵
？―

？
︶ 

 

年
代
・
不
明 

 

場
所
・
不
明 

内
容
・ 

本
書
は
︑
基
撰
﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄
の
用
語
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
基
撰
﹃
因
明
入
正
理

論
疏
﹄
と
は
︑
玄
奘
が
翻
訳
し
た
﹃
因
明
入
正
理
論
﹄
に
つ
い
て
注
釈
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
本
書
は
そ
の
末
註
と
い

う
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
か
︒ 
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表
題
・
灋ほ

う

海
一
覧
因
明
瑞
源 

首
題
・
灋
海
一
覧
因
明
入
正
理
論
疏
瑞
源
記
巻
之
第
一 

講
者
・
不
明 

著
者
・
不
明 

年
代
・
不
明 

場
所
・
不
明 

内
容
・
基
撰
﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄
の
論
題
を
記
し
て
い
る
︒ 

 

そ
の
他
︑
書
入
れ
あ
り
の
﹃
因
明
大
疏
﹄︵
基
撰
﹃
因
明
入
正
理
論
疏
﹄︶︑﹃
成
唯
識
論
比
量
抄
出
﹄︑﹃
因
明
入
正
理
論

直
疏
﹄

六
一

な
ど
も
確
認
で
き
た
︒ 

 お
わ
り
に 

こ
れ
ま
で
︑
無
為
信
寺
文
庫
に
お
け
る
香
樹
院
徳
龍
な
ら
び
に
香
涼
院
行
忠
が
蒐
集
・
講
義
に
携
わ
っ
た
文
献
を
提
示

し
た
︒そ
こ
に
は
︑南
都
北
嶺
で
余
乗
の
講
義
を
受
け
た
徳
龍
の
ノ
ー
ト
を
は
じ
め
と
し
て
︑行
忠
が
越
後
に
お
い
て﹃
解

深
密
経
﹄﹃
成
唯
識
論
﹄
な
ど
を
講
義
し
た
筆
録
も
含
ま
れ
て
い
る

六
二

︒
こ
の
こ
と
は
︑
越
後
・
無
為
信
寺
近
辺
の
僧
侶

た
ち
が
余
乗
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
︒
無
為
信
寺
に
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
以
外
に
も
︑
膨
大
な
数

に
お
よ
ぶ
余
乗
講
録
・
ノ
ー
ト
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
今
後
は
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
調
査
す
る
こ
と
で
︑
余
乗
学
ひ
い
て

 

六
一 

こ
の
書
は
︑
明
代
に
著
さ
れ
た
﹃
因
明
入
正
理
論
直
疏
﹄︵﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄
一
︑
一
九
六
︶
の
写
本
と
見
ら
れ

る
が
︑
内
容
に
つ
い
て
は
改
め
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
︒ 

六
二 

そ
の
ほ
か
︑
宗
乗
・
護
法
論
・
医
学
・
天
文
学
・
歴
史
・
語
学
な
ど
︑
多
岐
に
渡
る
分
野
の
史
料
も
見
受
け
ら
れ

た
︒
こ
れ
ら
の
事
情
は
︑
当
時
の
僧
侶
に
対
し
て
幅
広
い
素
養
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
従
来
の
宗

乗
を
中
心
と
し
た
枠
組
み
か
ら
語
ら
れ
る
﹁
伝
統
宗
学
﹂
観
を
再
考
す
る
端
緒
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒ 
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は
﹁
江
戸
宗
学
﹂
の
次
の
よ
う
な
側
面
を
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
予
想
し
て
い
る
︒ 

 ⑴
香
樹
院
徳
龍
・
香
涼
院
行
忠
に
お
け
る
余
乗
研
鑽
と
そ
の
意
義 

⑵
香
樹
院
徳
龍
・
香
涼
院
行
忠
が
指
導
す
る
﹁
社
中
﹂
に
お
け
る
余
乗
学
の
修
学
体
系 

⑶
越
後
と
い
う
〝
地
方
〞
と
︑
高
倉
学
寮
と
い
う
〝
都
〞
と
の
接
点 

⑷
大
谷
派
僧
侶
と
諸
宗
派
と
の
交
流 

 

こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い

六
三

︒ 
 

  

六
三 

本
発
表
に
際
し
︑
無
為
信
寺
御
住
職
・
武
田
真
氏
︑
同
若
院
・
武
田
雄
大
氏
︑
元
大
谷
大
学
助
教
・
梶
哲
也
先
生
︑

龍
谷
大
学
準
教
授
・
野
呂
靖
先
生
︑
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
・
川
口
淳
先
生
︑
大
谷
大
学
大
学
院
・
但
馬
普
氏
︑
同

大
学
院
・
英
貴
志
氏
に
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
助
力
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
る
︒ 
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凡
例 

 

一
︑
旧
字
体
は
原
則
的
に
通
行
体
に
改
め
た
︒ 

一
︑
送
り
仮
名
は
原
則
的
に
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
︒ 

一
︑
参
考
文
献
の
頁
数
は
︵ 
︶
内
に
記
し
た
︒ 

一
︑
文
章
の
途
中
か
ら
の
引
用
は
︑
語
頭
に
﹁…

﹂
で
示
し
た
︒ 

一
︑
人
物
の
生
没
年
は
︑︵ 

︶
内
に
数
字
の
み
で
示
し
た
︒ 

一
︑
引
用
文
中
の
圏
点
︑
傍
点
は
省
略
し
た
︒ 

一
︑﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄﹃
大
般
涅
槃
経
﹄﹃
大
方
広
仏
華
厳
経
﹄
等
の
主
要
な
仏
典
︑
な
ら
び
に
﹃
妙
法
蓮
華
経
玄
義
﹄

﹃
妙
法
蓮
華
経
文
句
﹄﹃
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
﹄
な
ど
の
論
疏
に
つ
い
て
は
︑
慣
例
︵﹃
法
華
経
﹄﹃
涅
槃
経
﹄﹃
華
厳

経
﹄﹃
法
華
玄
義
﹄﹃
法
華
文
句
﹄﹃
法
華
玄
賛
﹄
等
︶
に
従
う
︒ 

 

参
考
文
献 

 

電
子
版D

VD
=RO

M

﹃
真
宗
全
書
﹄︵
方
丈
堂
出
版
︶ 

電
子
版D

VD
=RO

M

﹃
真
宗
大
系
﹄︵
方
丈
堂
出
版
︶ 

電
子
版D

VD
=RO

M

﹃
続
真
宗
大
系
﹄︵
方
丈
堂
出
版
︶ 

赤
松
俊
秀
・
笠
原
一
男
﹇
一
九
八
六
﹈﹃
真
宗
史
概
説
﹄︵
第
六
刷
︑
平
楽
寺
書
店
︶ 

淺
田
正
博
﹇
二
〇
〇
三
﹈﹃
安
居
講
本 

天
台
四
教
儀
口
述
﹄︵
ト
ヨ
ダ
印
刷
企
画
︶ 

綱
田
義
雄
﹇
二
〇
一
一
﹈﹃
補
訂 

越
前
真
宗
誌
﹄︵
真
宗
大
谷
派
福
井
教
区
教
学
研
究
所
︑
法
蔵
館
︶ 

上
杉
文
秀
﹇
一
九
二
八
﹈﹁
円
乗
院
宣
明
師
の
遺
風
﹂︵﹃
大
谷
学
報
﹄
九―

三
︶ 

湯
谷
祐
三
﹇
二
〇
二
一
﹈﹁︿
復
元
﹀
正
行
寺
蔵
書
目
録
：
雲
華
上
人
の
知
の
基
盤
﹂︵﹁
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
﹂
二
七
︶ 

大
須
賀
秀
道
﹇
一
九
〇
八
﹈﹁
逸
伝
百
話
﹂︵﹃
香
樹
院
教
訓
集
﹄
所
収
︑
法
蔵
館
︶ 

同
﹇
一
九
二
八
﹈﹁
香
樹
院
に
就
い
て 

併
て
一
蓮
院
と
香
山
院
と
﹂︵﹃
大
谷
学
報
﹄
九―

三
︶ 

同
﹇
一
九
三
七
﹈﹃
香
樹
院
譬
喩
集
﹄︵
法
蔵
館
︶ 

大
谷
大
学
広
報
委
員
会
﹇
一
九
八
七
﹈﹃
大
谷
大
学―

三
二
〇
年
史
の
語
る
も
の―

﹄︵
中
村
印
刷
株
式
会
社
︶ 

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
﹇
一
九
八
九
﹈・﹇
一
九
九
〇
﹈﹁
研
究
所
報
﹂︵
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
︶ 

大
谷
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄︵
資
料
編
︑
石
田
大
成
社
︶ 

同
﹇
二
〇
〇
一
﹈﹃
大
谷
大
学
百
年
史
﹄︵
通
史
編
︑
石
田
大
成
社
︶ 

大
谷
派
宗
史
編
纂
所
﹇
一
九
三
二―

一
九
三
七
﹈﹃
宗
史
編
修
所
報
﹄︵
一―

一
七
︑
宗
史
編
纂
所
︶ 

大
谷
派
本
願
寺
宗
学
院
﹇
一
九
三
八―

一
九
四
一
﹈﹃
宗
学
院
編
修
部
報
﹄︵
一
八―

二
八
︑
宗
学
院
︶ 

大
富
秀
賢
﹇
一
九
一
三
﹈﹃
香
樹
院
勤
倹
座
談
﹄︵
護
法
館
︶ 

岡
田
正
彦
﹇
二
〇
一
〇
﹈﹃
忘
れ
ら
れ
た
仏
教
天
文
学 

十
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
世
界
像
﹄︵
ブ
イ
ツ
ー
ソ
リ
ュ

ー
シ
ョ
ン
︶ 

織
田
顕
祐
﹇
二
〇
〇
六
﹈﹁
大
学
史
研
究 

大
学
史
関
係
資
料
の
収
集
・
整
理
・
公
開
﹂︵
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
﹁
研

究
所
報
﹂
四
九
︶ 
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織
田
顕
信
﹇
一
九
七
六
﹈﹁
大
谷
派
講
師
香
山
院
龍
温 

社
中
名
簿
に
つ
い
て
﹂︵﹃
同
朋
大
学
論
叢
﹄
三
四
︶ 

オ
リ
オ
ン
ク
ラ
ウ
タ
ウ
﹇
二
〇
二
一
﹈﹃
村
上
専
精
と
日
本
近
代
仏
教
﹄︵
法
蔵
館
︶ 

梶
哲
也
﹇
二
〇
二
〇
㈠
﹈﹁
香
月
院
深
励
﹃
倶
舎
論
頌
疏
鑽
仰
﹄
に
お
け
る
﹁
行
相
﹂
理
解
﹂︵﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
一
一

二
︶ 

同
﹇
二
〇
二
〇
㈡
﹈﹁
説
一
切
有
部
に
お
け
る
欲
︵chanda

︶﹂︵﹃
対
法
雑
誌
﹄
一
︶ 

梶
井
一
暁
﹇
一
九
九
九
﹈﹁
東
本
願
寺
学
寮
に
お
け
る
学
階
構
造
の
形
成
﹂︵﹃
日
本
仏
教
教
育
研
究
﹄
七
︶ 

加
藤
基
樹
﹇
二
〇
〇
七
﹈﹁
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
香
月
院
深
励
関
係
書
籍
目
録
﹄
と
香
月
院
深
励
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研
究

課
題
の
覚
書
﹂︵﹃
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
﹄
二
四
︶ 

鎌
田
茂
雄
﹇
一
九
七
九
﹈﹃︿
仏
典
講
座
二
八
﹀
華
厳
五
教
章
﹄︵
大
蔵
出
版
︶ 

神
谷
和
正
﹇
二
〇
一
三
﹈﹃
西
三
河
の
真
宗
寺
院
門
人
帳
﹄︵
文
海
堂
書
店
出
版
会
︶ 

菅
野
博
史
﹇
二
〇
一
六
﹈﹃
法
華
文
句
︵
Ⅰ
︶
第
三
分
明
撰
書
４
﹄︵
第
三
文
明
社
︶ 

同
﹇
二
〇
一
七
﹈︵
一
︶﹃
法
華
文
句
︵
Ⅱ
︶
第
三
分
明
撰
書
４
﹄︵
第
三
文
明
社
︶ 

同
﹇
二
〇
一
七
﹈︵
二
︶﹃
法
華
文
句
︵
Ⅲ
︶
第
三
分
明
撰
書
４
﹄︵
第
三
文
明
社
︶ 

同
﹇
二
〇
一
七
﹈︵
三
︶﹃
法
華
文
句
︵
Ⅳ
︶
第
三
分
明
撰
書
４
﹄︵
第
三
文
明
社
︶ 

岸
野
亮
示
﹇
二
〇
一
九
﹈﹁
律
尊
者 

西
本
龍
山
：
大
谷
大
学
と
﹁
根
本
説
一
切
有
部
律
﹂
研
究
﹂︵﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄

一
〇
九
︶ 

北
原
了
義
﹇
一
九
八
九
﹈﹁
維
新
期
の
中
越
真
宗
教
団―

廃
仏
毀
釈
か
ら
靖
国
ま
で―
﹂︵
新
潟
仏
教
文
化
研
究
会
﹃
な
む

の
大
地
﹄
所
収
︑
考
古
堂
︶ 

楠
淳
證
﹇
二
〇
一
九
﹈﹃
貞
慶
撰
﹃
唯
識
論
尋
思
鈔
﹄
の
研
究 

仏
道
篇
﹄︵
法
蔵
館
︶ 

日
下
無
倫
﹇
一
九
三
一
﹈﹃
真
宗
史
の
研
究
﹄︵
平
楽
寺
書
店
︶ 

古
宇
田
亮
宣
﹇
一
九
六
六
﹈﹃
和
訳 

天
台
宗
論
議
二
百
題
﹄︵
隆
文
館
版
︶ 

後
藤
智
道
﹇
二
〇
一
八
﹈﹁
江
戸
期
宗
学
の
性
格
と
信
仰―

香
月
院
深
励
の
学
風
を
通
し
て―

﹂︵﹃
真
宗
研
究
﹄
五
六
︶  

齋
藤
唯
信
﹇
一
九
五
九
﹈﹃
松
堂
九
〇
年
史
﹄︵
西
村
為
法
館
︶ 

櫻
部
建
・
上
山
春
平
﹇
一
九
六
九
﹈﹃
仏
教
の
思
想
２ 

存
在
の
分
析
︿
ア
ビ
ダ
ル
マ
﹀﹄︵
角
川
書
店
︶ 

櫻
部
建
﹇
一
九
九
九
﹈﹁
大
谷
大
学
の
倶
舎
学
の
伝
統
に
つ
い
て
﹂︵﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
七
〇
︶ 

佐
藤
厚
﹇
二
〇
一
七
﹈﹁
吉
谷
覚
寿
の
東
京
大
学
仏
教
学
講
義
﹂︵﹃
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
﹄
四
六
︶ 

島
地
大
等
﹇
一
九
八
六
﹈﹃
天
台
教
学
史 

現
代
仏
教
名
著
全
集 

普
及
版
﹄︵
隆
文
館
︶ 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
﹇
二
〇
一
六
﹈﹃
浄
土
真
宗
聖
典
全
書
﹄︵
四 

相
伝
篇 

上
︶ 

鈴
木
朋
子
﹇
二
〇
一
六
﹈﹁
吉
谷
覚
寿
に
お
け
る
仏
教
復
興
の
道
﹂︵﹃
近
代
仏
教
﹄
二
三
︶ 

住
田
智
見
﹇
一
九
二
五
﹈﹁
大
谷
派
先
輩
学
系
略
﹂︵﹃
真
宗
全
書
﹄
総
目
録
所
収
︶ 

芹
口
真
結
子
﹇
二
〇
一
九
﹈﹃
近
世
仏
教
の
教
説
と
教
化
﹄︵
法
蔵
館
︶ 

高
畑
崇
導
﹇
二
〇
一
八
﹈﹃
北
陸
の
学
僧
︑
碩
学
の
近
代―

存
在
証
明
の
系
譜―

﹄︵
北
國
新
聞
社
︶ 

武
田
統
一
﹇
一
九
四
四
﹈﹃
真
宗
教
学
史
﹄︵
平
楽
寺
書
店
︶ 

武
田
真
﹇
二
〇
一
八
㈠
﹈﹁
無
為
信
寺
縁
起
﹂︵﹃
新
潟
県
阿
賀
野
市
水
原 

古
書
目
録
三
種
﹄
所
収
︑
柏
崎
イ
ン
サ
ツ
︶ 

同
﹇
二
〇
一
八
㈡
﹈﹁
無
為
信
寺
歴
代
︵
武
田
家
男
系
図
︶﹂︵
佛
性
山
金
剛
院
無
為
信
寺
︶ 

武
田
未
来
雄
﹇
二
〇
一
七
﹈﹁
近
代
教
学
と
は
何
か
﹂︵﹃
教
化
研
究 

特
集 

﹁
近
代
教
学
﹂
再
考
︵
上
︶―

そ
の
淵
源
と
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変
遷
﹄
所
収
︑
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
︶ 

谷
川
穣
﹇
二
〇
一
六
﹈﹃
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶﹄︵
思
文
閣
出
版
︶ 

近
弥
二
郎
﹇
一
九
四
二
﹈﹁
加
能
真
宗
僧
英
伝
﹂︵
近
八
書
房
︶ 

同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
﹇
二
〇
一
〇
﹈﹁
研
究
所
調
査
記
録
﹂︵﹃
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
二
九
︶︒ 

中
村
元
﹇
一
九
五
八
﹈﹁
因
明
入
正
理
論
疏
﹂︵﹃
国
訳
一
切
経
和
漢
撰
述
部 

論
疏
部
二
三
﹄︑
大
東
出
版
︶ 

永
村
眞
﹇
二
〇
〇
九
﹈﹁
真
宗
と
余
乗―

存
覚
の
著
述
を
通
し
て―

﹂︵﹃
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
一

六
︶ 

 

名
和
達
宣
﹇
二
〇
一
八
﹈﹁
山
辺
習
学
・
赤
沼
智
善
﹃
教
行
信
証
講
義
﹄
再
考―

﹁﹃
教
行
信
証
﹄
の
近
代
﹂
発
掘
を
目
指

し
て―

﹂︵﹃
近
現
代
﹃
教
行
信
証
﹄
研
究
顕
彰
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
紀
要
﹄︶ 

新
潟
仏
教
文
化
研
究
会
﹇
一
九
八
九
﹈﹃
な
む
の
大
地 
越
佐 

浄
土
真
宗
の
歴
史
﹄︵
考
古
堂
︶ 

服
部
正
明
・
上
山
春
平
﹇
一
九
八
二
﹈﹃
仏
教
の
思
想
４ 
認
識
と
超
越
﹄︵
角
川
書
店
︶ 

英 

亮
﹇
二
〇
二
〇
﹈﹁
最
澄
に
お
け
る
天
台
修
学
期
の
再
検
討
﹂︵﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
一
一
二
︶ 

平
川
彰
﹇
二
〇
〇
四
㈠
﹈﹃︿
仏
典
講
座
三
九
上
﹀ 

八
宗
綱
要
上
﹄︵
大
蔵
出
版
︶ 

同
﹇
二
〇
〇
四
㈡
﹈﹃︿
仏
典
講
座
三
九
下
﹀
八
宗
綱
要
下
﹄︵
大
蔵
出
版
︶ 

福
田
堯
穎
﹇
一
九
三
五
﹈﹁
日
本
天
台
史
を
推
奨
す
﹂︵﹃
日
本
天
台
史
﹄
本
編
所
収
︑
破
塵
閣
書
房
︶ 

舟
橋
水
哉
﹇
一
九
二
二
﹈﹁
真
宗
の
倶
舎
学
者
﹂︵﹃
仏
教
研
究
﹄
三―

四
︶ 

同
﹇
一
九
四
〇
﹈﹃
俱
舎
の
教
義
及
び
其
歴
史
﹄︵
法
蔵
館
︶ 

細
川
行
信
﹇
一
九
六
五
﹈﹁
明
治
期
に
お
け
る
真
宗
教
学
史
の
素
描
﹂︵﹃
親
鸞
教
学
﹄
七
︶ 

松
金
直
美
﹇
二
〇
一
五
﹈﹁
僧
侶
の
教
養
形
成―

学
問
と
蔵
書
の
継
承―

﹂︵﹃
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教―

近
世
か
ら
近
代

へ 

第
五
巻 

書
物
・
メ
デ
ィ
ア
と
社
会
﹄
所
収
︑
春
秋
社
︶ 

同
﹇
二
〇
一
六
﹈﹁
地
域
真
宗
史
研
究
の
可
能
性―

新
潟
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て―

﹂︵﹃
教
化
研
究
﹄
一
五
九
︶ 

同
﹇
二
〇
一
七
㈠
﹈﹁
近
代
に
お
け
る
﹁
伝
統
宗
学
﹂
史
観
﹂︵﹃
教
化
研
究
一
六
一 

特
集 

﹁
近
代
教
学
﹂
再
考
︵
上
︶

―

そ
の
淵
源
と
変
遷
﹄
所
収
︑
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
︶ 

同
﹇
二
〇
一
七
㈡
﹈﹁
学
寮
講
者
に
み
る
護
法
思
想―

香
樹
院
徳
龍
を
事
例
と
し
て―

﹂︵﹃
真
宗
教
学
研
究
﹄
三
八
︶ 

同
﹇
二
〇
一
八
﹈﹁﹁
伝
統
仏
教
﹂―

近
世
か
ら
近
代
へ
の
展
開―

﹂︵﹃
日
本
宗
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド 

近
代
主
義
を
超
え

て
﹄
所
収
︑
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︶ 

都
真
雄
﹇
二
〇
二
一
﹈﹁
曽
我
量
深
に
お
け
る
仏
性
観
お
よ
び
法
蔵
菩
薩
論―

平
川
彰
の
批
判
を
手
が
か
り
に―

﹂︵﹃
教
化

研
究
一
六
七 

特
集 

曽
我
量
深
没
後
五
十
年
﹄
所
収
︑
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
︶ 

村
上
専
精
﹇
一
九
〇
〇
﹈﹁
越
後
国
無
為
信
寺
両
講
師
﹂︵﹃
無
尽
灯
﹄
五―

一
︶ 

同
﹇
一
九
一
六
﹈﹃
真
宗
全
史
﹄︵
丙
午
出
版
社
︶ 

同
﹇
一
九
九
三
﹈﹃
六
十
一
年 

名
赤
裸
裸
﹄︵
大
空
社
︶ 

村
山
教
二
﹇
一
九
八
九
﹈﹁
越
佐
に
お
け
る
真
宗
の
学
匠
﹂︵
新
潟
仏
教
文
化
研
究
会
﹃
な
む
の
大
地
﹄
第
三
刷
所
収
︑
考

古
堂
︶ 

森
本
公
誠
﹇
一
九
九
九
﹈﹁
ま
え
が
き
﹂︵﹃
東
大
寺
図
書
館
蔵 

松
原
文
庫
目
録
﹄
所
収
︑
東
大
寺
図
書
館
︶ 

師
茂
樹
﹇
二
〇
一
四
﹈﹁
雲
英
晃
耀
の
因
明
学 [Kira Kōyō's Buddhist Logic]

﹂︵﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
三―

三
︶ 

同
﹇
二
〇
一
五
㈠
﹈﹃
論
理
と
歴
史―

東
ア
ジ
ア
仏
教
論
理
学
の
形
成
と
展
開―

﹄︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︶ 
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同
﹇
二
〇
一
五
㈡
﹈﹁
明
治
に
お
け
る
因
明
研
究[Inm

yo (Buddhist Logic) Studies in M
eiji Japan]

﹂︵(5) 

明
治
に

お
け
る
因
明
研
究 [Inm

yo (Buddhist Logic) Studies in M
eiji Japan] | Shigeki M

oro - Academ
ia.edu

︶ 

同
﹇
二
〇
一
九
﹈﹁
公
開
講
演 

因
明
研
究
の
現
状
と
課
題
﹂︵﹃
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
﹄
一
〇
九
︶ 

同
﹇
二
〇
二
一
﹈﹁
村
上
専
精
﹃
活
用
講
述
因
明
学
全
書
﹄
の
思
想
﹂︵﹃
村
上
専
精
と
日
本
近
代
仏
教
﹄
所
収
︑
法
蔵
館
︶ 

安
井
廣
度
﹇
一
九
四
〇
﹈﹁
大
谷
派
学
事
史
﹂︵﹃
続
真
宗
大
系
﹄
二
〇
所
収
︶ 

湯
次
了
栄
﹇
一
九
二
〇
﹈﹃
華
厳
大
系
﹄︵
仏
教
大
学
叢
書
第
三
編
︑
六
条
学
報
社
︶ 

https://www.academia.edu/15999404/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%A0%E6%98%8E%E7%A0%94%E7%A9%B6_Inmyo_Buddhist_Logic_Studies_in_Meiji_Japan_
https://www.academia.edu/15999404/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%9B%A0%E6%98%8E%E7%A0%94%E7%A9%B6_Inmyo_Buddhist_Logic_Studies_in_Meiji_Japan_
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