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－
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（1）

『
寺
門
高
僧
記
』
は
全
十
巻
、
鎌
倉
時
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
、
天
台
寺
門
宗
僧
侶
の
伝
記
集
成
を
主
な
内
容
と
す
る
。
本
書
は
続
群
書
類
従

（2）

巻
第
八
百
十
一
（
第
二
十
八
輯
上
所
収
。
以
下
略
し
て
続
群
本
と
呼
ぶ
）
に
お
い
て
既
に
活
字
化
さ
れ
、
天
台
寺
門
宗
及
び
園
城
寺
（
三
井
寺
）

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

研
究
の
基
本
文
献
と
評
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
本
書
の
内
容
の
過
半
は
散
伏
し
て
し
ま
い
、
活
字
化
さ
れ
た
現
存
部
に
も
魯
魚
の
誤

り
の
み
な
ら
ず
錯
簡
す
ら
認
め
ら
れ
、
活
用
上
多
大
の
困
難
が
生
じ
て
い
る
。

筆
者
は
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
の
『
寺
門
高
僧
記
』
（
以
下
京
大
本
と
略
称
す
る
）
巻
四
写
本
の
調
査
を
通
じ
て
続
群
本
錯
簡
の
訂
正
に
つ
い

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
一
定
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
六
の
編
者
も
錯
簡
に
気
付
き
所
引
の
『
寺
門
高
僧
記
』
記
事
を
訂
し
て

い
る
が
、
京
大
本
に
触
れ
る
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
か
一
部
不
完
全
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
諸
写
本
問
の
校
異
を
行
い
現
時
点
で
の
定
本
を

作
成
す
る
微
細
な
作
業
は
後
日
に
譲
っ
て
、
錯
簡
訂
正
の
大
局
に
限
り
こ
こ
に
ま
ず
報
告
す
る
。
つ
づ
い
て
こ
れ
に
よ
り
整
序
さ
れ
る
園
城
寺
倍

額
囲
伝
の
な
か
か
ら
、
そ
の
重
要
な
原
史
料
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
一
一
月
一
一
日
の
鳥
羽
殿
に
お
け
る
番
論
議
と
そ



れ
に
付
随
す
る
論
争
の
経
緯
を
記
し
た
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
（
仮
称
）
逸
文
に
あ
た
る
部
分
を
指
摘
す
る
。
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
は
番
論

議
第
一
番
で
の
延
暦
寺
僧
厳
勝
と
の
論
議
に
つ
い
て
詳
細
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
あ
い
つ
い
で
進
上
さ
れ
た
、
巌
勝
の
勘
文
、
戟
園
の
陳

状
、
厳
勝
の
重
勘
文
、
観
園
の
重
陳
状
に
つ
い
て
は
全
文
を
収
載
し
て
い
た
も
の
と
お
ぼ
し
く
、
『
寺
門
高
僧
記
』
に
収
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て

抄
出
さ
れ
る
と
は
い
え
、
希
有
な
白
河
院
政
期
の
本
格
的
教
義
論
争
の
具
体
相
を
伝
え
て
仏
教
史
学
上
閑
却
で
き
な
い
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
私

考
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
所
引
の
康
和
四
年
（
二
〇
二
）
四
月
二
〇
日
付
の
戟
園
重
陳
状
に
は
、
平
安
時
代
初
期
の
法

相
宗
の
学
僧
徳
一
の
出
自
に
関
す
る
、
管
見
に
お
よ
ぶ
現
存
最
古
の
記
事
が
み
ら
れ
、
従
来
か
ら
の
こ
の
間
題
に
関
す
る
議
論
に
一
石
を
投
じ
る

こ
と
と
な
る
。

以
下
京
大
本
の
調
査
報
告
、
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
逸
文
の
抽
出
、
徳
一
関
連
記
事
の
問
題
点
の
順
に
述
べ
る
。

一
京
大
本
の
調
査
報
告
と
続
群
本
錯
簡
の
訂
正

京
大
本
は
和
綴
の
冊
子
本
で
、
一
幌
に
巻
四
・
六
・
十
の
三
冊
を
お
さ
め
て
い
る
。
巻
四
に
は
「
京
都
府
葛
野
郡
嵯
峨
天
龍
寺
所
蔵
／
大
正

十
一
年
三
月
駕
」
の
奥
書
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
京
大
本
の
底
本
は
巻
六
も
合
わ
せ
京
都
・
天
龍
寺
の
所
蔵
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

（7）

ら
れ
る
。

続
群
本
の
錯
簡
は
、
四
二
ペ
ー
ジ
上
段
九
行
か
ら
四
三
ペ
ー
ジ
下
段
一
五
行
ま
で
（
以
下
A
部
と
呼
ぶ
）
と
、
四
三
ペ
ー
ジ
下
段
〓
ハ
行
か
ら

四
五
ペ
ー
ジ
上
段
〓
打
一
五
字
ま
で
（
以
下
B
部
と
呼
ぶ
）
と
が
前
後
し
た
た
め
生
じ
た
こ
と
が
、
今
回
の
京
大
本
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
も
そ
も
巻
四
に
は
目
次
が
付
せ
ら
れ
て
お
り
、
隆
明
－
増
馨
－
良
意
－
経
園
－
園
範
－
斉
尊
－
念
園
－
戦
囲
（
下
略
）
　
の
順
に
伝
が



収
載
さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
続
群
本
で
は
隆
明
－
増
馨
に
続
く
良
意
の
遷
化
の
記
事
と
軽
園
の
伝
と
の
問
に
、
「
第
二
番
可
罷
出
云
々
」
以
下
の
A

部
が
唐
突
に
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
京
大
本
に
な
ら
っ
て
B
部
と
前
後
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
紙
幅
の
関
係
も
あ

り
、
こ
の
訂
正
で
記
事
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
大
幅
に
増
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
唯
一
の
箇
所
、
観
園
伝
に
つ
い
て
、
続
群
本
の
活
字
な
ら
び
に

句
読
点
に
添
っ
て
復
元
し
全
文
を
示
す
こ
と
と
す
る
（
な
お
段
落
の
設
定
は
私
見
に
よ
る
）
。

観
圃
阿
閣
梨
。

1

1

1

1

補

阿

閣

梨

。

康
和
三
年
十
一
月
十
l
日
白
河
法
皇
於
鳥
羽
殿
被
行
番
論
議
。
廿
讐
論
匠
。
延
暦
寺
廿
人
。
園
城
寺
廿
人
。
宗
義
十
五
番
。
倶
舎
五
番
。

一
番
観
囲
阿
閣
梨
。
寺
。
厳
勝
阿
閣
梨
。
山
。

観
園
反
問
云
。
問
付
天
台
一
家
意
明
園
教
噺
惑
。
爾
者
住
前
未
断
一
義
惑
。
登
初
住
時
鳥
一
二
惑
同
時
噺
将
富
如
何
。
答
日
。
十
信
噺
見
恩
。

初
住
断
無
明
。
付
之
園
教
意
明
三
戟
一
心
。
可
云
三
惑
同
時
断
也
。
況
諸
経
論
中
不
見
十
信
断
惑
之
文
。
何
諸
経
論
中
不
見
十
信
断
惑
文
之

疑
。
見
聞
之
輩
示
之
。

千
時
慶
朝
法
印
井
南
門
論
匠
等
皆
驚
之
由
所
言
上
也
。

答
日
。
樺
此
事
云
。
敬
法
難
囲
銅
輪
巳
前
轟
惑
先
去
文
。
但
至
十
信
断
惑
謹
者
。
仁
王
経
云
。
十
善
菩
薩
沓
大
心
。
長
別
三
界
苦
輪
海
文
。

其
謹
也
。
難
日
。
仁
王
経
文
非
其
誠
謹
。
十
善
者
指
十
信
位
。
蟄
大
心
音
可
指
初
住
杏
心
例
。
如
起
信
論
信
成
就
沓
心
信
者
。
十
信
沓
心
者



是
初
住
何
。
答
。
起
信
論
信
成
就
文
。
堆
云
信
不
云
十
信
。
堆
云
脊
心
不
云
初
任
。
何
烏
例
。

見
聞
之
輩
至
起
信
論
合
梓
驚
耳
振
動
。
慶
朝
法
印
申
云
。
見
聞
之
輩
甚
以
狼
籍
也
。
第
二
番
可
罷
出
云
々
。
民
部
卿
顧
頼
起
座
。
奉
達
事

由
。
仇
下
　
院
宣
。
以
輸
非
違
使
盛
重
光
国
等
被
出
見
聞
衆
於
門
外
撃
。
絶
廿
人
許
有
密
留
者
。

ー
　
〔
T
I
①

同
月
厳
勝
阿
閣
梨
遂
勘
文
。

起
信
論
信
成
就
専
心
。
但
是
初
住
位
非
十
信
成
就
之
由
勘
申
。
梁
眞
諦
所
澤
唐
賓
叉
難
陀
所
澤
雨
論
文
載
之
。
料
簡
一
奄
右
謹
検
此
論
文
U

全
付
信
成
蟄
心
之
名
。
元
分
信
成
就
之
吉
原
十
信
之
明
文
。
依
論
何
文
設
此
難
平
。
既
無
自
宗
章
疏
。
仇
私
案
上
件
論
。
前
後
文
信
成
就
之

言
者
。
中
々
約
初
住
口
之
便
也
。
l
花
厳
宗
法
蔵
法
師
起
信
疏
下
巻
云
。
信
成
就
蟄
心
者
。
位
在
十
住
。
兼
取
十
信
。
十
信
位
〔
中
〕
修

習
信
心
。
成
就
費
決
定
心
即
入
十
住
。
〔
十
住
〕
初
心
名
誉
心
住
。
即
十
信
行
満
名
信
成
就
進
入
十
住
之
初
。
故
云
沓
心
文
。
右
若
仰
信
此

繹
烏
申
例
難
欺
。
若
爾
他
師
解
稗
不
叶
自
宗
意
。
何
以
彼
岸
烏
指
南
例
難
申
大
師
之
所
樺
平
。
以
前
文
義
注
進
如
右
。
謹
輸
案
内
。
番
論
議

者
囲
宗
之
中
興
希
代
之
御
願
也
。
堂
宇
壮
麗
。
寓
花
蔵
於
姑
射
之
中
。
併
像
荘
厳
。
迎
金
剛
於
仙
院
之
勘
。
於
是
荊
楊
往
復
之
英
宅
波
清
浦

唇
。
露
棋
風
頼
之
相
将
来
連
座
。
遠
如
値
書
開
眼
之
席
。
更
驚
向
麒
麟
閣
之
囲
。
是
以
片
言
一
顧
不
可
迂
誕
。
大
小
乗
教
可
専
深
義
。
而
戟

園
大
法
師
例
難
之
旨
巳
非
論
文
。
有
何
謹
接
所
難
申
哉
。
耕
旨
於
論
席
桝
答
先
軍
兵
。
若
是
以
他
師
梓
所
烏
謹
欺
。
爾
者
講
師
解
繹
巷
軸
雌

匿
。
山
家
非
所
用
誰
以
鵠
椎
的
。
所
謂
光
宅
秀
逸
猶
以
破
却
。
日
録
諸
人
任
風
者
也
。
豊
以
彼
異
繹
難
今
宗
義
平
。
委
細
文
義
詳
載
状
右
。

就
中
見
聞
之
輩
不
敢
識
洩
愚
難
攻
嘲
高
鷲
才
蒲
露
也
。
召
仰
観
固
大
法
師
令
進
件
文
謹
。
以
御
願
之
鄭
重
烏
撃
道
之
殿
堂
。
仇
愚
管
所
及
勘

申
如
件
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
Ⅲ
1
②



観
固
阿
閣
梨
陳
状

延
暦
寺
厳
勝
大
法
師
所
注
進
信
成
就
牽
心
勘
文
一
1
言
論
併
失
道
理
不
叶
論
文
。
雑
然
省
繁
取
要
立
十
二
不
可
注
五
箇
勘
定
。
具
如
彼
日
記
。

陳
無
自
宗
樺
云
。
凡
諸
鐙
論
文
義
未
必
有
自
宗
梓
。
難
無
宗
稗
有
限
者
無
不
了
知
。
汝
向
経
論
文
必
可
侯
人
師
稗
者
。
預
参
一
切
経
御
讃

鰹
等
之
條
長
以
停
止
1
1
。
設
難
有
其
将
。
於
樺
文
尚
不
可
免
不
審
。
梓
上
又
求
梓
者
即
可
招
無
窮
之
過
失
。
又
難
私
料
簡
云
。
勘
自
宗
章

疏
文
決
断
之
者
非
其
限
。
汝
謬
解
深
納
書
笈
中
。
窟
可
侍
汝
入
室
清
瓶
之
弟
子
欺
。
於
太
上
法
皇
希
代
御
願
第
一
番
勘
文
面
者
。
永
不
可
載

之
。
早
以
可
削
之
也
。
又
難
出
法
戒
梓
不
用
之
云
光
出
申
法
蔵
師
浮
腫
愚
療
甚
也
。
徒
成
立
人
義
禰
顧
己
疲
故
也
。
錐
非
以
他
口
重
周
指
南
U

観
園
之
私
料
簡
中
前
哲
解
樺
有
何
祉
哉
。
厳
勝
大
法
師
新
疏
妙
梓
有
誰
前
哲
又
箱
中
平
。
厳
勝
所
造
起
信
論
新
疏
輿
花
厳
宗
祖
師
法
戒
法
師

疏
繹
以
二
比
之
乞
指
南
日
。
誰
人
有
棄
法
蔵
師
正
梓
依
憑
汝
謬
解
之
者
哉
。
一
ゝ
言
論
併
無
不
表
。
鴨
呼
可
哀
1
1
。
諺
日
。
欲
令
兄
健
気

還
令
兄
弱
気
者
。
非
汝
是
誰
人
哉
。
可
笑
之
ゝ
1
1
。

五
箇
勘
定
。

起
信
論
一
巻
二
台
南
本
云
。
略
之
文
腐
可
見
之
。
戟
圃
謹
勘
論
前
後
澤
案
南
本
。
論
文
以
信
成
云
依
不
定
衆
。
以
蟄
心
云
大
正
定
衆
。
然
別
正

定
策
不
定
衆
品
位
大
別
。
何
云
信
成
蟄
心
平
。
是
l
。

又
云
。
得
信
成
就
堪
能
沓
心
。
或
言
。
経
十
千
劫
信
乃
成
就
。
徒
是
以
来
。
或
以
諸
併
教
力
。
或
以
大
悲
。
或
因
正
能
格
欲
壊
滅
。
以
護

法
故
而
能
心
。
謹
案
此
文
。
巳
後
字
信
成
就
即
非
専
心
住
之
旨
柄
蔦
。
英
二
。

又
云
。
信
心
成
就
故
諸
併
菩
薩
教
令
翠
心
文
。
謹
案
此
文
。
次
云
諸
彿
菩
薩
等
故
。
知
信
成
就
即
非
苛
心
。
其
三
。

又
云
。
如
是
信
心
成
就
得
苓
心
者
。
大
正
定
東
軍
尭
不
退
文
。
謹
案
此
文
。
若
信
成
就
初
住
信
者
。
得
字
不
可
介
中
。
其
四
。

又
樺
摩
詞
桁
論
第
七
云
。
唯
所
化
衆
生
無
量
無
遠
。
而
今
此
庭
中
且
取
不
定
果
掃
十
信
衆
生
故
。
所
以
者
何
。
焉
欲
令
使
化
不
定
衆
三
品



衆
生
。
十
種
心
具
足
成
就
。
決
定
安
立
十
住
初
蟄
心
住
。
巳
上
。
謹
案
此
論
文
。
以
信
成
就
焉
十
信
。
以
費
心
烏
十
住
位
。
龍
樹
所
判
如
此
。

天
台
以
龍
樹
烏
高
祖
師
。
梓
義
専
以
龍
樹
烏
依
憑
。
豊
以
背
之
哉
。
汝
未
知
欺
。
未
見
繹
摩
討
桁
論
欺
。
可
哀
1
1
。
其
五
。

以
前
十
二
不
可
五
箇
勘
定
。
謹
以
注
進
如
右
。
但
l
家
南
門
互
烏
敵
者
。
各
存
明
執
是
非
難
信
。
宜
仰
諸
宗
之
名
徳
。
令
料
簡
一
論
之
文

義
者
。
理
非
之
間
必
無
阿
容
欺
。
抑
鞍
囲
昔
臍
萬
里
之
山
雲
久
行
彿
道
。
今
迎
五
夜
之
窓
月
鎮
守
戒
珠
。
桑
檎
景
暮
巳
閉
松
門
之
扁
。
雌
雄

輿
忘
東
経
花
洛
之
交
。
方
今
太
上
法
皇
召
集
絶
倫
高
才
。
創
置
希
代
御
願
。
恭
應
初
隻
之
選
。
新
抽
三
百
之
詞
。
無
難
不
粋
。
無
疑
不
拉
。

考
強
献
弱
。
将
斯
謂
欺
。
殊
望
戴
朝
恩
於
三
舎
之
講
韓
。
勘
夜
撃
於
萬
代
之
智
嚢
焉
。

康
和
三
年
十
二
月
廿
八
日
　
阿
閣
梨
大
法
師
戟
圃

ー
　
¶
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③

腰
勝
大
法
師
垂
勘
申
。

園
城
寺
観
園
大
法
師
雌
注
進
十
二
不
可
五
箇
勘
定
。
〓
皆
陳
私
義
不
進
謹
文
。
所
陳
申
義
。
或
率
本
論
前
後
。
或
達
大
師
所
澤
。
或
迷

義
旨
放
き
員
宗
。
或
暗
奏
書
詞
失
種
節
。
或
儲
虚
忘
詐
構
勝
負
負
等
。
條
々
子
細
事
。
覿
墨
破

第
二
不
可
中
戦
国
大
法
師
日
柄
我
指
厳
勝
馬
汝
無
隈
防
事

第
五
勘
定
繹
摩
討
桁
論
備
論
事

右
謹
検
倖
教
大
師
製
作
守
護
圃
界
章
文
。
山
家
大
師
弾
他
節
義
云
。
汝
引
稗
摩
河
術
論
不
足
爵
謹
。
何
者
翻
詳
不
分
明
故
。
隋
唐
諸
目
録

不
載
見
録
故
。
其
畢
吉
宗
不
相
似
梵
字
故
。
其
義
理
相
違
本
論
故
。
桃
興
在
秦
。
眞
梁
在
梁
。
秦
代
筏
提
巳
同
梁
家
論
。
若
正
義
話
者
。
従

秦
以
降
至
唐
開
元
目
録
不
載
疏
不
引
。
是
以
不
足
蹄
信
。
此
論
者
大
安
寺
誠
明
法
師
去
天
應
年
中
自
唐
糎
来
。
尾
張
僧
都
馬
借
検
勘
具
成
偶

論
。
汝
何
以
疑
論
轍
遮
花
廣
経
。
此
亦
一
愚
失
耳
文
。
東
独
見
此
澤
。
以
件
論
文
烏
謹
文
。
其
謬
自
明
。
其
迷
尤
深
者
欺
。
抑
山
家
大
師
之



此
梓
者
。
叡
岳
童
稚
之
口
遊
也
。
可
云
園
城
之
夜
光
山
門
之
瓦
礫
欺
。
若
不
用
祖
師
之
所
梓
者
。
可
非
囲
宗
之
末
流
欺
。

以
前
條
々
管
見
所
及
勘
録
如
右
。
抑
巌
勝
山
洛
間
道
。
臍
三
階
成
業
之
席
。
書
籍
遊
心
積
多
年
。
公
講
努
掲
焉
撃
道
未
以
空
掃
。
而
預
厳

重
之
御
願
。
揮
群
論
之
義
閑
。
是
時
不
露
正
義
。
恐
烏
向
後
之
訊
。
早
召
明
文
被
決
理
非
者
。
禰
登
園
宗
之
堰
珠
。
将
揮
匠
之
龍
才
。
仇
所

勘
申
如
件
。

延
暦
寺
阿
閣
梨
侍
燈
大
法
師
巌
勝
　
康
和
四
年
三
月
十
五
日

1
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観
囲
大
法
師
重
陳
状
。

願
勝
大
法
師
重
勘
文
。
以
今
年
三
月
十
五
日
上
。
以
同
年
四
月
十
日
得
勘
状
僻
。
如
上
。
右
五
箇
勘
定
中
載
南
本
論
文
井
澤
摩
珂
桁
論
文
是

非
明
謹
文
哉
。
然
而
今
構
不
進
一
句
謹
文
之
條
如
何
。
是
則
於
埋
尺
之
文
面
烏
街
耀
人
耳
目
。
以
誕
惑
烏
其
意
也
。

観
囲
日
柄
我
指
巌
勝
馬
汝
是
失
種
節
等
事

軋
輝
石
。
咄
哉
厳
勝
大
法
師
不
得
事
情
不
知
案
内
者
。
只
徒
可
侍
臥
利
。
筆
硯
不
可
申
。
売
益
事
遠
類
汝
愚
者
也
。
何
者
今
所
召
之
勘
文

書
。
意
烏
両
虎
令
相
戦
。
記
嵯
枇
之
鰻
。
恭
傭
於
叡
寛
也
。
非
直
経
奏
聞
之
申
文
状
也
。
先
可
習
申
尊
者
。
凡
立
破
之
文
書
者
翠
我
智
噸
人

愚
也
。
故
鳴
呼
嘲
噴
狂
言
綺
語
。
今
不
避
色
情
詞
。
只
任
筆
力
窓
記
而
巳
。
況
番
論
議
之
例
。
以
蔑
他
賞
己
烏
種
。
今
決
其
勘
問
。
以
之
烏

書
飾
也
。
不
然
烏
儒
之
書
元
飛
興
無
見
所
讃
眠
多
披
之
甚
傭
者
也
。
況
所
草
文
章
一
依
守
護
囲
界
章
之
筆
髄
。
指
東
土
徳
一
馬
鹿
食
者
構
汝
。

即
在
汝
所
引
載
之
文
者
也
。
況
仙
人
封
大
王
日
。
我
有
大
乗
名
妙
法
蓮
華
経
。
王
聞
仙
言
歓
喜
踊
躍
。
東
谷
我
之
唱
還
作
歓
喜
。
桃
秦
羅
什

弘
始
八
年
集
四
方
義
挙
沙
門
二
千
飴
入
所
翻
澤
也
。
筆
者
得
之
掩
流
秘
蔵
。
鞠
不
令
兄
於
人
之
経
也
。
往
年
於
好
撃
之
連
一
遍
得
見
之
。
厳

勝
大
法
師
未
見
彼
経
故
。
構
我
汝
之
言
謂
元
隈
防
尤
道
理
也
。
彼
経
序
品
云
。
妙
光
菩
薩
豊
異
人
乎
我
身
是
也
。
求
名
菩
薩
汝
身
是
也
。
案



文
意
非
文
殊
貴
於
我
身
柄
我
。
亦
非
蔑
於
禰
勤
栴
汝
。
又
非
文
殊
於
樺
迦
大
師
無
上
法
王
御
前
空
忘
穫
儀
猥
栴
我
汝
。
然
経
説
如
此
。
然
別

観
囲
若
元
隈
防
者
過
奉
譲
大
聖
文
殊
。
若
文
殊
其
過
不
在
者
。
所
詰
難
中
之
失
還
在
巌
勝
大
法
師
之
身
上
者
也
。
況
天
竺
以
構
名
馬
敬
。
流

沙
以
東
以
避
名
馬
種
。
愛
顧
囲
年
齢
漸
灰
七
十
。
夏
倣
巳
経
五
十
飴
年
。
以
汝
生
年
可
比
観
園
夏
槻
臭
。
岩
井
後
進
平
。
而
汝
非
院
宣
之
召

輌
令
進
勘
文
之
日
。
須
避
名
或
云
上
臓
或
云
答
者
間
者
等
。
今
窓
書
諦
観
。
岩
井
失
穏
平
。
鞍
園
避
諌
名
栴
汝
。
是
則
観
囲
之
祀
節
遺
甚
厚

者
也
。第

五
勘
定
中
背
倖
教
大
師
守
護
国
界
章
以
摩
討
桁
論
鵠
謹
文
革

礼
弾
云
。
哀
1
厳
大
法
師
不
可
施
此
唾
言
。
侍
教
大
師
破
恵
美
大
臣
子
恵
日
寺
徳
一
菩
薩
所
述
作
申
達
義
諾
章
日
。
彼
不
及
暫
依
一
片
患

窓
渾
給
也
。
専
非
轟
理
之
梓
。
凡
天
台
一
家
樺
。
若
以
破
人
之
繹
烏
指
南
定
法
相
者
。
於
山
家
教
門
多
可
壊
法
門
之
綱
目
臭
。
若
以
破
人
之

繹
烏
進
講
論
議
之
時
者
。
撃
侶
定
食
繹
之
許
也
。
是
非
今
案
之
事
。
汝
皆
所
知
也
。
遂
以
摩
珂
桁
論
烏
偶
論
不
可
用
者
。
安
然
和
尚
所
述
作

教
時
義
之
文
如
何
通
中
平
。
彼
第
1
撃
寄
引
廉
文
略
之
。
問
。
摩
珂
桁
論
昔
戒
明
和
尚
将
来
之
時
。
有
諸
道
俗
論
定
僻
論
。
又
南
大
寺
新
羅
圃

僧
珍
聴
侍
云
。
是
論
新
羅
国
大
空
山
沙
門
月
忠
撰
也
。
而
何
引
烏
龍
樹
論
謹
。
答
。
昔
有
居
士
四
失
付
論
。
後
有
僧
衆
更
加
五
失
。
次
有
眞

言
僧
都
上
奏
入
畢
吉
宗
三
蔵
之
中
。
流
行
天
下
。
其
官
符
文
載
貞
戟
格
。
後
有
清
基
和
上
。
蔵
界
迷
方
記
中
具
合
萄
人
四
失
七
失
論
定
眞
。

論
題
下
云
。
龍
樹
菩
薩
造
故
引
烏
謹
按
。
可
謂
頼
晦
随
時
行
蔵
在
運
者
也
。
巳
上
。
安
然
和
上
是
慈
覚
大
師
上
足
弟
子
也
。
撃
兼
頼
密
内
外
悟

輿
入
唐
請
益
人
等
。
普
以
幼
稚
之
歳
登
叡
岳
。
窺
無
人
隙
参
上
中
堂
。
輿
薬
師
如
来
帳
中
語
申
。
豊
非
樺
者
乎
。
然
所
述
作
眞
言
疏
義
桐
越

於
前
哲
臭
。
和
上
豊
不
見
守
護
固
界
章
。
叡
岳
幼
士
何
不
口
遊
於
安
然
製
作
哉
。
愛
観
園
謬
引
摩
詞
桁
論
烏
謹
接
者
。
以
失
奉
譲
五
大
院
和

上
。
和
上
若
有
失
者
。
観
園
之
謬
有
何
祉
故
。
戦
囲
依
引
摩
河
桁
論
非
玉
泉
末
流
者
。
五
大
院
和
上
以
摩
討
桁
論
烏
指
南
草
教
時
義
。
可
非

天
台
善
徳
欺
。
又
戟
園
以
用
摩
珂
桁
論
鵠
過
患
者
。
厳
勝
巳
背
貞
額
官
符
。
可
馬
連
勅
欺
。
又
如
彼
妙
勝
定
経
。
像
法
決
疑
経
清
浄
法
行
経

8



等
難
在
備
目
。
後
人
刊
定
入
眞
経
。
摩
河
桁
論
本
雑
作
疑
今
烏
眞
論
有
何
失
乎
。
況
侍
教
大
師
製
作
守
護
固
界
章
在
弘
仁
時
。
後
貞
観
天
子

下
明
詔
烏
眞
論
流
行
天
下
臭
。
引
烏
謹
文
勇
有
意
接
者
也
。
然
別
戟
囲
是
園
城
之
夜
光
也
。
賓
明
於
貌
王
将
二
十
五
乗
之
明
珠
。
厳
勝
是
叡

山
之
瓦
礫
也
。
取
瓦
礫
之
中
。
瓦
者
解
於
霧
。
礫
者
砕
於
風
。
不
中
用
之
灰
塵
也
。
昔
許
由
間
奏
帝
之
繹
位
。
洗
耳
於
穎
川
。
今
観
園
見
厳

勝
之
勘
文
。
濯
眼
於
三
井
者
也
。
抑
観
囲
性
錐
不
敏
。
昔
遊
撃
之
日
。
於
天
台
宗
章
疏
者
莫
不
一
見
。
噸
密
兼
学
之
間
依
無
其
悍
不
能
廣
渉

猟
於
経
論
。
況
僻
園
城
窓
遊
止
勝
境
名
地
之
時
多
年
之
間
。
不
能
解
書
籍
之
紐
。
衰
老
之
後
毎
年
蒙
昧
所
之
事
皆
以
顧
忘
。
依
離
書
案
無
所

加
筆
。
賓
如
管
中
見
豹
井
底
望
天
也
。
然
而
院
宣
厳
重
懇
望
仰
天
猥
記
狂
愚
再
勘
如
件
。
但
厳
勝
大
法
師
初
聞
叡
岳
雄
傑
。
今
見
山
姦
喝

然
別
龍
象
踏
蹴
非
埴
所
堪
。
況
蛸
娘
哉
。
汝
非
我
敵
。
如
蚊
虻
侵
師
子
。
早
申
降
可
去
於
三
十
里
之
外
者
欺
。

園
城
寺
阿
閣
梨
大
法
師
戟
囲
上
　
康
和
四
年
四
月
廿
日

－
　
Ⅱ
－
⑤

康
和
二
庚
辰
年
六
月
十
八
日
戟
圃
阿
閣
梨
参
詣
新
羅
通
夜
経
所
。
備
恩
三
世
費
母
之
恭
寧
貴
万
代
利
生
之
恭
悌
法
神
道
兼
繭
箇
。
現
世
雷

生
亙
二
世
。
仰
而
取
信
。
敬
而
傾
頭
。
斜
月
照
松
。
暁
鐘
響
枕
。
境
節
於
賓
前
有
讃
経
。
其
音
響
澄
子
一
天
。
其
異
香
遍
千
万
方
。
漉
心
肝

断
感
腸
。
排
経
所
之
戸
見
御
燈
之
光
。
年
齢
廿
有
線
僧
随
両
童
。
一
人
指
天
蓋
。
一
人
持
金
箱
。
法
華
安
楽
行
品
。
至
虚
空
諸
天
爵
躊
法
故

乃
至
諸
悌
神
カ
所
護
故
之
句
。
明
神
自
錦
帳
有
御
出
。
文
殊
師
利
。
是
法
華
経
。
於
無
量
国
中
文
。
同
音
被
遊
不
留
随
喜
之
流
涙
。
禰
増
渇
仰

之
懇
思
。
是
人
得
大
利
如
上
諸
功
徳
讃
尊
。
神
大
翠
簾
之
内
。
僧
出
梯
隆
之
外
。
今
昔
法
喜
之
甘
露
。
嘗
禅
悦
之
清
風
。
云
奇
特
云
宿
縁
涙

巨
押
。
囲
問
云
。
名
字
拒
人
住
所
何
哉
。
僧
答
日
。
住
此
山
既
八
百
線
歳
。
命
日
教
忍
仙
人
指
西
飛
去
夫
。

ー
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二
　
戦
国
伝
の
要
約
と
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
逸
文
の
抽
出

（8）

戟
園
伝
は
『
寺
門
高
僧
記
』
巻
四
の
な
か
で
も
行
革
伝
に
次
ぐ
分
量
を
有
し
、
非
職
の
僧
の
伝
記
と
し
て
は
例
外
的
に
長
い
。
俗
系
の
出
自
や

卒
年
が
記
さ
れ
な
い
の
も
異
例
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

補
阿
閤
梨
の
記
事

（9）

－
　
　
　
・
T
l
l

康
和
三
年
一
一
月
一
一
日
か
ら
翌
康
和
四
年
四
月
二
〇
日
に
至
る
、
鳥
羽
殿
に
お
け
る
番
論
議
と
そ
れ
に
付
随
す
る
書
面
で
の
延
暦
寺
僧
巌

勝
と
の
論
争
の
経
緯

康
和
二
年
六
月
一
八
日
の
新
羅
明
神
・
教
忍
仙
人
と
の
避
造
語

の
三
部
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
半
を
占
め
る
Ⅱ
に
つ
い
て
さ
ら
に
小
分
類
を
施
せ
ば
、

康
和
三
年
一
一
月
一
一
日
の
鳥
羽
殿
番
論
議
に
お
け
る
観
園
と
厳
勝
と
の
論
争
の
要
点
と
聴
衆
の
対
応

康
和
三
年
一
一
月
の
巌
勝
の
勘
文

康
和
三
年
一
二
月
二
八
日
付
の
戦
園
の
陳
状

康
和
四
年
三
月
一
五
日
付
の
厳
勝
の
垂
勘
文

康
和
四
年
四
月
二
〇
日
付
の
観
園
の
重
陳
状

と
な
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
Ⅱ
－
③
及
び
④
の
割
註
に
「
具
に
は
彼
の
『
日
記
』
の
如
し
」
、
あ
る
い
は
「
具
に
は
『
日
記
』

ー
　
　
Ⅱ

－

　

Ⅲ
（10）

I
I
⊥
Ⅲ
－
①

I

Ⅱ

－

②

I

Ⅱ

－

③

－
　
Ⅱ
－
④

－
　
Ⅱ
－
⑤
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の
如
し
。
破
詞

繁
な
り
。
之
を
略
す
」
と
み
え
て
い
る
そ
の
『
日
記
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
『
日
記
』
は
、
「
公
的
・
私
的
に
日
々
の
事
件
や
動
勢
を
日
を
追
っ



て
書
き
留
め
た
も
の
」
を
指
す
一
般
的
な
用
法
で
は
な
く
、
「
特
定
の
独
立
し
た
行
事
の
記
録
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

，
髄
Ⅲ
－
②
以
下
は
鳥
羽
殿
番
論
議
（
Ⅱ
－
①
）
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
意
味
の
あ
る
議
論
で
あ
り
、
『
日
記
』
は
Ⅲ
全
体
の
原
史
料
、

仮
に
題
名
を
復
す
れ
ば
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

Ⅱ
－
①
が
康
和
三
年
二
月
二
日
の
番
論
議
に
つ
い
て
概
括
的
な
記
事
に
続
い
て
唐
突
に
「
観
囲
反
問
し
て
日
く
」
と
始
ま
る
の
は
、
『
寺

門
高
僧
記
』
編
者
が
『
日
記
』
を
取
意
的
に
扱
う
の
で
な
く
抜
粋
引
用
す
る
姿
勢
で
臨
ん
だ
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
Ⅱ
が
全
体
か
ら
み
れ

ば
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
ほ
ど
の
長
文
に
な
っ
た
の
も
、
編
者
の
こ
の
方
針
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
Ⅱ
－
①
の
問
答
の
話
者
が
一
部
不
明
確

と
な
る
な
ど
部
分
的
に
難
す
ら
生
じ
て
い
る
。

巌
勝
の
勘
文
、
戦
園
の
陳
状
、
厳
勝
の
垂
勘
文
、
観
園
の
重
陳
状
（
Ⅱ
－
②
～
⑤
）
と
次
第
に
罵
音
雑
言
を
含
ん
で
論
争
が
激
し
さ
を
加
え
る

さ
ま
に
は
、
同
じ
内
容
を
扱
っ
た
『
寺
門
伝
記
補
録
』
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
だ
よ
う
な
取
意
的
記
述
と
は
対
極
の
迫
力
が
あ
り
、
こ
れ
ら
文
書

は
全
文
が
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
に
収
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
Ⅱ
－
②
、
⑤
に
『
日
記
』
に
触
れ
る
割
註
が
な
い
の
は
、
Ⅱ
－

（12）

⑨
、
④
が
『
寺
門
高
僧
記
』
収
載
に
あ
た
っ
て
抄
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ほ
ぼ
全
文
を
収
め
た
た
め
と
理
解
さ
れ
る
。
如
上
の
考
察
か
ら
、

（13）

Ⅱ
は
割
註
の
一
部
を
除
け
ば
ほ
ぼ
康
和
四
年
（
二
〇
二
）
頃
成
立
の
仮
称
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
逸
文
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ

（14）

の
院
政
期
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
の
高
さ
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。
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三
　
観
圃
・
巌
勝
の
論
争
の
要
点
と
徳
一
関
連
記
事
の
問
題
点

『
寺
門
高
僧
記
』
戟
園
伝
を
基
に
観
園
と
巌
勝
と
の
論
争
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。



番
論
議
に
お
い
て
、
菩
薩
五
十
二
位
の
修
行
中
の
第
一
十
位
に
あ
た
る
十
信
の
段
階
で
三
惑
の
う
ち
見
思
惑
が
断
ぜ
ら
れ
る
と
す
る
説
に
対
し

諸
経
論
中
に
そ
の
証
文
が
見
ら
れ
な
い
と
の
反
駁
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
論
争
は
開
始
さ
れ
た
。
巌
勝
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
信
成
就
発
心
」

に
つ
い
て
の
戦
国
の
解
釈
が
自
宗
の
釈
と
異
な
る
と
す
る
勘
文
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
戦
国
は
陳
状
中
に
「
十
二
不
可
五
箇
勘
定
」
を
列

挙
し
て
全
面
的
に
反
論
し
た
。
巌
勝
は
取
囲
が
五
箇
勘
定
の
第
五
に
『
釈
摩
珂
桁
論
』
を
引
用
し
た
こ
と
を
と
ら
え
、
最
澄
が
徳
一
と
の
三
一
権

実
論
争
中
に
著
し
た
『
守
護
国
界
章
』
中
に
同
論
を
疑
論
と
す
る
こ
と
を
根
拠
に
戦
国
を
論
破
椰
輸
す
る
内
容
の
重
勘
文
を
進
上
、
靭
園
は
重
陳

状
で
厳
勝
の
属
す
る
慈
覚
門
徒
（
山
門
）
の
祖
円
仁
の
上
足
安
然
が
そ
の
著
『
教
時
義
』
で
『
釈
摩
珂
桁
論
』
を
真
と
し
て
お
り
、
空
海
の
上
奏

に
よ
っ
て
貞
観
の
官
符
で
夷
論
と
認
め
ら
れ
天
下
に
流
行
し
て
い
る
事
実
を
も
っ
て
応
酬
し
た
。

戟
園
は
自
宗
の
宗
祖
最
澄
の
著
作
で
さ
え
全
面
的
に
信
拠
す
る
の
で
は
な
く
一
定
の
距
離
を
お
い
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
智
証
門
徒
（
寺
門
）

の
学
風
を
窺
わ
せ
て
興
味
深
い
が
、
詳
細
の
研
究
は
仏
教
史
学
の
専
門
家
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
こ
こ
で
は
戟
園
の
垂
陳
状
（
Ⅱ
－
⑤
）
に
み
え
る
徳

一
の
出
自
記
事
、
「
恵
美
大
臣
子
恵
日
寺
徳
一
菩
薩
」
に
つ
い
て
以
下
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
あ
ら
か
じ
め
、
続
群
本
・
京
大
本
と

も
に
こ
の
一
二
字
、
な
か
ん
ず
く
「
恵
美
大
臣
子
」
の
五
字
は
傍
註
・
頑
註
の
扱
い
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
上
来
の
検
討
か
ら
仮
称
『
鳥
羽
殿

番
論
議
日
記
』
所
載
の
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
四
月
二
〇
日
付
戦
園
童
陳
状
に
当
初
か
ら
記
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

三
一
権
実
評
論
の
法
相
宗
側
の
当
事
者
と
し
て
、
ま
た
勝
常
寺
・
恵
日
寺
を
は
じ
め
と
す
る
福
島
県
会
津
地
方
の
平
安
前
期
仏
教
文
化
の
担
い

手
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
著
名
な
徳
一
だ
が
、
そ
の
出
自
や
生
没
年
を
め
ぐ
っ
て
は
今
な
お
定
説
を
み
な
い
。
「
恵
美
大
臣
」
恵
美
押
勝
＝

藤
原
仲
麻
呂
（
七
〇
六
～
七
六
四
）
の
子
と
す
る
史
料
と
し
て
従
来
『
私
策
百
因
縁
集
』
［
正
義
元
年
（
一
二
五
七
）
、
住
信
撰
］
、
『
南
都
商
僧
F
匠

［
嘉
暦
年
間
（
一
三
二
六
～
一
三
二
九
）
頃
、
仲
廉
撰
か
］
、
『
尊
卑
分
隊
』
［
南
北
朝
時
代
、
洞
院
公
定
（
一
三
四
〇
～
一
三
九
九
）
等
編
］
、
『
神

名
鏡
』
［
永
享
六
年
（
一
四
三
四
）
頃
以
前
］
、
『
本
朝
高
僧
伝
』
［
元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
、
卍
冗
師
蛮
撰
］
等
が
知
ら
れ
て
お
り
、
東
国
で
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（15）

成
立
し
た
『
私
衆
百
因
縁
集
』
を
徳
一
仲
麻
呂
子
息
記
事
の
古
例
と
み
な
し
て
こ
の
伝
承
の
成
立
期
を
鎌
倉
～
室
町
時
代
、
成
立
地
を
東
国
と
す

（16）

る
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
た
が
、
戟
園
重
陳
状
の
記
載
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
、
最
古
例
は
さ
ら
に
一
五
〇
年
余
遡
る
こ
と
が
判
明
し
、
伝
承
成

立
地
を
東
国
と
す
る
説
も
根
拠
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。

観
囲
重
陳
状
は
院
政
期
の
信
拠
す
べ
き
史
料
で
あ
る
が
徳
一
の
活
躍
期
か
ら
は
三
〇
〇
年
近
く
経
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
も
こ
の

一
事
を
も
っ
て
徳
一
の
出
自
問
題
に
決
着
が
つ
く
と
は
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
園
城
寺
の
阿
閤
梨
が
、
無
責
任
な
発
言
を
す
れ
ば
た
ち
ま
ち

揚
げ
足
を
取
ら
れ
か
ね
な
い
教
義
論
争
に
関
わ
る
文
書
で
言
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
二
世
紀
初
頭
の
天
台
宗
僧
侶
の
間
で
徳
一
仲
麻
呂
子
息
説

が
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
観
園
を
藤
原
兼
隆
の
子
と
す
る
俗
系
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
徳
一
の
出
自
に
つ
い
て

（17）

仏
教
界
の
み
な
ら
ず
藤
原
氏
諸
家
の
問
に
何
ら
か
の
古
伝
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。

（18）

徳
一
の
生
年
に
つ
い
て
は
天
応
元
年
（
七
八
こ
と
す
る
高
橋
富
雄
氏
の
説
が
あ
り
、
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
徳
一
は
そ

の
論
敵
最
澄
（
七
六
六
／
七
～
八
二
二
）
・
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
）
よ
り
も
年
少
で
あ
り
、
徳
一
仲
麻
呂
子
息
説
も
成
立
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
徳
一
仲
麻
呂
子
息
説
は
既
述
の
よ
う
に
一
二
世
紀
初
頭
以
前
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
萌
芽
は
徳
一
在
世
中
に
遡
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。

徳
一
の
生
年
を
八
世
紀
半
ば
近
く
に
設
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
著
作
の
内
容
・
表
現
か
ら
も
、
ま
た
彼
が
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果

（1g）

た
し
た
と
み
て
誤
り
な
い
仏
像
（
勝
常
寺
薬
師
如
来
像
等
）
の
作
風
、
そ
こ
か
ら
看
取
さ
れ
る
仏
師
の
世
代
に
照
ら
し
て
も
蓋
然
性
が
高
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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［
註
］

（
1
）
巻
十
は
皇
室
貴
顕
に
よ
る
崇
敬
の
歴
史
を
記
す
。



（
2
）
大
正
一
五
年
一
〇
月
発
行
、
続
群
書
類
従
完
成
会
。
本
稿
で
は
昭
和
三
四
年
二
月
発
行
の
訂
正
三
版
に
拠
っ
た
。

（
3
）
『
群
書
解
題
』
第
七
巻
（
昭
和
三
七
年
七
月
初
版
、
昭
和
五
一
年
一
〇
月
再
版
。
続
群
書
類
従
完
成
会
）
所
載
の
景
山
春
樹
氏
に
よ
る
解
題
（
釈
2
9
6
）
。

（
4
）
巻
五
・
七
・
八
・
九
は
欠
本
。
巻
一
・
二
二
二
は
抄
本
の
み
残
る
。

（
5
）
所
蔵
番
号
　
国
史
1
そ
8
1
5
2
。
調
査
は
平
成
一
〇
年
七
月
三
〇
日
お
よ
び
八
月
七
日
の
両
度
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
。
調
査
に
際
し
御
高
配
を
賜
っ
た

京
都
大
学
文
学
部
図
書
館
・
奈
良
教
育
大
学
総
合
図
書
館
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
6
）
昭
和
九
年
五
月
発
行
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
。

（
7
）
巻
六
題
記
に
「
寺
門
高
僧
記
／
六
　
残
本
　
後
／
共
二
冊
」
、
奥
書
に
「
右
嵯
峨
天
龍
寺
所
蔵
／
大
正
十
二
年
四
月
膳
等
」
と
あ
る
。
天
龍
寺
本
に
つ
い
て

は
い
ま
だ
嘱
目
の
機
会
が
な
い
。
巻
十
に
は
「
山
門
東
塔
南
谷
　
津
教
房
／
眞
如
蔵
／
三
百
四
十
九
／
見
／
寺
門
高
僧
記
十
」
の
題
記
、
「
千
時
慶
長
九
甲

辰
年
二
月
廿
三
日
／
高
僧
記
ノ
分
／
新
羅
神
主
以
自
筆
本
写
之
者
也
／
時
能
／
行
年
六
十
七
」
の
本
奥
書
、
「
右
比
叡
山
南
谷
音
蔵
坊
所
蔵
／
大
正
十
年
三

月
謄
写
」
の
奥
書
が
あ
る
。
な
お
、
岩
橋
小
禰
太
『
京
畿
社
寺
考
』
（
大
正
十
五
年
二
月
、
雄
山
閣
）
の
「
三
　
寺
門
高
僧
記
に
つ
い
て
」
に
は
京
大
本
に

関
わ
る
か
と
み
ら
れ
る
天
龍
寺
資
料
採
訪
の
記
事
が
あ
る
。

（
8
）
『
寺
門
伝
記
補
録
』
第
十
六
阿
閤
梨
観
圃
伝
は
中
納
言
藤
原
兼
隆
の
子
と
し
て
お
り
、
『
尊
卑
分
泳
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
）
で
も
兼
隆
の
子
に
「
寺
／

阿
闇
梨
」
の
註
が
付
い
て
穀
園
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
系
譜
に
従
え
ば
戦
国
は
栗
田
関
白
藤
原
道
兼
の
孫
と
な
る
。

（
9
）
補
阿
閣
梨
の
年
次
は
『
寺
門
高
僧
記
』
で
は
欠
字
で
あ
る
が
『
寺
門
伝
記
補
録
』
に
よ
れ
ば
嘉
保
三
年
（
一
〇
九
六
）
で
あ
る
。

（
1
0
）
『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
之
六
、
康
和
三
年
十
一
月
十
一
日
条
で
は
、
Ⅱ
－
①
の
末
尾
六
五
字
の
う
ち
本
稿
で
い
う
B
郡
の
最
後
、
「
慶
朝
法
印
申
云
。
見

聞
之
輩
甚
以
狼
籍
也
。
」
が
戟
園
陳
状
（
Ⅱ
－
③
）
内
に
寛
人
し
意
味
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
京
大
本
に
拠
る
こ
と
で
は
じ
め
て
慶
朝
の
言
が
　
「
見
聞
の
輩

甚
だ
以
て
狼
籍
な
り
。
（
筆
者
註
、
論
議
の
）
第
二
番
罷
り
出
づ
べ
し
」
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
寺
門
伝
記
補
録
』
も
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同
様
の
文
脈
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
1
）
『
日
記
』
に
は
観
園
陳
状
（
Ⅱ
－
⑧
）
及
び
厳
勝
重
勘
文
（
Ⅱ
－
④
）
が
「
具
に
」
、
す
な
わ
ち
お
そ
ら
く
は
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

が
、
そ
の
内
容
は
教
理
学
の
専
門
知
識
が
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
文
書
を
掲
載
す
る
一
般
的
な
意
味
で
の

「
日
記
』
で
、
し
か
も
『
寺
門
高
僧
記
』
編
者
が
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
い
え
ば
さ
し
ず
め
破
園
自
身
の
日
記
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
存
し
た
と
仮
定
す
る
と

同
書
戟
漑
伝
が
三
部
（
す
な
わ
ち
本
稿
で
い
う
I
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）
の
み
の
単
純
な
構
成
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
つ
ら
い
。
「
特
定
の
独
立
し
た
行
事
の
記
録
」

の
意
味
に
な
る
白
河
院
政
期
の
代
表
例
と
し
て
『
永
久
五
年
祈
雨
日
記
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
『
日
記
』
の
語
義
に
つ
い
て
は
土
田
直
鎮

「
古
代
史
料
論
　
記
録
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
別
巻
二
所
収
。
昭
和
五
一
年
九
月
、
岩
波
書
店
。
再
録
同
氏
『
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
』
。
平
成
四
年

一
一
月
、
吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
し
た
。

（
1
2
）
観
囲
重
陳
状
（
Ⅱ
－
⑤
）
の
「
如
上
」
の
割
註
は
、
原
本
が
厳
勝
重
勘
文
（
Ⅱ
－
④
）
を
引
用
し
て
い
た
た
め
煩
境
に
な
る
の
を
避
け
て
施
し
た
も
の
で

あ
り
、
「
引
廣
文
略
之
」
と
「
巳
上
」
で
く
く
ら
れ
る
部
分
も
安
然
の
『
教
時
義
』
と
い
う
周
知
の
著
作
の
引
用
な
の
で
略
抄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
註
か
ら
も
『
寺
門
高
僧
記
』
編
者
の
原
資
料
尊
重
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ
う
。

（
1
3
）
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
は
伏
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
現
存
の
書
物
中
に
は
管
見
に
及
ば
な
い
。
『
寺
門
伝
記
補
録
』
の
割
註
に
は
「
（
筆
者
註
、
戦
国
と
巌

勝
の
間
の
）
往
復
の
書
数
通
高
僧
記
に
載
す
」
と
あ
っ
て
『
日
記
』
の
こ
と
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
証
が
応
永
年
間
二
三
九
四
～
一
四
二
八
）

の
『
寺
門
伝
記
補
録
』
撰
述
当
初
の
も
の
と
す
れ
ば
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
は
こ
の
頃
既
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
1
4
）
『
殿
暦
』
康
和
三
年
二
月
一
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
藤
原
忠
実
の
許
へ
蔵
人
頭
源
重
資
が
「
三
井
寺
大
衆
事
」
に
よ
り
勅
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
三
日
前
、
二
目
の
鳥
羽
殿
番
論
議
で
、
見
聞
衆
が
狼
籍
を
理
由
に
桧
非
運
使
に
よ
っ
て
門
外
に
出
さ
れ
た
こ
と
（
Ⅱ
－
①
）
と
関
係
す
る

可
能
性
が
あ
り
、
『
鳥
羽
殿
番
論
議
日
記
』
の
史
料
と
し
て
の
信
憑
性
を
補
強
す
る
材
料
と
な
る
。
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（
1
5
）
こ
の
説
を
採
る
代
表
的
な
論
著
を
摘
記
す
る
。

薗
田
番
融
「
恵
美
家
子
女
伝
考
（
上
）
」
（
『
史
泉
』
三
二
号
所
収
。
昭
和
四
一
年
三
月
）

高
橋
富
雄
『
徳
一
と
恵
日
寺
』
（
『
ふ
く
し
ま
文
庫
』
1
7
。
昭
和
五
一
年
、
福
島
中
央
テ
レ
ビ
）

高
橋
富
雄
『
徳
一
と
最
澄
』
（
『
中
公
新
書
』
9
7
5
。
平
成
二
年
六
月
、
中
央
公
論
社
）

田
村
晃
祐
「
徳
一
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
文
化
』
第
二
ハ
巻
通
巻
一
九
号
、
学
術
増
刊
号
②
所
収
。
昭
和
六
〇
年
八
月
）

（
1
6
）
註
（
1
5
）
前
掲
論
者
の
う
ち
、
高
橋
富
雄
『
徳
一
と
恵
日
寺
』
・
田
村
晃
祐
「
徳
一
に
つ
い
て
」
が
こ
の
説
を
採
る
。

（
1
7
）
註
（
8
）
参
照
。
洞
院
公
定
等
編
『
尊
卑
分
泳
』
の
拠
っ
た
原
史
料
に
つ
い
て
も
、
藤
原
氏
系
の
史
料
で
あ
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
8
）
註
（
1
5
）
前
掲
高
橋
書
。

（
1
9
）
徳
一
及
び
そ
の
周
辺
が
勝
常
寺
薬
師
如
来
像
造
立
の
に
な
い
手
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
勝
常
寺
薬
師
如
来
像
に
奈
良
時
代
中
葉
～
後
半
の
彫

刻
様
式
を
継
承
す
る
姿
勢
が
顕
著
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
岸
公
基
「
勝
常
寺
薬
師
如
来
像
考
」
（
『
仏
教
文
化
』
第
一
六
巻
通
巻
一
九
号
、
学
術
増
刊
号

②
所
収
。
昭
和
六
〇
年
八
月
）
参
照
。
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［
付
記
］

本
稿
の
内
容
は
、
平
成
九
年
三
月
三
〇
日
、
福
島
県
河
沼
郡
湯
川
村
公
民
館
で
開
催
さ
れ
た
勝
常
寺
薬
師
三
尊
像
国
宝
指
定
記
念
講
演
会
に
お

け
る
「
勝
常
寺
の
仏
像
と
徳
一
－
造
像
背
景
に
関
す
る
試
論
－
」
と
題
す
る
講
演
の
一
部
を
、
そ
の
後
の
調
査
に
基
づ
き
大
幅
に
補
正
し
て
成
っ

た
も
の
で
あ
る
。
有
益
な
御
示
教
・
御
助
言
を
賜
っ
た
就
実
女
子
大
学
教
授
曽
根
正
人
氏
、
奈
良
教
育
大
学
助
教
授
今
正
秀
氏
に
末
筆
な
が
ら
御

礼
申
し
上
げ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
教
育
大
学
教
育
学
部
）




