
三
業
惑
乱
と
京
都
本
屋
仲
間

『
興
復
記
』
出
版
の
波
紋
1

1

は
じ
め
に

天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
四
凡
京
都
寺
町
高
辻
上
ル
町
の
書ω

肆
銭
屋
佐
兵
衛
は
、
善
永
と
名
乗
る
僧
侶
の
手
に
な
る
『
興
復
記
』

と
い
う
書
物
を
出
版
し
た
。
こ
の
書
は
、
宝
暦
一
四
年
(
一
七
六

四
正
月
に
京
都
の
書
肆
額
田
正
三
郎
が
刊
行
し
た
『
願
生
帰
命

弁
』
と
い
う
書
物
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
『
願
生
帰
命
弁
』

の
方
の
著
者
は
功
存
と
言
い
、
明
和
六
年
(
一
七
六
九
)
に
は
西

本
願
寺
の
学
林
の
長
で
あ
る
能
化
に
就
任
し
た
学
僧
で
あ
る
。
学

林
と
は
、
近
世
に
お
い
て
浄
士
真
宗
の
本
山
で
あ
る
西
本
願
寺
の

支
配
下
に
あ
っ
た
僧
侶
の
養
成
と
と
も
に
、
教
学
の
統
制
も
担
当

し
た
機
関
で
あ
っ
た
。

功
存
は
学
林
の
能
化
と
な
る
前
の
宝
暦
三
一
年
(
一
七
六
己

に
地
元
の
越
前
に
お
い
て
『
願
生
帰
命
弁
』
を
著
し
て
お
り
、
そ

の
内
容
は
浄
士
真
宗
の
異
安
心
(
異
端
)
の
一
種
で
あ
る
「
無
帰

命
安
心
」
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
に
お
い
て
功
存

は
、
人
び
と
が
成
仏
す
る
た
め
に
絶
対
に
必
要
な
の
は
、
衆
生
救

済
の
誓
願
を
立
て
た
阿
弥
陀
如
来
に
対
し
浄
士
へ
の
往
生
を
食

に
お
い
て
タ
ノ
ム
(
願
う
)
こ
と
で
あ
る
と
し
(
欲
生
正
因
説
と

い
う
)
、
ま
た
そ
の
際
、
「
後
生
た
す
け
た
ま
え
」
と
口
で
唱
え
仏

前
で
礼
拝
す
る
こ
と
も
原
則
と
し
て
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
の

で
あ
る
会
棄
帰
命
説
と
い
う
)
。

こ
の
功
存
の
主
張
に
対
し
て
は
、
学
林
の
道
粋
・
僧
僕
・
泰
巌

ら
が
疑
問
を
呈
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
「
腹

非
之
徒
」
は
あ
っ
て
も
こ
れ
を
公
言
す
る
者
は
い
な
く
な
り
q
 
や

小
林
准
士



が
て
功
存
は
先
述
の
よ
う
に
明
和
六
年
に
能
化
に
就
任
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
功
存
の
欲
生
正
因
説
及
び
三
業
帰
命
説
の
是
非
を
め

ぐ
っ
て
は
、
次
第
に
西
本
願
寺
の
教
団
内
部
で
も
対
立
が
露
わ
に

な
り
、
つ
い
に
は
享
和
三
年
(
一
八
9
己
に
幕
府
裁
定
ま
で
仰

が
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
争
乱
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
文

化
三
年
(
一
八
0
六
)
七
凡
三
業
帰
命
説
は
不
正
義
と
裁
定
さ

れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
ゞ

さ
て
、
冒
頭
で
触
れ
た
『
興
復
記
』
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
三
業

惑
乱
と
呼
ば
れ
る
事
件
に
論
及
す
る
教
学
史
的
研
究
の
中
で
、
興

正
寺
派
(
西
派
)
。
の
大
麟
が
著
し
た
『
盲
玉
女
心
正
偽
編
』
(
天

明
四
年
成
立
)
に
続
く
『
願
生
帰
命
弁
』
批
判
の
書
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
き
た
ゞ
し
か
し
、
『
百
否
妥
心
正
偽
編
』
が
写
本
と

し
て
流
通
し
た
の
に
対
し
、
『
興
復
記
』
は
刊
本
で
あ
っ
た
。
こ
の

た
め
、
玄
智
の
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
学
林

側
は
同
書
の
出
版
の
差
し
止
め
を
画
策
す
る
こ
と
に
な
り
、
版
元

の
銭
屋
だ
け
で
な
く
京
都
本
屋
仲
間
ゞ
も
巻
き
込
ん
だ
事
件
に
発

展
す
る
g
 
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
三
業
惑
乱
を
め
ぐ
る
叙
述
は
、
こ

の
点
に
さ
ほ
ど
注
目
す
る
こ
と
な
く
、
『
興
復
記
』
の
刊
行
が
『
願

生
帰
命
弁
』
を
め
ぐ
る
論
争
を
拡
大
す
る
契
機
に
な
っ
た
こ
と
に

触
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
ゞ
ま
た
、
『
百
否
査
女
心
正
偽
編
』
と
は

2

異
な
り
、
『
興
復
記
』
に
は
同
じ
浄
士
真
宗
で
も
東
派
に
属
す
る
僧

侶
に
よ
り
著
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
宗
派

間
の
関
係
が
三
業
惑
乱
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
W

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
西
本
願
寺
に
よ
る
『
興
復
記
』
出
版
差
し

止
め
事
件
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
、
日
本
近
世
に
お
け
る
論
争

書
出
版
の
条
件
と
仏
教
諸
宗
派
間
の
秩
序
と
の
関
係
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
際
、
従
来
使
用
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
の
「
興
復
記
一
件
」
を
用
い
、

京
都
本
屋
仲
間
の
こ
の
訴
訟
へ
の
対
応
に
焦
点
を
合
わ
せ
分
析
を

の

進
め
る
こ
と
に
し
た
い
0
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
近
世
に
お
け
る
出

版
業
の
成
立
と
本
屋
仲
間
の
幕
府
に
よ
る
公
認
と
い
う
条
件
が
、

宗
教
上
の
論
争
書
出
版
に
与
え
て
い
る
規
定
性
が
明
ら
か
に
な
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
に
な
っ
て
澤
博
勝
は
、
「
日
本
近
世
に
お
け
る

宗
教
的
共
存
と
対
立
と
の
関
係
性
」
を
問
題
と
し
た
論
文
で
、
「
大

局
で
の
宗
教
的
共
存
と
、
民
衆
レ
ベ
ル
や
思
想
史
レ
ベ
ル
と
い
っ

た
個
別
的
局
面
で
の
対
立
」
と
い
う
構
図
を
前
提
に
検
討
を
行
っ

D

て
い
る
0
。
し
か
し
、
諸
教
(
仏
儒
神
)
・
諸
宗
派
の
「
共
存
」
の

下
で
、
諸
教
間
あ
る
い
は
諸
宗
派
問
で
論
争
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る



と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
事
態
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
澤
が
重
視
す
る
地
域
社
会
の
動
向
以
外
に
つ
い
て
も
ま

だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
や
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
な
ど
を
除

く
諸
教
・
諸
宗
派
の
公
認
、
及
び
宗
派
内
問
題
へ
の
不
介
入
な
ど

と
い
っ
た
宗
教
的
社
会
集
団
に
対
す
る
国
家
の
い
く
つ
か
の
方
針

は
、
互
い
に
関
連
し
つ
つ
時
に
矛
盾
し
て
い
た
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
こ
れ
ら
の
方
針
に
対
す
る
当
事
者
の
解
釈
は
区
々
で
あ
っ
た
。

さ
し
あ
た
り
、
仏
教
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
諸
宗
派
間
の
秩
序
に

対
す
る
解
釈
の
朗
語
を
伴
い
つ
つ
、
聖
俗
の
集
団
間
の
関
係
は
存

立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
と
い
う

一
つ
の
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
う

し
た
問
題
に
つ
い
て
も
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
の
顛
末

1

つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
事
件
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
興
復
記
』
の
著
者
は
三
河
国

一
色
村
安
休
寺
(
東
派
)
の
善
永
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
実
際
に

は
讃
岐
国
西
法
寺
(
東
派
)
の
宝
厳
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た
。
こ

の
著
者
か
ら
稿
本
を
入
手
し
た
文
箆
堂
す
な
わ
ち
京
都
寺
町
高
辻

上
ル
町
の
書
肆
銭
屋
佐
兵
衛
は
、
西
堀
川
四
条
下
ル
町
の
書
肆
堺

屋
嘉
七
を
願
人
に
立
て
、
本
屋
仲
間
行
事
を
通
じ
天
明
六
年
一
0

月
一
九
日
に
京
都
町
奉
行
所
へ
出
版
に
つ
い
て
出
願
し
た
と
こ
ろ
、

即
日
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
嘉
七
か
ら
板
木
を

改
め
て
購
入
し
蔵
版
者
と
な
っ
た
銭
屋
は
、
一
八
0
冊
を
摺
り
出

し
販
売
し
た
の
で
あ
る
0
。

こ
う
し
て
天
明
七
年
四
月
に
『
興
復
記
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
、

西
本
願
寺
の
学
林
で
は
、
す
で
に
天
明
四
年
に
著
さ
れ
た
大
麟
の

『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
へ
の
対
処
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も

D

.

あ
り
0
、
放
置
す
る
か
、
反
論
書
を
刊
行
す
る
か
な
ど
を
検
討
し
た
,
。

そ
の
結
果
ま
ず
版
元
の
銭
屋
に
対
し
学
林
か
ら
使
僧
と
し
て
越

中
滑
川
の
正
念
寺
を
派
遣
し
、
出
版
の
経
緯
に
つ
い
て
尋
ね
る
こ

D

と
に
な
っ
た
0
。

学
林
と
し
て
は
、
能
化
で
あ
る
功
存
の
著
書
『
願
生
帰
命
弁
』

(
1
)

ま
ず
、
本
章
で
は
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
の
経
緯
に

『
興
復
記
』
の
刊
行
と

西
本
願
寺
に
よ
る
出
版
の
差
し
止
め

3



を
批
判
す
る
『
興
復
記
』
は
「
一
流
之
御
正
化
を
妨
げ
」
る
書
で

6

あ
り
、
そ
の
流
行
は
承
伏
し
が
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
"
。
こ
の
使

僧
の
尋
問
に
対
し
銭
屋
は
、
著
者
宝
厳
の
意
向
を
う
け
、
す
で
に

本
書
の
著
者
は
昨
年
死
亡
し
て
お
り
自
分
以
外
に
世
話
人
も
な
く

7

自
ら
の
一
存
で
刊
行
し
た
と
回
答
し
た
0
。
こ
の
た
め
、
学
林
は
版

元
で
あ
る
銭
屋
を
相
手
に
交
渉
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
銭
屋
に

対
し
西
本
願
寺
に
と
っ
て
支
障
の
あ
る
本
を
出
版
し
た
こ
と
に
つ

い
て
弁
明
を
求
め
、
申
し
開
き
が
で
き
な
い
場
合
は
絶
版
と
す
る

幻

こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
0
。

こ
の
学
林
か
ら
の
要
求
に
対
し
銭
屋
は
、
「
圭
凹
林
仲
間
之
法
」
が

あ
り
絶
版
は
私
的
に
は
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
絶
版
と

す
る
場
合
の
手
続
き
に
は
二
通
り
あ
る
こ
と
を
回
答
し
た
。
す
な

わ
ち
、
①
西
本
願
寺
よ
り
幕
府
(
「
公
儀
」
)
に
願
い
出
て
、
幕
府

か
ら
本
屋
仲
間
の
行
事
に
絶
版
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

仲
間
行
事
か
ら
版
元
で
あ
る
銭
屋
に
そ
の
旨
が
通
達
さ
れ
絶
版
と

な
る
、
②
同
様
に
西
本
願
寺
か
ら
本
屋
仲
間
の
行
事
に
対
し
、
幕

府
に
出
版
の
願
い
下
げ
を
す
る
よ
う
要
請
し
、
仲
間
行
事
が
こ
れ

に
応
ず
れ
ば
、
銭
屋
に
絶
版
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い

田

う
選
択
肢
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
。

こ
の
版
元
の
回
答
を
う
け
、
天
明
七
年
五
月
、
学
林
は
本
山
役

所
に
幕
府
へ
の
訴
願
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
西
本

願
寺
か
ら
の
呼
び
出
し
に
は
、
本
屋
仲
間
行
事
に
よ
る
制
止
も
あ

の

つ
て
応
じ
な
か
っ
た
銭
屋
で
あ
る
が
q
 
本
山
に
よ
る
公
訴
が
現
実

に
な
り
か
け
る
と
、
こ
の
頃
か
ら
西
本
願
寺
と
関
わ
り
を
深
め
て

"

い
た
「
本
山
聿
昌
貝
」
永
田
調
兵
師
の
斡
旋
で
、
急
避
、
『
興
復
記
』

の

の
板
木
と
売
れ
残
り
本
を
西
本
願
寺
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
g

尤
も
、
こ
の
時
点
で
の
残
り
本
は
一
七
冊
し
か
な
く
、
す
で
に
一

D

六
三
冊
は
販
売
済
み
で
あ
っ
た
g
 
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
訴
訟
に

な
り
か
け
た
段
階
憲
度
を
一
変
さ
せ
た
銭
屋
と
永
田
調
兵
衛
を

西
本
願
寺
は
本
山
内
へ
六
月
一
 
0
日
に
呼
び
出
し
、
先
の
回
答
の

D

誤
り
を
認
め
さ
せ
る
一
札
を
と
っ
た
の
で
あ
る
g

こ
う
し
て
、
い
っ
た
ん
は
『
興
復
記
』
の
板
木
没
収
に
成
功
し

)し

た
た
め
、
学
林
の
所
化
(
学
生
)
た
ち
は
、
写
本
で
流
布
し
て
い

た
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
と
『
同
後
編
』
の
著
者
で
あ
る
大
麟
の

励

糺
明
を
要
請
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
0
。
東
派
の
僧
侶
に
よ
る
著
述

を
刊
行
停
止
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
を
踏
ま
え
、
派
内
(
興
正
寺
派
)

の
統
制
を
も
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

4



一
方
、
六
月
一
四
日
に
西
本
願
寺
内
町
役
人
の
秋
田
蔵
人
0
は
『
興

復
記
』
に
関
わ
る
件
で
京
都
町
奉
行
所
に
申
し
入
れ
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
奉
行
所
か
ら
は
「
尤
千
万
取
扱
可
申
」
と
の
返
事
を
得
た
。

そ
し
て
、
奉
行
所
は
版
元
の
銭
屋
と
本
屋
仲
間
の
行
事
を
呼
び
出

し
、
「
東
方
・
高
田
・
仏
光
寺
二
不
限
、
宗
旨
安
心
之
抄
の
向
<

西
本
願
寺
江
相
尋
出
版
可
仕
旨
」
を
伝
え
、
東
派
・
高
田
派
・
仏

光
寺
派
な
ど
西
派
以
外
の
僧
侶
が
著
し
た
場
合
で
も
、
浄
士
真
宗

の
教
義
に
関
わ
る
書
物
を
出
版
す
る
場
合
に
は
、
西
本
願
寺
へ
事

の

前
に
そ
の
可
否
を
尋
ね
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
.
。
秋
田
蔵
人
の

町
奉
行
所
に
対
す
る
申
し
入
れ
は
、
こ
の
事
前
検
閲
の
件
で
あ
っ

た
訳
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ま
ず
版
元
の
銭
屋
は
奉
行
所
の
意
向
を
受
け
て
、

『
興
復
記
』
の
出
版
が
西
本
願
寺
の
支
障
と
な
っ
た
こ
と
を
詫
び
、

販
売
済
み
の
本
の
回
収
を
約
し
た
上
で
、
今
後
、
「
新
板
物
有
之
節

ハ
先
板
之
持
主
江
掛
ケ
合
相
糺
候
上
本
屋
行
事
」
に
申
請
す
る
こ

幻

と
を
誓
約
し
た
g
 
い
ち
お
う
本
屋
仲
間
内
で
の
対
応
に
す
る
か
た

ち
は
と
っ
て
い
る
が
、
論
争
書
出
版
の
際
に
は
、
批
判
対
象
と
な

(
2
)
西
本
願
寺
と
本
屋
仲
問
と
の
争
論

.

つ
た
本
を
刊
行
し
て
い
る
書
肆
と
事
前
に
交
渉
す
る
こ
と
に
し
、

奉
行
所
の
意
に
沿
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
仲
間
行
事
は
こ
の
奉
行
所
の
要
請
に
即
答
す
る
こ
と
は
避

け
、
ま
ず
仲
間
で
協
議
し
た
上
で
対
応
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
行
事
た
ち
は
六
月
一
五
日
に
寄
合
を
開
催
し
、
①
行
事
に

の

無
届
け
で
板
木
を
西
本
願
寺
に
差
し
出
し
た
銭
屋
の
行
為
q
 
②
東
派

僧
侶
の
著
書
を
西
派
の
本
山
が
没
収
し
た
こ
と
、
以
上
の
二
点
に
つ

い
て
問
題
あ
り
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
本
願
寺
江
写
本
御
内
見

二
入
レ
候
儀
ハ
諸
本
山
方
江
差
支
二
相
成
仲
ケ
間
一
統
難
儀
」
と

の

返
答
す
る
方
針
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
§

そ
し
て
、
行
事
た
ち
は
「
西
六
條
某
寺
」
を
密
か
に
訪
れ
過

D

去
の
刊
行
書
の
旧
例
を
調
査
し
た
上
で
"
、
七
月
四
日
、
出
雲
寺
文

次
郎
・
伏
見
屋
藤
右
衛
門
連
名
で
、
京
都
町
奉
行
に
対
し
次
の
よ

う
に
返
答
し
た
。
す
な
わ
ち
、
①
『
興
復
記
』
の
版
元
で
あ
る
銭

屋
は
西
本
願
寺
か
ら
の
介
入
が
あ
っ
た
時
点
で
ま
ず
行
事
に
相
談

す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
特
定
の
本
山
に
支
障
の
あ
る
本
の
板

木
を
、
そ
の
本
山
に
差
し
出
し
た
前
例
は
な
く
、
今
回
の
件
が
先

例
と
な
っ
て
は
困
る
こ
と
、
③
『
願
生
帰
命
弁
』
と
『
興
復
記
』

の
よ
う
に
、
東
派
と
西
派
で
見
解
が
異
な
る
書
は
従
来
も
存
在
し
、

こ
の
こ
と
に
本
屋
ど
う
し
で
は
何
ら
支
障
が
な
く
、
今
回
の
場
合

5



も
『
帰
命
弁
』
の
板
元
で
あ
る
額
田
正
三
郎
に
と
っ
て
支
障
が
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
を
主
張
し
、
今
ま
で
刊
行
予
定
の
写
本
を
事
前

に
本
山
に
見
せ
る
と
い
う
先
例
が
な
い
の
で
、
新
規
の
こ
と
は
停

止
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
ゞ

さ
ら
に
、
こ
の
返
答
を
受
け
始
ま
っ
た
奉
行
所
の
吟
味
に
あ
た

つ
て
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
行
事
た
ち
は
行
っ
た
。

諸
門
徒
宗
派
β
御
著
述
御
座
候
安
心
之
書
<
東
派
β
御
著

述
之
晝
西
派
二
而
思
召
二
相
叶
不
申
有
之
候
得
者
ハ
、
西

派
β
御
思
召
之
書
御
著
述
板
行
在
之
候
、
西
派
β
御
著
述
之

書
是
又
東
派
之
思
召
二
違
候
得
者
、
御
答
之
書
出
来
仕
候
、

勿
論
外
御
本
山
御
派
二
而
も
右
同
様
之
御
儀
二
御
座
候
而
御岡

双
方
β
御
互
二
御
答
之
書
有
之
候
御
儀
二
御
座
候
(
下
略
)

東
派
僧
侶
の
著
票
西
派
の
意
向
に
沿
わ
な
い
内
容
の
場
貪

西
派
僧
侶
に
よ
る
反
論
書
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
し
、
同
じ
よ
う
に

西
派
僧
侶
の
著
述
が
東
派
の
意
向
に
違
え
ば
こ
れ
へ
の
返
答
書
が

刊
行
さ
れ
て
き
た
と
し
、
こ
れ
は
外
の
本
山
ど
う
し
の
場
合
で
も

同
様
で
あ
る
と
一
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
屋
仲
間
行
事

は
、
宗
派
間
の
論
争
は
出
版
書
の
応
答
を
通
じ
な
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
原
則
を
表
明
し
、
本
屋
仲
間
と
し
て
は
論
争
書
の
出

版
は
む
し
ろ
通
例
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

結
局
、
七
月
二
七
日
に
な
っ
て
京
都
町
奉
行
所
は
、
西
本
願
寺

の
要
請
を
受
け
て
執
っ
た
処
置
を
事
実
上
撤
回
し
、
本
屋
仲
間
の

主
張
を
認
め
、
論
争
書
出
版
に
あ
た
っ
て
の
事
前
の
検
閲
(
「
内
見
」
)

D

を
不
可
と
し
た
ゞ
こ
れ
を
う
け
、
『
興
復
記
』
の
版
元
銭
屋
は
七

月
二
九
日
に
奉
行
所
に
対
し
、
西
本
願
寺
に
板
木
の
返
還
を
求
め

励

る
こ
と
の
許
可
を
願
い
出
た
ゞ

な
お
、
こ
の
よ
う
に
町
奉
行
所
が
本
屋
仲
間
の
主
張
を
認
め
た

背
景
に
は
、
浄
士
真
宗
の
他
派
へ
の
照
会
が
関
係
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

(
官
司
)
問
、
一
之
労
門
三
家
<
東
門
・
渋
谷
・
高
田
三
家
>

並
不
、
聴
、
於
倫
疋
書
賣
益
拒
之
、
事
遂
罷
、
<
東
門
執
事
云
、

公
府
若
西
門
之
請
、
、
我
門
亦
当
、
、
請
如
、
西
門
、
能
化
慧
林

云
、
互
作
一
妨
優
一
、
恐
座
梓
行
一
、
須
,
以
、
新
例
難
V
用
而

岡

拒
ι
之
、
遂
従
、
厭
策
云
、
>
久
>
内
は
割
註
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
本
山
も
出
版
書
の
事
前
検
閲
は
不

要
と
し
、
特
に
東
派
の
場
合
、
西
派
の
要
求
内
容
が
先
例
と
な
れ

ば
、
著
述
の
出
版
を
互
い
に
妨
害
し
あ
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
懸

念
し
て
、
非
と
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ

の
照
会
結
果
に
意
を
強
く
し
た
本
屋
仲
間
は
、
ま
す
ま
す
事
前
の
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「
内
見
」
を
拒
否
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
永
田
調
兵
衛
に
よ
る

『
興
復
記
』
板
木
購
入
と
「
絶
趣

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
西
本
願
寺
の
訴
え
は
退
け
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
実
は
『
興
復
記
』
の
出
版
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
は

こ
れ
で
終
わ
ら
な
か
っ
た
。
銭
屋
か
ら
西
本
願
寺
に
納
め
た
板
木

の
返
還
願
い
が
な
か
な
か
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

七
月
の
吟
味
終
了
後
、
半
年
ほ
ど
た
っ
た
三
月
一
四
日
に
な

つ
て
、
よ
う
や
く
書
肆
中
川
藤
四
郎
と
西
本
願
寺
の
交
渉
に
よ
り
、

『
興
復
記
』
の
板
木
は
ま
ず
本
屋
仲
間
へ
返
還
さ
れ
、
さ
ら
に
銭

屋
佐
兵
衛
へ
と
手
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
願
寺
よ
り
西
町
奉
行

所
へ
和
談
が
成
立
し
た
旨
届
け
が
あ
り
、
翌
一
五
日
、
先
行
事
出

雲
寺
・
伏
見
屋
と
銭
屋
が
召
し
出
さ
れ
、
願
書
を
取
り
下
げ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
銭
屋
は
、
板
木
の
請
取
書
と
と
も
に
、

今
後
本
屋
仲
間
の
規
則
を
守
る
旨
を
誓
約
し
た
一
札
を
本
屋
仲

の

間
行
事
に
提
出
し
た
曾

し
か
し
、
こ
れ
で
『
興
復
記
』
の
流
布
が
可
能
に
な
っ
た
の
か

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
西
本
願
寺
の
意
を
う
け
て
、

書
肆
永
田
調
兵
衛
が
銭
屋
か
ら
『
興
復
記
』
の
板
木
を
「
銀
三
百

二
十
目
」
で
買
い
蔵
版
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
永
田
が
こ
の
書
を

販
売
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
処
置
に
よ
り
、
『
興
復
記
』

幻

の
流
布
は
事
実
上
停
止
し
た
の
で
あ
っ
た
0

0

こ
う
し
た
一
連
の
西
本
願
寺
学
林
に
よ
る
、
『
興
復
記
』
流
布
に

対
す
る
妨
害
に
憤
激
し
た
の
は
、
著
書
の
宝
厳
で
あ
っ
た
。
彼
は

讃
岐
国
徳
永
寺
密
成
(
西
派
)
の
名
を
借
り
て
、
天
明
八
年
一
 
0

月
朔
日
付
の
「
壮
叩
難
晝
二
巻
を
功
存
に
送
り
、
七
0
日
の
期
限

の

を
設
け
回
答
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
W
 
こ
の
「
詰
難
垂
白
」
は
同
年

一
一
月
二
六
日
に
功
存
の
も
と
に
届
い
た
が
、
密
成
の
名
を
借
り

て
は
い
る
も
の
の
、
作
成
者
が
宝
厳
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
っ

の

た
た
め
、
功
存
が
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
曾
こ
の
た

め
、
七
0
日
の
期
限
を
過
ぎ
て
も
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
宝
厳

は
、
改
め
て
『
願
生
帰
命
弁
』
を
批
判
し
た
『
帰
命
本
願
訣
』
を

自
ら
住
職
を
務
め
る
西
法
寺
の
蔵
版
と
し
、
寛
政
元
年
四
月
に
刊

行
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
に
よ
れ
ば
、

D

そ
の
年
の
う
ち
に
二
千
部
が
販
売
さ
れ
た
"
。
ち
な
み
に
売
弘
所
は

(
4
)
宝
厳
『
帰
命
本
願
訣
』
の
出
版
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左
の
通
り
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
末
尾
の
西
村
九
郎
右
衛
門
は
東
本

願
寺
と
関
わ
り
の
深
い
書
肆
で
あ
っ
た
"
。

讃
岐
高
松
藍
屋
善
蔵
尾
州
名
古
屋
菱
屋
久
兵
衛
、
近
江
長

浜
鍵
屋
清
兵
衛
、
越
中
富
山
紅
屋
伝
兵
衛
、
美
濃
大
垣
本
屋

善
兵
衛
、
東
都
山
崎
金
兵
衛
、
浪
華
柏
原
屋
佐
兵
衛
、
京
都

幻

北
村
四
郎
兵
衛
、
同
西
村
九
郎
右
衛
門
0

さ
て
、
『
帰
命
本
願
訣
』
の
刊
行
を
う
け
て
、
西
本
願
寺
は
堂
達

安
楽
寺
を
東
本
願
寺
に
派
遣
し
、
同
書
の
流
布
の
停
止
を
申
し
入

れ
た
が
、
こ
れ
は
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
"
。
尤
も
、
学
林
の
方
は
、

宝
厳
が
「
詰
難
声
へ
の
回
答
に
七
0
日
の
期
限
を
設
け
て
い
た

こ
と
か
ら
、
次
に
見
る
よ
う
に
刊
行
の
企
図
を
予
知
し
て
い
た
。

七
十
日
と
之
日
限
有
之
候
へ
ハ
、
宝
厳
も
印
刻
之
望
有
之
ト

ミ
ヘ
タ
リ
、
シ
カ
ル
ニ
京
地
な
と
ハ
彼
是
聞
合
候
故
、
決
而

出
板
な
り
か
た
き
趣
二
聞
へ
候
、
然
と
も
強
テ
印
刻
せ
ん
と

オ
モ
ハ
＼
蔵
板
二
も
出
来
可
申
、
若
印
刻
二
及
ハ
＼
当
方

亦
可
然
"

こ
の
よ
う
に
、
京
都
の
本
屋
た
ち
は
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止

め
事
件
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
同
地
で
は
出
版
の
引
き

受
け
手
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
場
合
、
宝
厳
が
勤
め
る
西

法
寺
の
蔵
版
と
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

8

て
、
そ
の
際
に
は
反
論
書
を
学
林
側
も
刊
行
す
る
心
づ
も
り
で
あ

つ
た実

際
、
『
帰
命
本
願
訣
』
刊
行
後
西
派
の
僧
た
ち
は
次
々
と
同

田

書
に
対
す
る
反
論
書
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
W
 
寛
政
元
年
に

は
、
玄
佼
『
弾
妄
釈
疑
篇
』
、
莱
洲
『
排
謬
翼
宗
篇
』
、
環
中
『
建

幢
擢
邪
篇
』
が
、
寛
政
二
年
に
は
大
円
『
笑
盲
訣
』
が
刊
行
さ
れ

こ
の
う
ち
『
弾
妄
釈
疑
篇
』
に
対
し
て
は
、
宝
厳
が
『
快
膜
篇
』
(
寛

政
二
年
刊
)
を
著
し
て
反
論
す
る
な
ど
、
論
争
が
展
開
し
て
い
っ

た
。
こ
う
し
た
西
派
の
僧
た
ち
に
よ
る
反
論
書
の
刊
行
は
学
林
に

よ
る
組
織
的
な
も
の
で
あ
り
、
『
弾
妄
釈
疑
篇
』
と
『
排
謬
翼
宗
篇
』

の
出
版
費
用
銀
各
五
0
0
目
は
学
林
か
ら
拠
出
さ
れ
て
い
た
W
 
ま

た
、
出
版
費
は
学
林
か
ら
拠
出
さ
れ
な
か
っ
た
『
建
幢
擢
邪
篇
』

に
つ
ぃ
て
も
、
能
化
功
存
の
意
を
受
け
て
、
刊
行
後
も
字
句
修
正

の
指
示
が
版
元
の
永
田
調
兵
衛
に
対
し
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

一
方
、
宝
厳
に
よ
る
再
反
論
書
で
あ
る
『
快
膜
篇
』
は
書
肆
に

よ
る
刊
行
が
実
現
し
て
お
り
、
刊
記
に
は
京
都
の
北
村
四
郎
兵
衛
、

斎
藤
荘
兵
衛
、
銭
屋
佐
兵
衛
、
西
村
九
郎
右
衛
門
、
黒
石
七
兵
衛

の

の
名
も
上
が
っ
て
い
る
g
 
『
興
復
記
』
の
出
版
で
紛
争
に
巻
き
込

ま
れ
た
銭
屋
佐
兵
衛
も
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
的
に
示
さ
れ

'か
る
U8)
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る
よ
う
に
、
西
派
僧
侶
た
ち
に
よ
る
組
織
的
な
反
論
書
の
刊
行
が

な
さ
れ
た
後
は
、
本
屋
仲
間
が
主
張
し
て
い
た
書
物
の
出
版
を
通

じ
て
の
論
争
の
展
開
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

2
 
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
の
意
義

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
の
経

緯
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
こ
の
事
件
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、
東
派
に
属
す
る
宝
厳
が
西
派
の
学
林
能
化
の
著
述
を
批

判
す
る
書
物
を
相
次
い
で
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い

て
考
察
し
て
お
く
。

宝
厳
『
帰
命
本
願
訣
』
に
対
す
る
批
判
書
で
あ
る
『
拝
謬
翼
宗

次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

に
ょ
、

編
』

蓋
惟
ル
ニ
東
派
ノ
安
心
已
三
変
セ
リ
ト
ミ
ユ
、
(
中
略
)
大

二
中
興
上
人
ノ
法
章
二
背
テ
、
一
念
二
弥
陀
如
来
ワ
レ
ラ
カ

今
度
ノ
一
大
事
ノ
後
生
御
タ
ス
ケ
候
へ
ト
タ
ノ
ミ
奉
ル
ト
云

コ
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
ナ
リ
、
タ
＼
名
号
ヲ
称
ン
モ
ノ
ヲ
極
楽
へ

ム
カ
ヘ
ン
ト
誓
ハ
セ
玉
へ
ル
本
願
カ
ソ
ト
深
信
シ
テ
念
仏
申

(
1
)
『
興
復
記
』
出
版
の
背
景

9

ン
ト
思
ヒ
立
信
ノ
一
念
、
ヤ
カ
テ
ロ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
南
無
阿

弥
陀
仏
卜
称
レ
ハ
、
信
行
具
足
シ
テ
真
実
報
士
二
往
生
ス
、

モ
ト
ヨ
リ
タ
ス
ケ
玉
へ
ト
イ
フ
口
上
ニ
ハ
功
徳
コ
レ
ナ
シ
、

南
無
阿
弥
陀
仏
卜
称
ル
ハ
モ
ト
本
願
成
就
ノ
名
号
ニ
テ
万
行

円
備
ス
ル
カ
故
二
往
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
ウ
ル
ナ
リ
等
卜
決
断
セ

0

ラ
ル
、
予
一
観
シ
テ
大
二
慨
歎
ス
。

右
は
、
明
和
年
間
の
越
後
に
お
け
る
了
専
寺
と
久
唱
寺
の
論
争

に
対
す
る
東
本
願
寺
法
主
の
裁
断
に
関
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
の
莱
洲
は
、
『
興
嘉
』
出
版
の
背
景
に
東
派
に
お
け
る
「
{
女

心
」
の
変
化
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

裁
断
以
前
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
「
今
度
ノ
一
大
事
ノ
後
生
御
タ

ス
ケ
候
へ
ト
」
と
頼
む
こ
と
を
救
済
の
要
件
と
す
る
教
義
、
す
な

わ
ち
三
業
帰
命
説
の
根
幹
と
な
る
部
分
が
、
明
和
年
間
以
降
東

派
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
一
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
こ
の
東
派
に
お
け
る
裁
断
に
対
し
て
は
、
西
派
の
僧
侶

で
あ
る
善
意
が
『
評
偽
弁
』
を
著
し
て
批
判
し
、
さ
ら
に
そ
の
反

論
が
東
派
学
寮
講
主
慧
琳
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
な
ど
(
『
弾
評
偽

弁
』
)
、
写
本
を
通
じ
て
で
は
あ
る
が
、
明
和
年
間
に
は
東
西
間
で

D

す
で
に
論
争
が
展
開
し
て
い
た
ゞ
ち
な
み
に
、
『
帰
命
本
願
訣
』

の
流
布
停
止
を
西
本
願
寺
が
東
本
願
寺
に
申
し
入
れ
た
際
に
は
、

タ
ツ



こ
の
東
派
に
お
け
る
公
式
の
裁
断
に
対
し
西
派
僧
侶
が
反
論
書
を

の

著
述
し
た
こ
と
を
前
例
に
示
さ
れ
拒
絶
さ
れ
て
い
る
ξ

し
た
が
っ
て
、
功
存
が
『
願
生
帰
命
弁
』
で
主
張
し
た
よ
う
な

欲
生
帰
命
説
、
三
業
帰
命
説
を
め
ぐ
っ
て
は
、
明
和
年
間
以
降
は

東
西
の
教
学
統
制
機
関
で
見
解
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

し
か
し
、
か
と
い
っ
て
宝
厳
の
主
張
や
行
動
が
、
東
派
の
本
山
か

ら
公
式
に
支
援
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
『
興
復
記
』

の
刊
行
に
際
し
善
永
と
の
仮
名
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
宝
厳
は

名
聞
を
求
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
釈
明
し
て
い
る
が
q
 
功
存

に
対
し
密
成
の
名
を
借
り
て
「
詰
難
皇
白
」
を
送
っ
た
こ
と
も
合
わ

せ
て
考
え
る
と
、
む
し
ろ
自
派
の
本
山
か
ら
型
肘
さ
れ
る
こ
と
を

避
け
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
、
実
は
宝
厳
は
東
派

の
学
寮
講
主
に
批
判
的
な
立
場
で
あ
り
、
慧
琳
深
励
と
い
っ
た

人
物
と
対
立
し
、
後
に
は
異
義
の
判
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
人

D

物
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
§

こ
の
点
で
は
、
西
派
と
同
様
に
、
東
派
内
で
も
三
業
帰
命
説
に

対
す
る
見
解
は
一
枚
岩
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
実
際
、
『
帰

命
本
願
訣
』
に
対
す
る
反
論
書
で
あ
る
『
弾
妄
釈
義
編
』
で
著
者

の
玄
攸
は
、
東
派
学
寮
の
初
代
講
主
慧
空
の
『
叢
林
集
』
を
幾
度

励

も
引
い
て
宝
厳
を
批
判
し
て
い
る
ξ
東
西
両
派
と
も
に
、
歴
代
の

能
化

講
主
の
間
に
は
教
学
上
の
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
解
釈
次
第
で
は
、
東
派
に
お
い
て
も
、
三
業
帰
命
説
が
広
が
る

可
能
性
が
あ
っ
た
と
一
言
え
よ
う
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宝
厳
の
い
た
讃
岐
の

当
時
の
状
況
で
あ
る
。
同
地
で
は
明
和
年
間
か
ら
、
神
祇
礼
拝
や

称
名
念
仏
の
あ
り
方
を
め
ぐ
り
西
派
内
で
東
光
寺
了
空
と
京
都
光

隆
寺
教
乗
と
の
論
争
が
展
開
し
て
い
た
。
ま
た
、
三
業
帰
命
説
を

信
奉
す
る
門
徒
と
了
空
の
説
に
従
う
門
徒
と
が
激
し
く
対
立
し
た

こ
と
を
背
景
に
、
安
永
元
年
(
一
七
七
己
に
は
三
業
帰
命
説
を

唱
え
た
諦
正
寺
義
天
が
高
松
藩
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
な
ど
の
事
態

も
進
展
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
讃
岐
は
興
正
寺
派
の
重
要
な
拠
点

で
あ
り
、
興
正
寺
は
高
松
藩
松
平
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、

『
願
生
帰
命
弁
』
の
反
論
書
と
し
て
も
っ
と
も
早
い
『
真
宗
安
心

正
偽
編
』
は
、
讃
岐
の
状
況
を
踏
ま
え
興
正
寺
門
主
の
命
を
受
け

田

て
大
麟
が
執
筆
し
た
書
物
で
あ
っ
た
ξ
こ
う
し
た
中
、
三
業
帰
命

説
の
影
響
は
東
派
の
門
徒
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
宝
厳
は
『
帰
命
本
願
訣
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
徳
(
功
存
を
指
す
1
筆
者
註
)
講
主
ト
ナ
リ
ソ
ノ
義
ヲ
ト

ナ
フ
ル
ニ
依
テ
和
ス
ル
モ
ノ
ス
コ
フ
ル
オ
ホ
ク
シ
テ
種
々
ノ

邪
説
諸
国
二
紛
耘
タ
リ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
当
流
ノ
宗
教
マ
サ

10



三
変
セ
ン
ト
ス
、
マ
コ
ト
ニ
コ
レ
瑜
方
ノ
巨
障
ト
イ
フ
ヘ

シ
、
祖
門
二
衣
食
ス
ル
徒
誰
力
慨
歎
セ
サ
ラ
ン
、
厳
不
敏

ヲ
カ
へ
り
ミ
ス
、
安
永
年
中
二
経
釈
ヲ
準
縄
ト
シ
テ
帰
命
弁

ノ
異
義
ヲ
タ
、
シ
テ
興
復
記
ト
ナ
ツ
ク
ル
一
巻
ノ
書
ヲ
ツ
ク

レ
ト
モ
、
固
陌
ヲ
ハ
チ
コ
レ
ヲ
箆
ノ
ソ
コ
ニ
オ
サ
メ
テ
数
年

ヲ
ヘ
タ
リ
キ
、
然
二
異
説
年
ヲ
逐
テ
マ
ス
く
盛
ン
ニ
シ
テ

ツ
ィ
ニ
吾
東
派
ノ
愚
蒙
ヲ
蚕
食
ス
、
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
ヤ
ム
コ
ト

ヲ
エ
ス
、
サ
ン
ヌ
ル
未
ノ
年
所
由
ア
リ
テ
撰
号
ヲ
変
シ
テ
興

復
記
を
梓
行
セ
シ
メ
、
愚
蒙
ヲ
シ
テ
異
路
ニ
マ
ヨ
ハ
サ
ラ
シ

メ
ン
ト
ス
、
コ
レ
大
徳
弁
主
一
人
ノ
異
義
ヲ
破
シ
テ
ス
ヘ
テ

7

西
派
ヲ
破
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
.

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
吾
東
派
ノ
愚
蒙
ヲ
蚕
食
ス
」
る
事
態
を
憂
慮

し
た
こ
と
が
、
宝
厳
が
『
興
復
記
』
の
刊
行
を
決
意
す
る
契
機
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
『
興
復
記
』
出
版
に
い
た
る
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

功
存
の
い
た
越
前
だ
け
で
な
く
、
明
和
年
間
の
越
後
や
讃
岐
に
お

い
て
も
、
信
仰
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
東
西
各
派
の
内
部
に
お
け
る

対
立
と
論
争
の
展
開
が
あ
り
、
そ
れ
が
書
物
の
著
述
や
出
版
を
媒

介
に
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
趨
勢
の
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
讃
岐
の
場
合
に
典
型
的
で
あ
る
が
、
元
々
対
立
の
あ
っ
た

(
2
)
教
学
統
制
と
書
物
の
出
版

地
域
に
、
『
願
生
帰
命
弁
』
と
い
う
書
物
に
依
拠
し
た
教
化
が
加
わ

る
こ
と
で
対
立
が
増
幅
さ
れ
、
そ
の
様
相
が
写
本
の
流
通
や
出
版

書
を
通
じ
、
再
び
一
般
的
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
過
程
は
、
最
終
的
に
は
三
業
惑
乱
と

い
う
か
た
ち
で
現
出
す
る
、
特
定
地
域
を
こ
え
て
展
開
す
る
紛
争

の
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
鍵
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
『
興
復
記
』
の
流
布
を
停
止
し
よ
う
と
画
策
し
た
西
本
願

寺
の
動
向
に
つ
い
て
窺
っ
て
お
く
。
こ
の
点
に
関
し
注
目
さ
れ
る

の
は
、
派
内
の
異
義
・
異
安
心
の
取
り
締
ま
り
、
す
な
わ
ち
教
学

の
統
制
と
か
か
わ
っ
て
、
宝
暦
一
一
年
(
一
七
六
一
)
以
来
、
聖

教
類
の
蔵
版
化
を
進
め
て
『
真
宗
法
要
』
を
編
纂
し
た
こ
と
で
あ

る
。
親
鸞
以
来
の
浄
士
真
宗
の
僧
侶
た
ち
に
よ
る
著
作
は
、
著
者

が
真
偽
未
決
の
も
の
を
含
め
て
、
近
世
初
期
以
来
、
民
間
の
書
肆

に
よ
っ
て
多
く
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
西

本
願
寺
は
そ
れ
ら
著
者
の
真
偽
の
判
定
や
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
の
が
『
真
宗
法
要
』

で
あ
り
、
そ
の
編
纂
は
書
肆
が
刊
行
し
て
き
た
い
わ
ゆ
る
坊
刻
本

Ⅱ



の
蔵
版
化
を
伴
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
京
都
の

本
屋
仲
間
か
ら
す
れ
ば
重
版
に
相
当
し
た
た
め
、
西
本
願
寺
と
本

8

屋
仲
間
と
の
間
で
争
曹
な
っ
た
.
。

西
本
願
寺
と
し
て
は
、
著
者
が
真
偽
未
決
の
書
籍
が
一
般
に
流

布
し
、
教
学
や
信
仰
の
動
向
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
を
懸
念
し
、

本
山
が
公
式
に
認
定
し
た
聖
教
類
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
異
義

異
安
心
の
発
生
を
防
ご
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
9
 
こ
の
よ
う
に
書

肆
の
発
行
す
る
書
物
の
流
布
を
、
教
学
統
制
の
観
点
か
ら
統
御
し

よ
う
と
す
る
志
向
は
、
本
事
件
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ

一
つ
。

尤
も
、
続
発
す
る
異
義
・
異
安
心
事
件
を
契
機
と
し
て
出
版
さ

れ
る
書
籍
を
め
ぐ
っ
て
は
、
複
雑
な
事
情
が
存
在
し
て
い
た
。
問

題
と
な
っ
た
功
存
の
『
願
生
帰
命
弁
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
著
述
の
直
後
か
ら
そ
の
内
容
に
疑
念
を
も
つ
人

々
が
派
内
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
功
存
が
学
林
の
能
化
に

就
任
し
た
こ
と
で
、
そ
う
し
た
「
腹
非
之
徒
」
も
あ
え
て
批
判
を

ハ
ム
一
言
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

天
明
年
間
に
は
西
派
か
ら
の
独
立
志
向
を
有
す
る
興
正
寺
派
に
属

す
る
大
麟
が
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
を
著
し
た
こ
と
で
、
批
判
者

の

の
存
在
が
公
然
と
な
っ
た
W

『
興
復
記
』
の
出
版
が
西
本
願
寺
学
林
に
と
っ
て
衝
撃
で
あ
っ

た
の
は
、
派
内
に
こ
う
し
た
対
立
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
同
書
の
差
し
止
め
事
件
と
そ
の
後
の
論
争
を
通
じ
て
、

学
林
が
進
め
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
能
化
の
一
著
作
に
過
ぎ
な
か

つ
た
『
願
生
帰
命
弁
』
の
主
張
を
同
派
の
正
統
学
説
と
し
て
公

式
に
認
め
、
派
内
の
見
解
の
統
一
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
例
え
ば
、
学
林
大
衆
が
『
興
復
記
』
の
絶
版
を
企
図
し
て
本

山
役
所
に
提
出
し
た
願
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
と
へ
他
派
之
僧
侶
其
本
山
限
り
の
門
末
へ
対
し
、
安
心
の

邪
正
相
弁
ら
れ
候
義
ハ
肌
不
及
貪
着
二
候
得
と
も
、
当
御
本

山
二
而
不
正
之
安
心
御
裁
断
之
御
正
化
を
邪
説
の
柱
礎
と

被
申
立
候
事
御
流
を
汲
候
僧
俗
之
悲
歎
無
此
上
、
若
右
興

復
記
絶
板
之
義
御
願
通
不
相
立
候
時
者
、
満
天
下
之
御
門
末

如
何
体
之
騒
動
差
起
り
、
公
儀
御
制
禁
二
相
障
り
之
義
出
来

D

可
仕
哉
難
計
、
重
々
奉
恐
入
候
.

こ
こ
で
は
、
『
願
生
帰
命
弁
』
は
「
不
正
之
安
心
御
裁
断
之
御
正

と
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
書
を
批
判
す
る
『
興
復
記
』
は
派
内

化の
教
学
統
制
権
を
侵
害
す
る
著
作
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
学

林
は
派
内
の
教
学
統
制
権
を
根
拠
に
し
て
、
他
派
の
僧
侶
の
著
述

に
対
す
る
出
版
統
制
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、
『
願

12
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生
帰
命
弁
』
の
主
張
は
対
外
的
に
も
「
御
正
化
」
と
し
て
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
宝
厳
が
『
帰

命
本
願
訣
』
を
刊
行
し
た
後
、
そ
の
流
布
停
止
を
西
本
願
寺
か
ら

東
本
願
寺
に
求
め
た
際
に
、
「
我
門
安
心
。
決
定
、
帰
命
弁
一
。
東
門

安
心
。
如
二
本
願
訣
一
否
。
」
"
と
迫
る
な
ど
、
そ
の
後
維
持
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
三
業
帰
命
説
が
西
派
本
山

の
正
統
学
説
と
な
る
と
い
う
、
三
業
惑
乱
の
前
提
と
な
る
事
態
が

本
件
を
通
じ
て
成
立
し
た
と
言
っ
て
ょ
い
。

し
か
し
、
学
林
が
も
く
ろ
ん
だ
刊
行
前
の
著
述
の
検
閲
詠
め

ら
れ
ず
、
危
倶
し
て
い
た
「
天
下
之
御
門
末
」
を
巻
き
込
ん
だ
大

騒
動
に
帰
結
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
玄
智

は
、
「
如
"
乞
、
二
宗
梓
書
皆
受
吾
門
許
可
一
。
則
似
"
欲
Σ
ア
、
異
域

幻

用
白
本
正
朔
。
決
不
"
可
晟
者
。
」
"
と
述
べ
て
い
る
。
浄
士
真

宗
の
僧
侶
の
著
述
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
、
他
派
の
分
も
含
め
て

西
本
願
寺
の
許
可
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
外
国
に

日
本
の
暦
を
受
け
容
れ
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
の
と
同
じ
こ
と
で
、

無
理
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
玄
智
は
書
肆
に
対
し
て
圧
力
を
か
け
て
絶
版
に
追
い
込

も
う
と
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
靈
昌
貝
唯
欲
販
商
得
ν
利
。
無
知

書
中
是
非
。
何
罪
之
有
。
況
書
肆
自
有
二
其
法
一
。
関
、
一
于
官
政
。

"

難
為
賤
商
一
。
不
"
可
、
愈
陵
。
」
"
と
述
べ
て
い
る
。
本
屋
仲
間

が
独
自
の
法
を
も
ち
、
公
儀
か
ら
任
さ
れ
て
禁
書
の
取
締
り
を
行

う
な
ど
、
容
易
に
は
他
集
団
の
介
入
を
許
さ
な
い
と
い
う
条
件
が
、

西
本
願
寺
の
失
敗
に
繋
が
っ
た
点
に
つ
い
て
ょ
く
認
識
さ
れ
て
い

励

る
と
一
言
え
よ
う
W
 
つ
ま
り
、
宗
派
の
教
学
統
制
権
の
限
界
、
身
分

的
な
仲
間
組
織
の
自
律
性
と
い
う
条
件
が
、
西
本
願
寺
学
林
の
企

図
を
実
現
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
派

内
の
教
学
統
制
の
弛
緩
に
も
繋
が
っ
て
い
き
公
然
と
三
業
帰
命

説
に
対
す
る
批
判
が
教
団
内
部
か
ら
挙
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
近
世
に
お
い
て
宗

派
の
中
で
正
統
と
さ
れ
る
教
義
と
い
え
ど
も
、
外
部
か
ら
の
批
判

に
よ
り
相
対
化
さ
れ
て
正
統
の
地
位
を
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
を
は

の

ら
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
一
言
え
よ
う
W

さ
て
、
『
興
復
記
』
の
絶
版
や
出
版
前
の
著
述
の
事
前
検
閲
と
い

う
、
西
本
願
寺
の
要
求
を
実
現
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
宗
派
の
教

学
統
制
権
の
限
界
、
身
分
的
な
仲
間
組
織
の
自
律
性
と
い
う
条
件

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
条
件
に
つ
い
て
、

(
3
)
公
儀
の
方
針
と
そ
の
解
釈

B



こ
の
事
件
を
裁
い
た
公
儀
の
対
応
に
即
し
て
検
討
し
て
い
く
。

近
世
公
儀
権
力
は
教
義
の
異
な
る
諸
宗
派
の
併
存
を
認
め
た

上
で
、
各
宗
派
に
お
け
る
教
義
の
正
否
の
判
定
に
つ
い
て
は
不
介

わ

入
の
方
針
を
と
っ
て
い
た
ゞ
本
件
に
お
い
て
も
こ
の
方
針
を
基
本

に
し
つ
つ
、
京
都
町
奉
行
所
は
以
下
の
二
つ
の
原
則
を
前
提
に
し

て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

(
甲
)
各
宗
派
内
に
お
け
る
本
山
の
教
学
統
制
権
の
承
認
(
宗

意
是
非
の
判
断
に
は
不
介
入
)

(
乙
)
宗
派
間
の
教
義
を
め
ぐ
る
対
立
の
当
事
者
ど
う
し
の
論

争
を
通
じ
た
解
決
(
優
劣
判
定
に
対
す
る
不
介
入
)

甲
は
、
宗
教
者
に
限
ら
ず
、
公
認
し
た
仲
間
組
織
に
自
律
性
を

幻

伴
う
身
分
的
支
配
権
を
与
え
る
こ
と
と
対
応
し
W
 
乙
は
紛
争
解
決

の

に
お
け
る
内
済
優
先
の
原
則
に
類
似
し
て
い
る
と
一
言
え
よ
う
ゞ
そ

し
て
、
こ
の
二
つ
の
原
則
が
紛
争
に
関
わ
っ
た
各
集
団
に
意
識
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
甲
・
乙
の
原
則
の

関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各
当
事
者
の

間
に
飢
語
が
あ
っ
た
。

す
で
に
検
討
し
た
西
本
願
寺
の
『
興
復
記
』
の
出
版
へ
の
当
初

の
対
応
に
つ
い
て
言
え
ば
、
甲
の
原
則
が
乙
の
原
則
に
よ
り
脅
か

さ
れ
て
い
る
と
い
う
受
け
止
め
方
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
甲
を
優

先
的
な
原
則
と
し
て
解
釈
し
、
乙
の
原
則
は
甲
に
支
障
の
な
い
限

り
認
め
ら
れ
る
か
、
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
立
場
と

な
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
本
山
に
よ
る
教
学
統
制
権
を
侵
害
す
る
論

争
書
の
出
版
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。

京
都
町
奉
行
所
は
、
こ
の
西
本
願
寺
の
意
向
を
聞
い
た
後
、
著

述
の
出
版
に
当
た
っ
て
の
事
前
検
閲
を
他
派
に
要
請
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
一
度
は
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
対
応
し
た
訳
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
屋
仲
間
の
訴
え
や
他
派
へ
の
照
会
の
後
は
、
こ
の
方

針
を
撤
回
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
西
本
願
寺
の
解

釈
は
、
争
論
の
吟
味
を
通
じ
否
定
さ
れ
た
と
一
言
え
よ
う
。

一
方
、
『
帰
命
本
願
訣
』
の
刊
行
後
讃
岐
の
高
松
藩
は
そ
の
主

張
の
正
し
さ
を
腎
、
『
願
生
帰
命
弁
』
の
使
用
停
止
を
命
じ
て
い

の
る
g
そ
の
判
断
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

今
後
の
検
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
結
果
か
ら
だ
け
判
断

す
る
な
ら
ば
、
高
松
藩
は
甲
・
乙
の
原
則
と
も
に
依
拠
し
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
明
和
年
間
以
来
の
領
内
に
お
け
る

対
立
状
況
を
考
慮
し
て
の
措
置
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
領
主
に

よ
っ
て
対
応
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
甲
・
乙
と
も
に
絶
対
的

な
原
則
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
言
え
よ
う
。
幕
府
の
場
合

も
、
あ
く
ま
で
争
論
解
決
に
あ
た
っ
て
の
相
対
的
な
原
則
で
あ
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
や
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
禁
圧
、

あ
る
い
は
三
業
惑
乱
の
裁
定
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
終
的

に
は
宗
意
の
正
邪
判
定
に
対
す
る
権
限
を
幕
府
は
保
持
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
西
本
願
寺
の
甲
・
乙
の
原
則
に
対
す
る
解
釈
は
結
果
的

に
否
定
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
一
方
、
勝
訴
し
た
本
屋
仲
問
の
解

釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
書
肆
が
書
物
の
出
版
を
仲
間
に
申
請

し
行
事
の
検
査
を
経
て
公
儀
が
こ
れ
を
許
可
し
て
い
る
と
い
う
事

実
を
前
提
に
、
^
^
仲
間
は
こ
の
問
題
に
対
応
し
て
い
た
。
仲
間

の
承
認
を
経
て
公
儀
が
出
版
を
許
可
し
た
書
物
を
、
外
部
の
者
が

勝
手
に
絶
版
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
方
銑
で
一
貫
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
西
本
願
寺
が
東
派
の
僧
侶
が
著
し

た
書
物
の
板
木
を
没
収
し
た
こ
と
に
疑
義
を
呈
し
、
出
版
前
の
事

前
検
閲
に
つ
い
て
も
、
む
し
ろ
西
派
以
外
の
本
山
の
統
制
権
を
侵

害
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
拒
否
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
本
屋
仲
間
が
甲
の
原
則
を
意
識
し
つ
つ
、

(
4
)
本
屋
仲
間
の
対
応
と
そ
の
意
義

各
本
山
の
教
学
統
制
は
あ
く
ま
で
派
内
に
し
か
及
ば
な
い
と
す
る

解
釈
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
乙
の
原
則
は
、
宗
派

問
の
論
争
は
出
版
書
の
応
答
を
通
じ
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
町
奉
行
所
の
吟
味
に
対
す
る
回
答
の
中
で
本
屋
仲
間
の
方
が

明
確
に
表
明
し
て
い
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
西
本
願

寺
が
甲
原
則
を
前
提
に
自
派
の
教
学
統
制
権
を
他
派
の
僧
侶
の
著

述
に
ま
で
拡
大
し
て
適
用
し
た
の
に
対
し
、
本
屋
仲
間
は
甲
原
則

の
及
ぶ
範
囲
を
限
定
し
、
乙
原
則
と
両
立
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
吟
味
の
結
果
本
屋
仲
間
の
解
釈
を
公
儀
も
採
用
し
た

の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
事
件
を
通
じ
て
、
書
籍
の
蔵
版
者

及
び
販
売
者
と
し
て
の
書
肆
の
権
利
や
本
屋
仲
間
の
自
律
性
は

い
ち
お
う
守
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
一
方
で
事
件
の
経
緯
や
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
書
肆

に
よ
る
論
争
書
出
版
の
「
自
由
」
に
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
本
屋
仲
間
も
甲
原

則
を
前
提
と
す
る
以
上
、
教
団
が
自
派
に
属
す
る
僧
侶
の
著
述
に

統
制
を
加
え
る
の
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
実

際
、
三
業
惑
乱
の
騒
動
中
に
は
功
存
を
批
判
し
た
大
瀛
の
『
横
超

D

直
道
金
剛
鉾
』
が
絶
版
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
し
0
、
惑
乱
後
は
逆

の

に
『
願
生
帰
命
弁
』
な
ど
が
絶
版
に
な
っ
て
い
る
g
 
自
派
僧
侶
に
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対
す
る
身
分
的
統
制
権
は
そ
の
著
述
に
も
及
び
q
 
書
肆
が
持
つ
版

権
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
『
興
復
記
』
の
版
元
の
銭
屋
佐
兵
衛
が
当
初
の
回
答
と
異

な
っ
て
、
い
っ
た
ん
西
本
願
寺
の
圧
力
に
屈
し
た
背
景
に
は
、
浄
士

)し

真
宗
関
係
の
書
物
を
多
く
扱
う
書
肆
と
し
て
、
本
山
と
の
関
係
悪

D

化
を
回
避
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
も
想
定
さ
れ
る
0
。

そ
し
て
、
こ
の
点
は
本
屋
仲
間
と
し
て
も
懸
念
し
て
い
た
こ
と
で

あ
り
、
京
都
町
奉
行
所
に
よ
る
吟
味
へ
の
返
答
書
作
成
に
あ
た
っ

て
は
、
次
の
よ
う
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
た
。

惣
仲
間
別
而
聖
教
物
御
取
扱
之
方
障
り
二
も
可
相
成
候
へ
者
、

此
度
大
事
之
場
二
候
間
、
カ
ヲ
入
返
答
書
申
上
ル
ガ
宜
、
万

一
事
六
ケ
敷
相
成
、
雑
用
多
入
候
節
<
聖
教
物
板
賃
受
納

之
方
江
助
力
相
頼
候
而
も
可
然
義
、
何
分
此
度
之
処
力
を
入

励

返
答
申
上
候
儀
一
決
仕
候
。

右
の
記
載
に
よ
り
、
「
聖
教
物
」
を
取
り
扱
う
構
成
員
の
支
障
と

な
ら
な
い
よ
う
慎
重
に
返
答
書
を
作
成
す
る
が
、
万
一
訴
訟
が
う

ま
く
運
ば
ず
費
用
が
か
さ
ん
だ
場
合
に
は
、
西
本
願
寺
蔵
版
の
書

物
(
『
真
宗
法
要
』
)
の
摺
り
上
げ
を
担
当
し
、
同
寺
か
ら
板
賃
を

取
得
し
て
い
た
書
肆
に
費
用
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
真
宗
法
要
』
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
西
本
願

幻

寺
の
蔵
版
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
印
刷
と
販
売
は
特
定
の
書
肆
が

田

担
当
す
る
こ
と
で
決
着
し
て
い
た
た
め
0
、
今
回
の
争
論
で
は
、
本

屋
仲
間
と
し
て
訴
訟
を
通
じ
て
獲
得
し
た
権
利
の
受
益
者
で
あ
る

彼
ら
に
助
力
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

右
に
見
て
き
た
こ
と
は
、
一
書
肆
と
し
て
も
、
本
屋
仲
間
と
し

て
も
、
西
本
願
寺
は
そ
の
門
末
ま
で
含
め
れ
ば
、
「
大
口
顧
客
」
と

し
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
介
入
を
許
す
素
地
に
な
っ
て
い

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

す
で
に
『
興
復
記
』
出
版
差
し
止
め
事
件
の
経
緯
と
と
も
に
意

義
に
つ
い
て
も
述
べ
た
の
で
、
最
後
に
あ
え
て
ま
と
め
る
こ
と
は

せ
ず
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
は
浄
士
真
宗
の
東
派
と
西
派
の
間
の
論
争
を
取

り
扱
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
近
世
に
お
け
る
諸
教
・
諸
宗
派
間
の

関
係
を
考
察
す
る
に
は
、
仏
教
の
場
合
で
も
諸
宗
間
の
論
争
書
や
、

さ
ら
に
は
仏
・
儒
、
仏
・
神
、
儒
・
神
と
い
っ
た
諸
教
間
の
論
争

書
の
出
版
に
か
か
わ
る
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
仏
教
と

神
道
の
間
の
論
争
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
い
ず
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れ
に
せ
よ
、
公
儀
に
よ
る
争
論
吟
味
の
指
針
で
あ
る
諸
原
則
の
具

体
的
な
適
用
例
を
よ
り
多
く
収
集
し
、
本
稿
の
事
例
で
判
明
し
た

こ
と
が
ど
の
程
度
一
般
化
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て

い
き
た
い
。

そ
し
て
こ
の
点
と
も
関
連
す
る
が
、
第
二
章
で
指
摘
し
た
甲
原

則
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
仏
教
諸
宗
派
間
に
お
け
る
他
宗
の
誹

の

誘
、
自
讃
穀
他
の
禁
止
と
い
う
公
儀
の
法
の
問
題
が
あ
る
。
。
こ
れ

を
仮
に
丙
原
則
と
す
る
と
、
甲
は
丙
原
則
を
伴
う
こ
と
で
諸
教

.

諸
宗
派
の
共
存
を
十
全
と
す
る
原
則
の
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に

「
誹
誇
」
に
近
い
場
合
も
含
め
て
論
争
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

はた
。
甲
・
乙
・
丙
の
原
則
が
論
争
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
意
識

さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
公
儀
に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
う
運
用
さ

れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
た
具
体
的
な
事
例

に
即
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
事
例
で

も
、
幕
府
と
高
松
藩
と
で
は
対
応
が
異
な
っ
て
お
り
、
矛
盾
す
る

側
面
を
も
つ
諸
原
則
の
運
用
は
多
様
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
三
業
惑
乱
と
本
事
件
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『
興

復
記
』
出
版
の
背
景
と
な
っ
た
讃
岐
の
地
域
的
状
況
に
つ
い
て
、

詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ

う
に
、
三
業
帰
命
説
が
波
乱
の
要
因
と
な
っ
て
い
く
背
景
に
は
、

個
々
の
地
域
に
お
け
る
僧
侶
間
の
教
義
を
め
ぐ
る
論
争
や
門
徒
の

信
仰
の
動
向
な
ど
、
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
争
の
思

想
史
的
分
析
を
含
め
て
、
地
域
的
な
状
況
と
全
国
的
な
動
向
と
の

関
連
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
三
業
惑
乱
の
全
体
像
や
意
義
に
つ
い

て
再
検
討
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】文

笈
堂
蔵
版
龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
(
請
求
記
号
一
七
五
・
一
三

W
)
を
参
照
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
著
者
の
実
名
は
宝
厳
で
あ

る
。玄

智
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
巻
四
天
明
四
年
四
月
条
、
『
真
宗

全
聿
白
』
九
四
頁
。
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
は
玄
智
に
よ
る
本
願
寺

の
通
史
。
天
明
四
年
(
一
七
八
四
)
か
ら
八
年
間
か
け
て
編
纂
さ

れ
た
。
妻
木
直
良
編
『
真
宗
全
書
』
六
八
(
一
九
一
四
年
刊
)
に

所
収
。
以
下
、
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
は
『
通
紀
』
と
略
称
し
、

依
拠
し
た
箇
所
を
示
す
場
合
は
『
真
宗
全
書
』
の
頁
数
を
示
す
。

三
業
惑
乱
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
(
龍
谷

大
学
出
版
部
、
一
九
三
九
)
、
『
本
願
寺
史
』
第
二
巻
(
浄
士
真
宗

本
願
寺
派
宗
務
所
、
一
九
六
八
年
)
等
を
参
照
。

以
下
、
東
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
教
団
(
浄
士
真
宗
大
谷
派
)
を

東
派
、
西
本
願
寺
を
本
山
と
す
る
教
団
(
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
)
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を
西
派
と
略
称
す
る
。

前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
な
ど
。

史
料
に
よ
っ
て
、
「
書
林
仲
間
」
、
「
本
屋
仲
間
」
と
表
記
に
違
い

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
本
屋
仲
間
と
表
記
す
る
。

『
通
紀
』
九
四
S
九
六
頁
。

前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
。
お
も
に
『
通
紀
』
と
学
林
の
記

録
で
あ
る
「
学
畳
万
検
雑
憤
」
(
『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』
史

料
編
第
一
巻
所
収
、
龍
谷
大
学
、
一
九
八
七
年
)
に
依
拠
し
経
緯

に
つ
い
て
の
み
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
「
学
讐
万
検

雑
憤
」
に
拠
る
場
合
は
「
万
検
」
と
略
記
し
、
『
龍
谷
大
学
三
百

五
十
年
史
』
史
料
編
第
一
巻
の
頁
数
を
示
す
。

『
興
復
記
』
の
著
者
宝
厳
の
東
派
に
お
け
る
地
位
や
教
学
的
立
場

に
つ
い
て
は
、
桑
谷
観
宇
ヨ
棄
惑
乱
史
上
に
於
け
る
宝
厳
の
地

位
と
講
師
深
励
の
苦
闘
」
(
『
大
谷
学
報
』
一
七
・
ニ
、
一
九
三
六

年
)
、
大
原
性
実
「
宝
厳
の
信
願
論
」
(
『
顕
真
学
報
』
一
七
、
一

九
三
六
年
)
、
松
谷
了
玄
「
大
谷
派
に
於
け
る
異
安
心
調
理
の
方

法
」
(
『
真
宗
研
究
』
三
、
一
九
五
七
年
)
に
言
及
が
あ
る
。
特
に

桑
谷
は
、
東
派
の
宝
厳
の
著
述
が
西
派
に
与
え
た
衝
撃
に
つ
い
て

東
派
内
の
僧
侶
間
の
関
係
を
踏
ま
え
て
触
れ
る
が
、
本
事
件
を
後

述
す
る
宗
派
間
の
秩
序
を
窺
う
素
材
と
し
て
は
扱
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
大
麟
と
興
正
寺
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
北
岑
大
至
「
大

麟
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
成
立
の
一
考
察
」
(
『
龍
谷
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
紀
要
』
二
九
二
0
0
七
年
)
、
同
「
近
世
興
正
寺

教
学
の
一
考
察
1
大
麟
『
真
宗
安
心
正
偽
編
』
を
手
が
か
り
と
し

て
1
」
(
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
六
巻
二
号
、
二
0
0
八
年
)

が
考
察
し
て
い
る
。

龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
(
0
ニ
ニ
・
一
三
五
・
一
)
。
史
料
名
に
「
興

復
記
一
件
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
は
西
本
願
寺
と
京
都
本
屋
仲
間

と
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
群
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
興
復

記
一
件
」
に
つ
い
て
は
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
京
都
本
屋
仲

間
が
京
都
町
奉
行
所
に
提
出
し
た
文
書
な
ど
を
収
録
し
て
い
る
。

以
下
、
本
史
料
に
よ
る
場
合
は
「
一
件
」
と
略
記
し
、
収
録
の
文

書
名
等
を
示
す
。

「
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
対
立
と
共
存
」
、
同
『
近
世
宗
教
社
会
論
』

全
口
川
弘
文
館
、
二
0
0
八
年
、
初
出
二
0
0
五
年
)
に
所
収
。

「
就
御
尋
口
上
書
」
天
明
六
年
六
月
、
堺
屋
佐
兵
衛
ほ
か
↓
御
奉

行
(
「
一
件
」
)
。

『
通
紀
』
九
四
頁
。

玄
智
『
真
宗
安
心
異
靜
紀
事
』
(
前
掲
『
真
宗
全
書
』
六
八
に
所

収
)
四
0
八
S
九
頁
。
以
下
、
『
真
宗
安
心
異
靜
紀
事
』
に
つ
い

て
は
、
以
下
『
異
靜
』
と
略
記
し
、
『
真
宗
全
書
』
の
頁
数
を
示

す
。『

異
靜
』
四
0
九
頁
。

「
万
検
」
一
七
三
頁
。

(9) (8)(フ)

( 16)(15)

(6)(5)

(14)(13) (12) aD ao)
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宝
厳
『
快
膜
篇
』
(
寛
政
二
年
刊
、
玉
川
大
学
図
書
館
蔵
)
に
は
、

「
人
ヲ
モ
テ
撰
者
ヲ
尋
ネ
シ
ム
ル
ニ
、
書
肆
モ
予
力
志
ヲ
貴
テ
予

力
名
ヲ
ア
ラ
ハ
サ
ス
、
詐
テ
撰
者
ハ
ス
テ
ニ
死
去
ス
ト
イ
フ
」
(
四

丁
オ
)
と
あ
る
。
ま
た
、
「
万
検
」
一
七
三
頁
を
参
照
。

「
万
検
」
一
七
三
S
四
頁
。

「
万
検
」
同
前
。

『
異
靜
』
四
0
九
頁
。

『
異
靜
』
(
四
0
九
頁
)
は
永
田
調
兵
衛
に
つ
い
て
「
本
山
書
賣
」

と
記
す
。
「
一
件
」

「
本
願
寺
江
立
入
候
仲
ケ
間
之
者
」
と

こ
よ
、

表
現
さ
れ
る
。
開
始
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
永
田
は
西
本
願
寺

蔵
版
の
書
籍
の
販
売
を
担
当
し
て
い
る
(
蒔
田
稲
城
『
京
阪
書
籍

商
史
』
高
尾
書
店
、
一
九
六
八
年
、
一
一
四
頁
)
。
な
お
、
西
本

願
寺
と
永
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
万
波
寿
子
氏
の
ご
教
示
を
得

た
。
万
波
寿
子
「
西
本
願
寺
御
蔵
版
の
小
本
化
」
(
『
書
物
・
出
版

と
社
会
変
容
』
七
、
二
0
0
九
年
)
を
参
照
の
こ
と
。

『
通
紀
』
は
「
五
月
某
日
」
の
こ
と
と
す
る
(
九
四
頁
)
。
ま
た
、

22

「
万
検
」
(
一
七
四
頁
)
は
六
月
二
日
付
の
納
本
に
当
た
っ
て
の

口
上
書
を
記
載
し
て
い
る
。

⑳
「
就
御
尋
口
上
晝
銭
屋
佐
兵
衛
ほ
か
三
名
↓
御
奉
行
様
(
「
一
件
」
)
。

「
万
検
」
一
七
五
S
六
頁
。

4

「
万
検
」
一
七
六
S
七
頁
。

『
異
靜
』
(
四
0
九
旦

こ
よ
、

62

秋
田
蔵
人
を
「
町
役
」
と
記
し
て

い
る
の
に
拠
る
が
、
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
全
六
0
頁
)
は
坊

官
と
し
て
い
る
。

「
万
検
」
一
七
六
頁
。

前
掲
「
就
御
尋
口
上
書
」
(
「
一
件
」
)

0

『
異
靜
』
(
四
0
九
頁
)
は
、
板
木
を
納
め
る
こ
と
を
行
事
は
制
止

し
た
が
、
銭
屋
は
従
わ
な
か
っ
た
と
す
る
。

「
一
件
」
の
六
月
十
五
日
の
寄
合
記
事
を
参
照
。

『
異
靜
』
四
0
九
頁
。

「
就
御
尋
口
上
書
」
天
明
七
年
七
月
四
貝
本
屋
行
事
出
雲
寺
文

次
郎
・
同
伏
見
屋
藤
右
衛
門
↓
御
奉
行
様
(
「
一
件
」
)
。

「
口
上
」
未
七
月
六
日
、
出
雲
寺
文
次
郎
・
林
宗
兵
衛
↓
御
奉
行

様
(
「
一
件
」
)

0

七
月
廿
七
日
に
行
事
二
人
が
呼
び
出
さ
れ
た
際
の
記
事
を
参
照

(
「
一
件
」
)
。

「
一
件
」
。

『
通
紀
』
九
五
頁
。

「
一
札
」
天
明
七
年
未
十
二
且
銭
屋
佐
兵
衛
↓
本
屋
行
事
中
(
「
一

件
」
)

0

『
通
紀
』
九
五
S
九
六
頁
、
及
び
『
異
靜
』
四
0
九
S
四
一
 
0
頁
。

『
通
紀
』
九
八
真
『
帰
命
本
願
訣
』
(
筆
者
架
蔵
本
)
三
十
二
丁

オ
。
宝
厳
の
こ
の
行
為
の
背
景
に
、
寂
定
院
慧
敞
や
法
幢
坊
慧
峨

の
後
ろ
盾
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
通
紀
』
及
び
桑
谷
前

(2D (2の(19)(1幻

69)(38)(37)G6)G5)

(17)

(34) G3) G2) GD Gの (29)(28)(27)
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掲
論
文
を
参
照
。

「
万
検
」
二
0
五
頁
。

『
通
紀
』
九
九
頁
。

前
掲
『
京
阪
書
籍
商
史
』
三
四
頁
を
参
照
。

『
帰
命
本
願
訣
』
の
刊
記
を
参
照
。

『
通
紀
』
九
九
頁
及
び
『
異
靜
』
四
一
一
頁
。

「
万
検
」
二
0
五
頁
。

桑
谷
前
掲
論
文
、
『
龍
谷
大
学
二
百
年
史
』
な
ど
を
参
照
。

『
異
靜
』
四
ご
貢
。

「
万
検
」
二
二
五
頁
。

玉
川
大
学
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

『
拝
謬
翼
宗
編
』
上
巻
三
丁
(
金
沢
大
学
附
属
図
書
館
暁
烏
文

庫
蔵
)
。

森
章
司
「
近
世
に
お
け
る
真
宗
教
団
1
異
安
心
と
妙
好
人
1
」
(
大

倉
精
神
文
化
研
究
所
編
『
近
世
の
精
神
生
活
』
続
群
書
類
従
刊
行

会
、
一
九
九
六
年
)
。

『
異
靜
』
四
三
頁
に
は
、
「
先
年
西
門
下
僧
。
作
"
書
破
一
当
門
越

後
判
牒
。
当
門
下
又
作
、
弾
文
"
之
。
写
刻
難
異
。
其
理
維

同
。
唯
有
弘
伝
広
狭
之
差
爾
。
今
亦
同
"
之
。
西
門
作
、
容
書

而
可
矣
。
」
と
あ
る
。

前
掲
『
挟
膜
篇
』
(
四
丁
オ
)
に
は
「
撰
号
ヲ
変
シ
テ
名
聞
ヲ
モ

ト
メ
ス
」
と
あ
る
。

前
掲
の
大
原
・
桑
谷
・
松
禽
文
を
参
照
。
尤
も
、
桑
谷
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
学
寮
内
の
支
援
者
が
い
た
た
め
、
「
詰
難
聿
目
」
に

対
す
る
返
答
は
学
寮
に
送
る
よ
う
に
功
存
に
宛
て
た
書
簡
の
奥
書

に
記
し
て
い
た
(
『
快
膜
篇
』
六
丁
オ
)
。

金
沢
大
学
附
属
図
書
館
暁
烏
文
庫
所
蔵
本
に
よ
る
。

こ
の
段
落
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
北
岑
大
至
「
大
麟
『
真

宗
安
心
正
偽
編
』
成
立
の
一
考
察
」
を
参
照
。
な
お
、
こ
う
し
た

讃
岐
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
神
祇
礼
拝
を
め
ぐ
る
論
争
の

検
討
を
中
心
に
し
た
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。

『
帰
命
本
願
訣
』
三
十
一
丁
オ

前
掲
『
京
阪
書
籍
商
史
』
一
 
0
九
頁
、
浅
井
了
宗
「
本
願
寺
派
に

お
け
る
聖
教
出
版
の
問
題
」
(
『
龍
谷
史
壇
』
四
四
、
一
九
五
九
年
)
、

「
史
料
紹
介
真
宗
法
要
開
版
始
末
」
(
『
教
学
研
究
所
紀
要
』
一

Q
 
二
0
0
 
一
年
)
、
前
掲
万
波
論
文
等
を
参
照
。

引
野
亨
輔
「
真
{
霞
義
本
の
出
版
と
近
世
的
宗
派
意
識
」
(
同
『
近

世
宗
教
世
界
に
お
け
る
普
遍
と
特
殊
』
法
蔵
館
、
二
0
0
七
年
、

初
出
二
0
0
 
一
年
)
を
参
照
。

前
掲
北
岑
論
文
を
参
照
。

「
万
検
」
一
七
四
頁

『
異
靜
』
四
一
一
頁

『
異
靜
』
四
ご
貢

『
異
靜
』
四
ご
貢

63) 62) (5D 60)(49)(48)(47)(46)(45)(44)(43)(42)(4D (4の

(64)(63)(62)(6D (60) (59) (58)(57) 66)(55) 64)
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『
通
紀
』
や
『
異
靜
』
の
編
者
で
あ
る
玄
智
は
西
派
の
僧
侶
で
あ

る
が
、
功
存
を
中
心
と
す
る
学
林
に
対
し
批
判
的
で
あ
り
、
ま
た

書
肆
の
事
情
に
も
よ
く
通
じ
て
い
た
。

引
野
亨
輔
「
異
安
心
事
件
と
近
世
的
宗
派
意
識
」
(
引
野
前
掲
書

所
収
)
、
拙
稿
「
旅
僧
と
異
端
信
仰
」
(
『
社
会
文
化
論
集
』
三
、

二
0
0
六
年
)
を
参
照
。

澤
前
掲
論
文
を
参
照
。

塚
田
孝
「
近
世
の
身
分
制
支
配
と
身
分
」
(
同
『
近
世
日
本
身
分

制
の
研
究
』
兵
庫
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
八
七
午
初
出
一
九

八
五
年
)
な
ど
を
参
照
。

水
林
彪
「
近
世
的
秩
序
と
規
範
意
識
」
(
相
良
亨
ほ
か
編
『
講
座

日
本
愚
三
秩
序
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
)
な
ど

を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
、
論
争
の
場
合
、
内
済
の
よ
う
に
仲
介
者
の

調
停
は
な
く
、
玄
智
が
「
古
来
真
俗
及
自
他
弁
論
往
復
之
晝
梓

行
甚
多
。
争
、
閑
気
、
費
紙
墨
。
勢
尽
方
罷
。
」
(
『
通
紀
』
九
五

頁
)
と
言
う
よ
う
に
、
自
然
と
応
酬
の
止
む
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

『
通
紀
』
(
九
九
頁
)
に
「
讃
州
高
松
府
官
司
。
閲
、
本
願
訣
。
以

為
、
一
正
義
。
厳
制
、
、
一
領
下
宗
徒
用
、
帰
命
弁
一
云
。
」
と
あ
る
の
に
拠

る
。前

掲
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
二
六
八
頁
を
参
照
。
享
和
元
年
に

刊
行
さ
れ
た
同
書
は
、
学
林
の
願
い
を
受
け
た
本
山
の
依
頼
に
よ

り
、
京
都
町
奉
行
所
よ
り
書
肆
に
販
売
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
年
史
』
二
九
八
頁
を
参
照
。

西
派
で
は
三
業
惑
乱
後
派
内
の
僧
侶
は
本
山
の
許
可
な
し
に
著

述
は
板
行
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
た
(
前
掲
『
龍
谷
大
学
三
百
年

史
』
二
九
八
頁
を
参
照
)
。
ま
た
、
門
徒
に
対
す
る
統
制
も
強
ま

り
、
「
俗
人
聖
教
御
拝
見
停
止
」
と
い
う
措
置
が
執
ら
れ
た
(
澤

博
勝
「
近
世
後
期
の
民
衆
と
仏
教
愚
1
真
宗
教
団
の
教
学
論
争

会
棄
惑
乱
>
の
構
造
分
析
を
通
じ
て
1
」
、
澤
前
掲
書
に
所
収
)
。

尤
も
、
後
者
の
統
制
の
実
効
性
は
疑
わ
し
い
。

『
興
復
記
』
、
『
挟
膜
篇
』
の
ほ
か
、
『
念
仏
行
者
十
用
心
』
(
明
和

九
年
刊
)
、
『
児
僧
手
引
唱
導
選
』
(
天
明
五
年
刊
)
、
貫
宗
行
者

掟
目
弁
』
(
天
明
七
年
刊
)
な
ど
の
浄
士
真
宗
関
係
の
書
物
の
出

版
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
刊
行
書
全
体
の
傾
向
は

末
詳
で
あ
る
。

「
一
件
」
の
天
明
七
年
七
月
の
顛
末
を
記
し
た
後
の
記
事
に
拠
る
。

前
掲
の
『
京
阪
書
籍
商
史
』
及
び
浅
井
論
文
を
参
照
。

幕
府
法
令
と
し
て
は
、
日
蓮
宗
に
即
し
た
寛
文
三
年
の
も
の
が
あ

る
(
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
三
七
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四

年
)
。

【
付
記
】

本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
倉
)
「
日

本
近
世
に
お
け
る
宗
教
論
争
の
地
域
的
構
造
に
関
す
る
研
究
」
(
課

(7D (70) (69) (68)(67) (66) (65)

(フフ)(76)(75) (74) (73)(72)
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題
番
号
三
七
二
0
三
三
己
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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