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神
田
寺
記
念
公
開
講
座
「書
物
と
日
本
仏
教
」
第

四

回

(
ニ
〇
〇
三
年
四
月
二
十
五
日
)

天

海

蔵

に

つ

い

て

―

日

光

天

海

蔵

を

中

心

に

―

菅原
信海

た
だ
い
ま
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
菅
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
過
分
な
ご
紹
介
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て
、
大
変
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。 

本
日
は
、
歴
史
あ
る
斯
道
文
庫
、
そ
し
て
ま
た
神
田
寺
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
友
松
円

諦

先

生

の

縁

故

の

寺

が

主

催

さ

れ

ま

す

「
書
物
と 

日
本
仏
教
」

と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
、
本
日
招
か
れ
ま
し
て
、
お
話
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
主
催
者
の
皆
様
方
の
ご
配 

慮
に
篤
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

私

、
日
光
に
住
ん
で
お
り
ま
し
て
、
日
光
山
輪
王
寺
の
宝
物
殿
の
館
長
を
仰
せ
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
が
、
何
か
調
べ
た
い
と
い
う
ょ
う 

な
と
き
が
あ
り
ま
し
て
も
、
東
京
ま
で
出
て
来
る
の
が
大
変
で
、
き
ょ
う
お
話
し
す
る
中
に
も
、
調
査
の
不
十
分
な
点
が
あ
ろ
う
か
と
思 

い
ま
す
。
そ
の
点
は
何
卒
お
許
し
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

本

日

、

テ

ー

マ

に

掲

げ

ま

し

た

「
天
海
蔵
」

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
天
海
と
い
う
江
戸
時
代
の
初
期
の
高
僧
の
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で



も
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
師
号
を
も
ら
い
ま
し
て
慈
眼
大
師
天
海
と
申
し
ま
す
が
、

い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
の
初
期
、
徳
川
家
康
、
そ
れ
か 

ら
、

ニ
代
将
軍
の
秀
忠
、
三
代
将
軍
の
家
光
と
三
代
に
仕
え
ま
し
て
、
幕
府
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
活
躍
し
た
僧
で
す
。

天
海
は
敷
山
の
南
光
坊
の
住
職
に
な
り
、
更
に
関
東
に
お
き
ま
し
て
は
、
川
越
の
喜
多
院
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
日
光
の
、
そ
の
当
時
の 

光
明
院
の
住
職
に
な
り
ま
し
た
。
輪
王
寺
と
い
う
称
号
は
、
天
海
の
ニ
代
あ
と
に
、
法
親
王
宮
で
守
澄
法
親
王
と
い
う
、
後
水
尾
天
皇
の 

皇
子
で
す
が
、
そ
の
方
が
住
職
に
な
っ
て
か
ら
、
輪
王
寺
宮
と
い
う
宮
号
が
勅
許
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
輪
王
寺
と
い
う
寺
号
が 

生
ま
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
江
戸
の
初
期
の
頃
は
光
明
院
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
光
明
院
の
住
職
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
家 

康
の
バ
ッ
ク
が
あ
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
天
海
は
、
敦
山
、
そ
れ
か
ら
日
光
へ
来
た
の
で
す
。
日
光
と
上
野
と
は
、
 

本
来
一
緒
な
ん
で
す
。
住
職
の
法
親
王
宮
が
日
光
の
門
主
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
普
段
は
江
戸
に
お
住
ま
い
で
す
。
そ
れ
が
上
野
で
す
。 

上
野
も
同
じ
く
輪
王
寺
と
い
う
寺
号
を
持
っ
て
い
ま
し
て
、
後
に
寛
永
寺
が
で
き
ま
す
の
で
、
寛
、$

と
い
、̂

#
号
の
ほ
う
が
有
名
に
な
っ 

て
し
ま
い
ま
す
。
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
の
あ
る
場
所
が
、
法
親
王
宮
の
本
坊
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
博
物
館
に
行
か
れ
、
裏 

手
の
庭
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
あ
そ
こ
に
今
で
も
日
本
庭
園
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
か
つ
て
の
江
戸
時
代
の
輪
王
寺
宮
の 

本
坊
の
庭
園
跡
で
す
。
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
天
海
の
、
簡

単

に

い

え

ば

コ

レ

ク

シ

ョ

ン

が

「
天
海
蔵
」
と
い
う
名 

前
で
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

「
天
海
蔵
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
定
義
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
天
海
蔵
と
い
う
の 

は
ニ
つ
意
味
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

一
つ
は
、
慈
眼
大
師
天
海
の
蔵
書
を
集
め
た
経
蔵
で
す
。
現
在
で
も
そ
の
建
物
が
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
天
海
蔵
と
称
す
る
。 

そ

う

い

う
使
い
方
が
、

一
つ
あ

る

と

思

う
の
で
す
。



も
う
一
つ
は
、
天
海
の
集
め
た
本
。

い
わ
ゆ
る
経
蔵
の
中
の
蔵
書
で
す
。

こ
れ
を
指
す
場
合
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
天
海
蔵
と
い
う
場 

合
に
は
建
物
を
指
す
場
合
も
あ
る
し
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
蔵
書
を
指
す
場
合
と
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
厳
し
く
峻
別
し 

て
お
り
ま
せ
ん
で
、
そ
の
と
き
の
前
後
閨
係
で
、

こ
れ
は
建
物
で
、

こ
れ
は
書
物
だ
と
い
う

ょ

う

に
判
断
し
て
お
り
ま
す
。

な

ぜ

「
天
海
蔵
」
と
い
う
名
前
が
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
来
は
、
「
慈
眼
堂
経
蔵
」
と

か

「
慈

眼

堂

経

蔵

の

蔵

書

」

と
い 

う
の
が
正
し
い
い
い
方
な
の
で
す
が
、
天
海
蔵
と
い
う
の
は
、
蔵

本

に

「
天
海
蔵
」
と
い
う
判
が
押
し
て
あ
っ
た
り
、
あ

る

い

は

「
天
海 

蔵
」
と
黒
*
日
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
蔵
書
に
つ
き
ま
し
て
、
「
天
海
蔵
」
と

一

括

し

て

い

わ

れ

て

き

て

い

る

、

と
い 

う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

天
海
蔵
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
ま
す
と
、
日
光
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
比
叙
山
に
も
も
ち
ろ
ん
天
海
蔵
の
蔵
書
が
あ
り
ま
す
。
慈 

眼
大
師
の
名
を
と
り
ま
し
た
慈
眼
堂
が
、
数
山
に
も
あ
り
ま
す
。
叙
山
の
慧
日
院
と
い
う
お
寺
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
滋
賀
院
門
跡
の
す
ぐ 

裏
手
の
所
に
あ
り
ま
し
て
、
恐
ら
く
そ
こ
に
天
海
の
収
集
し
た
本
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現
在
敦
山
の
天
海
蔵
書
は
、
殽
山 

文
庫
に
移
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
全
部
で
七
百
七
十
九
部
、
四
千
百
二
十
三
冊
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
内
典
と
外
典
と
に
区
別 

い
た
し
ま
す
と
、
内
典
で
は
六
百
部
、
外
典
で
は
百
七
十
九
部
。
冊
数
に
し
ま
す
と
、
内
典
が
ニ
千
三
百
六
冊
、
外
典
の
ほ
う
が
一
千
八 

百
十
七
#
と
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
天
海
蔵
は
日
光
だ
け
で
は
な
い
、
釵
山
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
日 

光
の
天
海
蔵
の
部
数
は
、
釵

山

文

庫

の

天

海

蔵

の

約

ニ

.
五
倍
の
分
量
が
、
収
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ

う

し
ま
す
と
、
上
野
の
東
釵
山
、

い
わ
ゆ
る
寛
永
寺
に
は
天
海
蔵
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
上
野
の
天
海
蔵
な
る
も 

の
は
、

日
光
と
同
じ
で
す
か
ら
、
な
い
と
い
え
ば
な
い
の
で
す
。
し

か

し

『
東
釵
山
本
坊
文
庫
総
目
録
』
と
い
う
の
が
残
っ
て
お
り
ま
し 

て
、
そ
の
目
録
か
ら
推
察
し
ま
す
と
、

や
は
り
江
戸
期
の
寛
永
寺
の
蔵
書
が
そ
れ
で
わ
か
り
ま
す
が
、
何
か
天
海
蔵
と
思
わ
れ
る
書
物
も



含
ま
れ
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
今
後
の
研
究
で
い
ろ
い
ろ
は
っ
き
り
し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
天
海
蔵
そ
の
も
の
は
上
野
に
は
な 

い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

ニ
、

そ
こ
で
天
海
蔵
の
問
題
を
、
日
光
の
天
海
蔵
に
絞
っ
て
、
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
光
の
天
海
蔵
の
場
所
で
す
妒
、
天

海

が

寛

永

二

十

年

(
一
六
四
三
)
十
月
二
日
に
亡
く
な
り
、
す
ぐ
あ
と
に
日
光
の
大
黒
山
に
、
墓 

を
つ
く
り
ま
す
。

こ
れ
を
慈
眼
堂
と
称
し
ま
す
。
そ
の
慈
眼
堂
の
お
墓
に
向
か
っ
て
右
手
に
経
蔵
が
建
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
も
そ
の
建 

物
は
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

の

建

物

は

慶

安

二

年

(
一
六
四
九
)
に
つ
く
ら
れ
ま
し
て
、
そ
こ
に
天
海
の
収
集
し
た
も
の
が
納
め
ら
れ
て 

い
ま
し
た
。
し
か
し
場
所
が
山
の
中
な
も
の
で
す
か
ら
、
何
か
事
故
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
五
十
八
年
に
宝
物
殿 

の
収
蔵
庫
に
移
動
い
た
し
ま
し
た
。
現
在
の
宝
物
殿
の
建
物
は
、
そ
の
前
の
年
の
昭
和
五
十
七
年
に
完
成
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
天 

海
蔵
の
書
物
を
移
す
に
当
た
り
ま
し
て
、
収
蔵
庫
の
中
の
状
態
が
山
の
中
に
あ
る
経
蔵
と
同
じ
条
件
の
温
度
、
湿
度
を
設
定
し
な
け
れ
ば 

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

一
年
間
、
収
蔵
庫
の
中
の
温
度
、
湿
度
を
調
整
し
ま
し
て
、
そ
れ
が
山
の
中
に
あ
る
経
蔵
と
同
じ
条
件
下
に 

な
っ
た
と
き
、

つ
ま
り
約
一
年
後
に
初
め
て
収
蔵
庫
の
ほ
う
に
移
し
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
日
光
に
あ
る
天
海
蔵
の
書
物
と
い
う
の
は
、
現
在
、
宝
物
殿
の
収
蔵
庫
の
中
に
納
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
天
海 

に

よ

っ

て

発

願

さ

れ

た

〈
天
海
版
〉

一
切
経
印
行
と
い
う
一
大
事
業
が
あ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
我
が
国
で
初
め
て
出
版
さ
れ
た
一
切
経
で 

す

。

こ
れ
も
東
照
宮
に
行
か
れ
ま
す
と
、
陽
明
門
前
の
階
段
の
向
か
っ
て
左
手
に
輪
蔵
、
あ
る
い
は
経
蔵
と
い
う
建
物
が
あ
り
ま
す
。
そ 

の
中
に
納
ま
っ
て
い
ま
す
。
あ
ま
り
気
が
つ
か
な
い
の
で
、
誰

も

日

光

に

は

〈
天
海
版
〉

一
切
経
は
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で



す
が
、
そ
こ
の
経
蔵
の
中
の
ぐ
る
ぐ
る
回
る
い
わ
ゆ
る
輪
蔵
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

上

野

寛

永

寺

の

〈
天
海
版
〉

一
切
経
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
太
平
洋
戦
争
で
焼
け
て
し 

ま
い
ま
し
て
、
現
在
は
紀
州
の
雲
蓋
院
と
い
う
お
寺
の
も
の
を
、
購
入
い
た
し
ま
し
た
。
上

野

で

も

〈
天
海
版
〉

一
切
経
が
揃
っ
て
お
り 

ま
す
。

〈
天
海
版
〉

一
切
経
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
ま
だ
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。

日

光

の

〈
天
海
版
〉

一
切
経
は
、
上

に

も

述

べ

ま

し

た

よ

う 

に
、
東
照
宮
の
境
内
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
輪
王
寺
と
関
係
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
輪
王
寺
蔵
の
一
切
経
と
し
て
、
 

現
存
し
て
お
り
ま
す
。

三
、

さ
て
現
在
、
天
海
蔵
は
ど
ん
な
ふ
う
に
収
納
さ
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
昔
は
恐
ら
く
儉
飩
箱
、
和
書
を
入
れ
る
本
箱
が
あ
り
ま 

す

が

、
そ
う
い
う
本
箱
の
中
に
入
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
は
大
き
な
桐
箱
入
で
す
。
高
さ
が
四
十
五
セ
ン
チ
、
幅
が 

九
十
セ
ン
チ
、
奥
行
き
が
四
十
セ
ン
チ
あ
る
か
な
り
大
き
い
箱
で
す
。

こ
れ
が
九
十
ニ
箱
残
っ
て
お
り
ま
す
。
本
来
は
百
箱
あ
っ
た
と
思 

わ
れ
る
の
で
す
が
、
現
存
す
る
の
は
九
十
ニ
箱
で
す
。
九
十
ニ
箱
の
う
ち
の
四
十
一
箱
ま
で
が
内
典
、

つ
ま
り
仏
典
関
係
で
す
。

四
十
ニ 

箱
以
下
が
外
典
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

天
海
蔵
の
書
物
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
々
か
ら
、
大
変
保
存
状
態
が
い
い
と
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
く
の
で
す
が
、
そ
れ
は
幸
い
に
し 

て
、
虫
食
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
よ
い
状
態
は
、
恐
ら
く
今
ま
で
公
開
し
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
公
開
し 

た
の
も

ご
く
最
近
の
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ほ
と
ん
ど
公
開
し
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
も

一
つ
連
由
が
あ

る

と

思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
も
と
も
と
あ
っ
た
慈
眼
堂
の
経
蔵
の
場
所
が
、
か
な
り
湿
気
が
多
い
土
地
で
あ
り
な
が
ら
、
建
物
の
構
造
上
非
常
に
床



が
高
く
、
乾
燥
し
て
い
る
建
物
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
理
由
で
、
恐
ら
く
本
の
傷
み
も
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ 

れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
山
の
中
で
す
か
ら
鼠
の
害
と
か
、
虫
の
害
が
、
全
く
な
か
っ
た
と
は
い
い
切
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
い
い
状 

態
を
保
つ
べ
く
、
今
も
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
日
光
の
天
海
蔵
に
ど
れ
だ
け
の
書
物
が
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
全
部
で
一
千
九
百
八
部
。
冊
数
に
し
ま
し
て
約
一
万
百
四
冊 

で
す
。

こ

の

中

に

は

〈
高
麗
版
〉

一
切
経
が
六
百
十
四
冊
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

こ

の

〈
高
麗
版
〉

一
切
経
は
、
全
冊
揃
い
で
は
あ
り
ま 

せ
ん
の
で
、
そ
の
一
部
分
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
日
光
の
天
海
蔵
の
内
典
は
何
部
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

一
千
四
百
二
十
九
部
。
外
典
の
ほ
う
は
、
四
百
七
十
九
部
ご
ざ
い 

ま
す
。
日
光
の
天
海
蔵
の
場
合
は
、
国
の
文
化
財
指
定
の
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

一
つ
は
国
宝
で
、

つ

ま

り

『
大
般
涅
槃
経
集
解j

が 

国
宝
指
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
が
十
点
。
重
要
美
術
品
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま 

す
の
が
ニ
点
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
が
大
体
、
日
光
天
海
蔵
の
お
お
ょ
そ
の
分
量
で
す
。

四
、

天
海
蔵
に
収
集
さ
れ
た
典
籍
を
分
類
す
る
と
、
ど
う
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

こ
れ
は
長
澤
規
矩
也
先
生
が
昭
和 

三
十
四
年
に
讀
賣
新
聞
社
の
総
合
調
査
に
参
加
さ
れ
ま
し
て
、
調
査
さ
れ
た
と
き
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
お
話
し
申
し 

上
げ
ま
す
。

日
光
天
海
蔵
の
内
容
は
、
六
つ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。



第
一
番
目
、
天
海
の
霊
前
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
。

こ
れ
は
三
河
の
滝
山
寺
——

岡

崎

の

郊

外

に

あ

る

お

寺

——

よ

り

、

寛

永

二

十

年 

(
一
六
四
三
)
十
月
二
日
、

こ
の
日
は
天
海
の
命
日
に
な
り
ま
す
が
、

こ

の

日

に

『
法
華
経
』
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
恐
ら 

く
亡
く
な
っ
た
そ
の
日
に
、
霊
前
に
奉
納
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
奉
納
の
種
類
の
も
の
、

こ
れ
が
ま
ず
一
つ
で
す
。

二
番
目
に
は
、
天
海
の
所
蔵
書
で
す
。
そ
れ
は
、
大
体
五
つ
に
分
け
ら
れ
ま
し
て
、

一
つ
は
、
若
い
と
き
か
ら
自
分
自
身
の
蔵
書
と
し 

て
持
っ
て
い
た
も
の
。
な
ぜ
そ
れ
が
わ
か
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
天

海

は

「
天
海
」
と
名
を
改
め
る
前
、
随
風
と
名
乗
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

小

さ

い

と

き

の

自

分

の

名

前

の

「
随
風
所
持
本
」
と
い
う
署
名
が
入
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

『
人
天
眼
目
聞
書
』

が

、

そ
の
一
つ 

で
す
。
更
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
「
蝙
蝠
沙
門
随
風
」
と
署
名
の
入
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ

う

い

う

若
い
と
き
の
署
名
が
入
っ
て 

い
れ
ば
、

こ
れ
は
当
然
若
い
と
き
か
ら
持
っ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
一
つ
で
す
。

所
蔵
書
の
第
二
で
す
が
、
そ
れ
は
朝
廷
や
公
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
書
物
。
例
え
ば
、

『
朝
野
群
載
抄
』
と

い

う

の

が

あ

り

ま

す

が

、

こ

―7— 

れ
は
後
陽
成
院
よ
り
賜
っ
た
も
の
。
そ

れ

か

ら

『
蒲
室
集
』
と
い
う
書
物
。

『
蒲
室
集
』
と
い
う
の
は
耳
慣
れ
な
い
本
だ
と
思
い
ま
す
が
、
 

中
国
の
元
時
代
の
臨
済
宗
の
僧
の
詩
文
と
か
語
録
を
集
め
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
天
海
が
要
求
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
是
非 

こ
の
本
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
京
都
の
公
家
中
原
職
忠
に
お
願
い
し
ま
し
て
も
ら
っ
た
本
で
す
。

こ
れ
が
所
蔵
書
の
二
つ
目
に
な
る 

わ
け
で
す
。

所
蔵
書
の
第
三
は
、
日
光
の
山
内
の
各
院
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
本
。

日
光
に
は
、
現
在
は
十
五
ヶ
院
し
か
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
昔
は
ニ 

十
ヶ
院
あ
り
、
そ
の
他
、
坊
は
百
坊
と

い

う

ぐ

ら

い

、
た
く
さ
ん
の
お
寺
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ

う

い

う
お
寺
の
住
僧
か
ら
、
天
海
に
寄 

贈
し
た
本
。
そ
れ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

所
蔵
書
の
第
四
に
な
り
ま
す
が
、
天
海
が
特
に
書
写
を
さ
せ
た
本
。

こ
の
本
を
書
写
し
て
く
れ
と
頼
ん
で
、
そ
し
て
自
分
の
蔵
書
に
し



た

『
除
済
録
抄
』
と

レ

う

の

力

あ

り

ま

す

ガ

そ

れ

か

そ

れ

に

当

た

る

だ

ろ

う

と

思

い

ま

す

。

そ
し
て
最
後
に
、
そ
の
ほ
か
い
ろ

ん

な
宗
派
の
僧
た
ち
、
関
係
の
あ

る

僧
た
ち
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
本
。

こ
れ
が
あ

る

だ

ろ

う

と
思
い
ま 

す

。
そ

れ
ら
が
い

わ

ゆ

る
天
海
の
所
蔵
本
と
し
て
残
っ
た
の
が
、

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
あ

る

の

で

は

な

い
か
、
と

い

う

こ

と

に

な

る
 

わ
け
で
す
。

五
、

構
成
の
三
番
目
に
は
、
ど

う

い

う
本
が
含
ま
れ
る
か

と

い

い

ま

す

と

、東
照
大
権
現
、

つ

ま

り
家
康
公
に
対
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
。 

あ
る
い
は
東
照
宮
に
奉
納
し
た
も
の
。

こ
れ
が
あ
る
だ

ろ

う

と

思

い

ま

す

。

な
ぜ
そ
う
い
う
の
が
わ
か
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

一
つ
例
を
挙
げ
ま
す
が
、

『
大
日
経
疏
』
と
い
う
冊
子
本
が
あ
り
ま
す
。

二
十
冊
あ 

る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
京
都
青
蓮
院
の
尊
純
法
親
王
の
奉
納
と
い
う
こ
と
が
識
語
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
寛

永

九

年

(
一
六
三
ニ
)
に
奉 

納
し
た
と
い
う
識
語
が
あ
り
ま
す
。
奉

納

し

た

『
大
日
経
疏
』
は
、

こ
れ
は
大
変
古
い
も
の
で
、
平
安
朝
の
終
わ
り
の
頃
の
写
本
で
す
が
、
 

そ
れ
を
奉
納
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
東
照
宮
に
対
し
て
奉
納
し
た
も
の
で
す
が
、
や
が
て
天
海
蔵
の
中
に
納
ま
っ
た
と
い
う
、
そ
う
い 

う
来
歴
の
も
の
で
す
。

四
番
目
に
、
天
海
蔵
と
い
う
経
蔵
が
で
き
た
後
に
、
慈
眼
大
師
の
霊
前
、
あ
る
い
は
輪
王
寺
そ
の
も
の
に
対
し
て
奉
納
し
た
、

い
わ
ゆ 

る
寄
進
本
。

こ
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
京
都
の
法
親
王
宮
か
ら
奉
納
に
な
っ
た
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
尊
純
法
親
王 

の
奉
納
は
、
そ
れ
に
類
す
る
ょ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
先

程

申

し

上

げ

た

『
大
日
経
疏
』

は
東
照
宮
に
奉
納
に
な
っ
て
い
る
の 

で
す
が
、
今
度
は
慈
眼
大
師
の
霊
前
に
奉
納
に
な
っ
た
本
。

こ

れ

は

藤

原

惺

窩

の

『
惺
窩
先
生
文
集
』

が
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。



構
成
の
第
五
番
目
。

こ
れ
は
天
海
の
生
前
、
ま
た
は
亡
く
な
っ
た
後
に
、
旧
蔵
書
と
共
に
何
ら
か
の
関
係
で
加
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い 

か
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
実
は
書
籍
目
録
を
調
べ
て
い
き
ま
す
と
、
現
在
の
書
籍
目
録
の
部
数
と
合
わ
な
い
目
録
が
存
在 

し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
恐
ら
く
途
中
で
追
加
さ
れ
て
、
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
追
加
さ
れ
た
も 

の
は
、
慈
眼
大
師
生
前
の
も
の
で
は
な
く
て
、
亡
く
な
っ
た
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

構
成
の
六
番
目
。

こ
れ
は
日
光
山
に
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
。
そ
れ
が
天
海
蔵
に
入
り
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ 

の

一

つ

が

〈
高
麗
版
〉
大
蔵
経
で
す
。

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
す
と
、
天
海
よ
り
も
ず
っ
と
前
、
中
世
の
室
町
の
頃
、
十
五
世
紀 

の
後
半
で
す
が
、
日
光
に
昌
源
と
い
う
権
別
当
が
お
り
ま
し
て
、
昌
源
の
時
代
に
日
光
に
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
や
が
て
天
海
蔵
に
納
ま
っ 

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
は
全
部
で
五
千
四
十
八
巻
あ
る
の
で
す
が
、
日
光
天
海
蔵
の
場
合
は
六
百
十
四
冊
現
存
し
て
お 

り
ま
す
。
高
麗
版
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
す
が
、
海
印
寺
版
の
初
期
の
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
天
海
蔵
の
構
成
と
い
う
の 

は
、
大
体
こ
う
い
う
構
成
で
で
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
長
澤
先
生
の
調
査
報
告
を
土
台
に
し
ま
し
て
、
分
析
し
た
わ
け 

で
ご
ざ
い
ま
す
。

六

、

こ
の
よ
う
に
天
海
蔵
の
書
物
と
い
う
も
の
は
、
仏
典
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
漢
籍
も
あ
る
、
日
本
の
書
物
も
あ
る
と
い
う
の
で
、
非
常 

に
多
様
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と

が

い
え
る
と
思
い
ま
す
。

天
海
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
幅
広
く
書
籍
を
集
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

一
体
そ
れ
は
ど
こ
に
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
 

内
典
は
も
ち
ろ
ん
、
天
台
関
係
の
本
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
宗
の
本



も
非
常
に
多
い
の
で
す
。
臨
済
関
係
の
教
典
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
。

こ
れ
は
想
像
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
臨
済
関
係
の
僧 

と
の
交
流
も
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

と
い
い
ま
す
の
は
、
関
連
す
る
こ
と
で
す
が
、
慈
眼
大
師
の
伝
記
が
、
現
在
三
種
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
作
者
は
誰
か
と
い 

う

と

、
臨
済
宗
花
園
福
寿
院
東
源
な
の
で
す
。
天
台
宗
の
僧
が
書
く
の
が
常
識
と
思
う
の
で
す
か
、
臨
済
の
僧
が
書
い
て
い
る
の
で
す
。 

恐
ら
く
そ
れ
は
天
海
と
の
交
遊
関
係
で
、
天
海
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
臨
済
宗
の
僧
が
、
書
い
た
の
で
あ

ろ

う

と
想
像
さ
れ
る
わ

け
 

で
す
。
し
た
が
っ
て
天
海
蔵
に
は
、
臨
済
宗
の
本
が
か
な
り
入
っ
て
お
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
多
く
の
本
を
集
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
内
典
ば
か
り
で
は
な
く
外
典
も
多
い
。
李
卓
吾
の
本
が
多
い
の
で
す
。
ご
専
門 

の
方
は
、
李
卓
吾
が
ど
う
い
う
思
想
家
か
と
い
う
こ
と
は
、
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
珍
ら
し
い
本
が
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
恐
ら
く 

そ
れ
は
天
海
自
身
が
か
な
り
、
自
分
の
学
殖
を
広
め
る
た
め
に
、
広
く
収
集
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
や
は
り
徳
川
将
軍
の
そ
ば
に
お
り
ま 

し
て
、
将
軍
の
相
談
役
と
し
て
い
ろ
い
ろ
必
要
上
、

こ
う
い
う
本
も
必
要
だ
、
あ
あ
い
う
本
も
必
要
だ
と
い
う
の
で
集
め
た
の
で
は
な
い 

か
と
、
思
わ
れ
る
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
〈
天
海
版
〉

一
切
経
と
い
う
の
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
〈
天
海
版
〉

一
切
経
は
、
天
海
が
生
前
に
こ
れ
を
発
願
し
ま 

し
て
、
天
海
が
亡
く
な
っ
た
後
ま
で
、
そ
の
事
業
は
続
き
ま
す
。
そ
れ
で
よ
う
や
く
完
成
す
る
わ
け
で
す
。
何
か
一
つ
準
備
段
階
と
い
う 

か
、
そ
の
準
備
上
、
か
な
り
手
広
く
収
集
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
想
像
で
す
。
証
拠
が
あ
る
わ 

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
ん
な
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

七
、



次

に

、
日
光
天
海
蔵
の
書
籍
目
録
に
つ
い
て
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
状
況
は
、
ど
う 

い
う
書
籍
目
録
と
合
致
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ

れ

は

大

正

五

年

に

つ

く

ら

れ

た

古

谷

清

氏

の

『
慈
眼
堂
経
蔵
収
納
典
籍
調
書
』
十
四 

冊
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の

索

引

で

あ

る

『
慈

眼

堂

経

蔵

収

納

典

籍

調

書

書

名

五

十

音

分

索

引

』

一
冊
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
特 

に

こ

の

『
典
籍
調
書
』

は
、
我
々
が
一
番
頼
り
に
す
る
書
籍
目
録
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
輪
王
寺
と
し
ま
し
て
は
、
資
産 

台
帳
に
類
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
非
公
開
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
目
録
の
内
容
が
、
現
状
の
天
海
蔵
の
内
容
と
合
致
し
て
お
り
ま
す
。 

安

永

六

年

(
一
七
七
七
)

の

『
御
書
籍
総
目
録
』
と
題
す
る
墨
書
銘
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
九
十
ニ
箱
あ
る
本
箱
の
第
六
番
目
の 

箱
の
ふ
た
の
裏
書
き
で
し
て
、
書
籍
を
木
箱
に
整
理
し
て
、
現
状
の
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
の
記
録
で
す
。

先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
大
き
な
桐
の
箱
が
、
九
十
ニ
箱
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
現
状
が
、
古

谷

氏

の

『
慈
眼
堂
経
蔵
収
納
典 

籍
調
書J

の
順
序
立
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
、
次

に

古

谷

氏

の

『
典
籍
調
書
』
以
外
の
書
籍
目
録
が
、
現
在
数
点
残
っ
て
お

り

ま

す

。
そ
れ
が
ど

う

い

う
位
置
づ
け
に
な
る
か 

と

い

う

こ

と

で

す

。

こ

こ

で話
が
少
し
や

や

こ

し

く

な

る

か

と

思

い

ま

すが

、
結

論

め
い

た

こ

と

を
先
に
申
し
上
げ
て
お

き

ま

し

よ

う

。

撰
述
年
号
の
は
っ
き
り
し
た
書
籍
目
録
と
し
て
は
、
元

文

ニ

年

(
一
七
三
七
)

の

『
慈
眼
堂
蔵
本
目
録
』

が
あ
り
ま
す
。
現
存
す
る
書 

籍
目
録
の
中
で
、
年
号
の
一
番
古
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
作
成
年
代
は

は

っ

き

り

し

ま

せ

ん

が

、

『
慈 

眼
堂
蔵
経
有
本
目
録
』
、
更

に

は

『
慈
眼
堂
蔵
経
目
録
』
と
い
う
目
録
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
は
か
な
り

古

い

も

の

で

は

な 

い
か
と
思
う
の
で
す
。
も
し
か
す
る
と
、

こ
の
ニ
冊
が
一
番
古
く
て
、
そ
の
次
に
元
文
ニ
年
の
目
録
が
き
て
、
そ
し
て
安
永
六
年
に
現
在 

の
形
に
整
理
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
れ
ば
、
わ
り
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。



そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

ま

ず

元

文

ニ

年

の

『
慈
眼
堂
蔵
本
目
録
』

で
す
。
天

海

が

亡

く

な

っ

た

の

は

寛

永

二

十

年

(
一
六
四
三
)
で
す
か
ら
、
元
文
ニ
年
ま
で
、
 

九
十
年
程
過
ぎ
た
あ
と
に
つ
く
ら
れ
た
書
籍
目
録
で
す
。

こ
れ
は
三
冊
あ
り
ま
し
て
、
中
巻
が
外
典
で
、
上
巻
と
下
巻
が
内
典
で
す
。
面 

白
い
編
集
の
仕
方
に
な
っ
て
い
ま
ず
。
内

典

.
上
巻
の
並
べ
方
は
、
こ
れ
は
こ
の
当
時
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
天
地
玄
黄
で
始
ま
る
千 

字
文
の
分
類
で
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
た

だ

内

典

•
下
巻
の
分
類
は
、
別
な
分
類
法
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
上
巻
の
千
字
文
の
分
類 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
違
っ
た
分
類
の
方
法
が
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
目
録
は
、
実
は
原
本
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
写
し
な
の
で
す
。

日
光
一
山
の
桜
本
院
の
孝
般
が
、
日
光
の
興
雲
律
院
に
寄
贈
し
た 

本
の
写
本
な
の
で
す
。

日
光
の
輪
王
寺
の
他
に
も
、

『
国
書
総
目
録
』

で
見
ま
す
と
、
東
大
の
史
料
編
纂
所
に
も
あ
る
よ
う
に
記
載
さ
れ 

て
お
り
ま
す
。
並
べ
方
は
、

い
ろ
ん
な
分
類
の
方
法
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
通
常
考
え
ら
れ
る
の
は
、
千
字
文
に
よ

る

分
類 

が
大
勢
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

推
測
で
す
が
、

一
番
古
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、

『
有
本
目
録
』
と

『
蔵
経
目
録
』
で
す
。

こ
の
分
類
の
方
法
は 

何
に
よ
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

こ

れ

は

〈
高
麗
版
〉

一
切
経
の
分
類
に
よ
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
『
有

本

目

録

』

に
は
冊 

数
の
総
計
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
八
百
八
十
四
部
、
五
百
九
十
八
冊
と
記
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
先 

程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
天
海
蔵
の
部
数
は
、

一
千
九
百
八
部
、

一
万
百
四
冊
で
す
か
ら
大
分
隔
た
り
が
あ
り
ま
す
。

こ
の 

『
蔵
経
目
録
』
が
で
き
て
か
ら
も
、
か
な
り
後
か
ら
加
わ
っ
て
現
在
の
部
数
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
で
お
わ
か
り
に
な
る
か
と



思
い
ま
す
。

「高
麗
版
一
切
経
分
類
目
録
』
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
並
べ
方
の
目
録
か
と
い
い
ま
す
と
、
般
若
部
か
ら
始
ま
る
分
類
の
方
法
で
す
。 

こ
れ
は
中
国
の
元
代
に
も
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
書
籍
の
目
録
の
分
類
の
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
私
の
想
像
で
す
が
、
江 

戸
時
代
の
初
期
に
、
慶

長

か

ら

元

和

に

か

け

て

〈
宗
存
版
〉
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
宗
存
と
い
う
人
が
一
切
経
を
出
版
し
よ
う
と
い 

う
こ
と
で
計
画
し
た
の
で
す
が
、

こ
れ
は
途
中
で
挫
折
す
る
わ
け
で
す
。
そ

の

〈
宗
存
版
〉

が

〈
高
麗
版
〉

一
切
経
の
並
べ
方
に
な
っ
て 

い
る
の
で
す
。

天

海

蔵

に

宗

存

の

『
大
蔵
目
録
』

が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ

れ

は

〈
高
麗
版
〉

一
切
経
の
分
類
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
わ
け 

で
す
。
江
戸
時
代
の
初
期
に
こ
う
い
う
並
べ
方
が
、
宗
存
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
の
は
、

『
慈

眼
堂
蔵
経
目
録
』

の
分
類
の
方
法 

に
も
、
そ
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
ヒ

ン

ト

に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す 

と

、

『
慈
眼
堂
蔵
経
有
本
目
録
』
.
『
慈
眼
堂
蔵
経
目
録
』
な
ど
の
書
籍
目
録
と
い
う
の
は
、
天
海
が
亡
く
な
っ
た
の
ち
の
、

わ
り
と
近
い 

時
代
に
つ
く
ら
れ
た
目
録
で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
作
成
年
代
の
設
定
が
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
想
像
す
る
と
こ
ろ
に 

よ
る
と
、

こ
れ
ら
が
一
番
古
く
、
そ

の

次

に

元

文

ニ

年

の

『
慈
眼
堂
蔵
本
目
録
』

が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
れ
を
再
編
成
し
て
現
在
の
よ
う
な 

安

永

六

年

の

『
御
書
籍
目
録
』

の
形
に
な
っ
て
き

た

。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
ら
ど
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

九
、

安

永

六

年

の

『
目
録
』

の
並
べ
方
は
何
に
よ
っ
た
の
だ
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
分
類
は
華
厳
部
が
最
初
で
す
。
そ
れ
に
阿
含
部
が 

き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
法
華
部
と
続
き
ま
す
。
こ

う

い

う
並
べ
方
の
先
例
が
あ
れ
ば
、
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
現



在
の
一
番
、

二
番
と
い
う
箱
の
番
号
の
順
序
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。
入
れ
替
わ
っ
た
と
い
う
可 

能
性
も
、
決
し
て
否
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
並
べ
方
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

安

永

六

年

の

こ

の

『
御
書
籍
目
録
』

は
、
非
公
開
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
土
台
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
『
慈 

眼
堂
御
書
籍
目
録
』
と
か
、
あ
る
い
は
、
東

大

の

図

書

館

に

あ

る

『
日
光
山
慈
眼
堂
書
庫
目
録
抄
出
』

(享
和
三
年
)
と
い
う
も
の
で
す
0
 

こ
れ
ら
は
大
体
安
永
六
年
の
分
類
の
仕
方
を
、
踏
襲
し
た
書
籍
目
録
で
す
。

『
慈
眼
堂
御
書
籍
目
録
』
と
い
わ
れ
る
三
冊
本
の
第
三
冊
目
、
「
天

•
地

.
人
」
と

分

か

れ

て

お

り

ま

す

そ

の

「
人

」

の
冊
は
、

儒
書 

部

、
神
書
部
、
歌
書
部
と
い
う
よ
う
な
特
殊
な
分
け
方
を
し
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
の
こ
れ
に
先
立
つ
書
籍
目
録
に
は
、

こ
う
い
う
分
類
は 

出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

こ
の
書
籍
目
録
は
安
永
六
年
に
整
理
さ
れ
た
九
十
ニ
箱
の
中
の
、
最
後
の
ニ
箱
分
を
欠
い
て
い
ま
す
が
、
 

九
十
の
箱
ま
で
の
分
が
、

こ
の
書
籍
目
録
に
記
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
天
海
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
す
ぐ
に
整
理
さ
れ
た
の
が
、

『
慈

眼

堂

蔵

経

有

本

目

録

』
.
 

『
慈
眼
堂
蔵
経
目
録
』
あ
た
り
の
書
籍
目
録
で
、
そ

の

次

に

整

理

さ

れ

た

の

が

元

文

ニ

年

の

『
慈
眼
堂
蔵
本
目
録
』

で
す
。

そ
れ
が
安
永 

六

年

の

『御
書
籍
総
目
録
』
あ
た
り
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

こ
の
形

が

ず
っ

と
踏
襲
さ
れ
て
い
る
、
と

い

う

こ

と

に

な

る

か

と思
い
ま 

す

。今
申
し
上
げ
た
中
に
、
非
公
開
の
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
大

正

五

年

に

つ

く

ら

れ

た

古

谷

清

の

『
収
納
典
籍
調
書
』

は
、
ご
覧
に
な 

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
幸
い
な
こ
と
に
、
昭
和
九
年
に
、
今

非

公

開

に

な

っ

て

い

る

『
収
納
典
籍
調
書
』

の
原
稿
本
と
思
わ
れ
る
古
谷
清
稿 

『
日
光
輪
王
寺
慈
眼
堂
経
蔵
書
籍
目
録
』
十
五
冊
と
い
う
目
録
が
、
東
大
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
現
在
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
現
在
輪
王
寺 

に
残
っ
て
お
り
ま
す
そ
の
も
の
の
、
恐
ら
く
原
稿
本
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

よ

う

か
。



こ
の
よ
う
に
大
正
の
初
年
ぐ
ら
い
ま
で
に
、

い
ろ
い
ろ
作
成
さ
れ
た
目
録
が
、
基
本
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
後
昭
和
三
十
四
年
に
、
讀 

賣
新
聞
社
の
日
光
総
合
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
歴
史
部
門
と
か
、
建
物
の
部
門
と
か
、
彫
刻
部
門
と
か
、
自
然
部
門
と 

か
、
そ
う
い
う
中
に
天
海
蔵
の
調
査
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
と
き
に
長
澤
規
矩
也
先
生
が
主
と
な
っ
て
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
報
告
が 

r

日
光
山
慈
眼
堂
書
庫
現
存
国
書
分
類
目
録
』

(
稿

)
•
『
日
光
山
慈
眼
堂
書
庫
現
存
漢
籍
分
類
目
録
』

(
稿

)
.
『
日

光

山

慈

眼

堂

書

庫

古

活 

字
印
本
版
種
別
目
録
』

(
活

字

)
.
『
日
光
山
慈
眼
堂
書
庫
現
存
漢
籍
分
類
目
録
』

(
活

字

)
.
『
日

光

山

「
天
海
蔵
」
主

要

古

書

解

題

』

(
活 

字

)
と
し
て
、
残
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
現
在
活
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
が
三
冊
ご
ざ
い
ま
す
。

『
日

光

山

「
天
海
蔵
」
主
要
古
書
解
題
』

が
、
昭
和
四
十
一
年
に
、
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
長
澤
先
生
の
解
題
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
ま 

た

龍

谷

大

学

に

『
天
海
臧
目
録
』

(
未

見

)
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
大
正
十
三
年
書
写
の
一
冊
本
の
よ
う
で
す
。

+

、

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
の
天
海
蔵
の
書
籍
の
調
査
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
『
目
録
』

が
作
ら

れ

る

た

び

に

、

調
査
が
行
な 

わ
れ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
ど
ん
な
日
光
天
海
蔵
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た 

か
と
い
う
こ
と
は
、
今
申
し
上
げ
た
書
籍
目
録
で
も
お
わ
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
正
五
年
に
古
谷
清
氏
に
よ
る
調
査
が
行
な
わ
れ
て 

立
派
な
書
籍
目
録
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
昭
和
三
十
四
年
に
は
、
長
澤
規
矩
也
先
生
を
始
め
と
す
る
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
、

日
光
の
文
化
財
総
合
調
査
の
結
果
、
国
書 

と
か
漢
籍
と
か
、
古
活
字
印
本
の
い
ろ
い
ろ
な
目
録
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

こ
の
と
き
に
調
査
が
あ
つ
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
そ
の
中
間
に
位
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
り
、
重
文
に
指
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
、
恐
ら
く
そ



の

と

き
に
、
全
部
と
は
い
か
な
く
て
も
部
分
的
な
調
査
が
、
行
な
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
大
体
昭
和
十
二 

年
頃
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
恐
ら
く
指
定
品
の
調
査
と
い
う
こ
と
で
、
天
海
蔵
の
調
査
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
、っ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
現
在
は
ど
ん
な
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
天
台
宗
の
宗
典
編
纂
所
が
、
今
ま
で
十
九
年
間
、
毎
夏
典
籍
類
の 

マ

イ

ク

ロ
化
を
し
て
お
り
ま
す
。

マ

イ

ク

ロ
化
さ
れ
た
も
の
の
中
に
、
皆
さ
ん
の
ご
覧
に
な
り
た
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
宗
典
編
纂
所
に
お 

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
書
籍
が
ご
覧
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
調
査
で
、

こ
ち
ら
は
外
典
の
ほ
う
で
す
。
天
台
宗
典
編
纂
所
は
主
と
し
て
内
典
で
す
が
、
国
文 

学
研
究
資
料
館
で
は
外
典
を
調
査
し
て
お
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
平
成
十
五
年
で
四
年
目
に
な
る
わ
け
で
す
。
三
年
続
い
て
お
り
ま
す
。
現 

在
ま
だ
奥
書
調
査
が
主
で
し
て
、
ま

だ
マ

イ

ク

ロ
化
ま
で
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

や

が

て
マ

イ

ク

ロ
化
さ
れ
れ
ば
、
ま
た
国
文
学
研 

究
資
料
館
で
研
究
者
の
皆
様
に
は
便
宜
が
与
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

古
谷
氏
が
い
ろ
い
ろ
調
査
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
古
谷
氏
の
天
海
蔵
に
つ
い
て
の
、
研
究
調
査
論
文
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
大
正
五
年 

か

ら

大

正

十

二

年

ぐ

ら

い

ま

で

『
日
本
及
び
日
本
人
』
と
い
う
雑
誌
に
載
っ
た
り
、
あ

る

い

は

『
考
古
学
雑
誌
』
、
あ

る

い

は

『
史
学
雑 

誌

』
、
あ

る

い

は

『
歴
史
地
理
』
と
い
う
よ
う
な
雑
誌
類
に
そ
の
報
告
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

一
々
ご
説
明
す
る
と
大
変
で
す
が
、
例
え
ば
、
「
晃
山
慈
眼
堂
経
蔵
書
籍
」
と
い
う
論
文
題
目
で
、
『
日
本
及
び
日
本
人
』

の
六
百
八
十 

五
号
に
、
古
谷
氏
の
調
査
論
文
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

『
考
古
学
雑
誌
』

に
は
、
「
日
光
慈
眼
堂
経
蔵
収
納
の
典
籍
に
つ
い
て
」
と

い

う
連

続

も

の

で

、

七

回

に

分

け

て

載

っ

て

お

り

ま

す

。 

そ
れ
ら
を
ご
参
考
い
た
だ
け
れ
ば
、
ど

う

い

う
典
籍
が
、
ど

う

い

う
事
情
で
入
っ
た
か
と
い

う

こ
と
ま
で
、
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
お
り
ま 

す

0



そ
れ
か
ら
、
長

澤

規

矩

也

先

生

の

論

文

に

も

「
天
海
蔵
考
」
と

か

「
天
海
蔵
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

『
古

書

解

題

』

の
後
に
、
長

澤

規

矩

也

先

生

の

「
天
海
蔵
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
書
籍
目
録
か
ら
は
じ
め
て
、
調
査
の
状
況
と
い
う
も
の
を
眺
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
天
海
蔵
の
中
に
は
、

い
ろ
い
ろ
特 

色
の
あ
る
書
籍
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
度
は
そ
の
幾
つ
か
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

士

、

第

一

に

、

『大
般
涅
槃
経
集
解
』

(
写

真

1
)
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
巻
首
が
欠
け
て
お
り
ま
し
て
十
一
巻
か
ら
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

完
全
な
形
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
と
い
う
の
は
全
部
で
七
十
一
巻
あ
り
ま
す
が
、
天
海

蔵

に

残

っ

て

い

る

の

は

五 

十
九
巻
だ
け
で
す
。

五
十
九
巻
の
内
、
平
安
朝
の
も
の
も
若
干
入
っ
て
お
り
ま
し
て
、
奈
良
朝
の
写
本
が
そ
の
内
の
四
十
三
巻
。
平

安

朝

17 

の
写
本
と
思
わ
れ
る
の
が
十
六
巻
加
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
平
安
時
代
以
前
の
も
の
、

つ
ま
り
奈
良
時
代
の
写
本
が
こ
れ
ほ
ど
ま
と 

一
 

ま
つ
て
い
る
の
は
大
変
珍
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
二
に
、

『
成
唯
識
論
述
記
』

(
写

真

2
)
は
十
三
巻
、
重
文
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
刊
本
で
し
て
、
天
海
蔵
の
中
で
は
最 

も
古
い
刊
本
で
す
。

こ
の
中
の
第
三
巻
目
で
す
が
、

こ
れ
は
も
と
も
と
法
隆
寺
に
あ
っ
た
本
ら
し
い
で
す
。
法
隆
寺
の
旧
蔵
本
が
こ
の
中 

に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
ヲ

コ

ト
点
が
付
い
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
ヲ

コ

ト
点

は

、
南
都
の
喜
多
院
点
と
い
わ
れ
て
い
る
占f

た
そ
う
で
す
。

喜
多
院
と
は
興
福
寺
の
塔
頭
の
寺
で
し
て
、
天
海
蔵
に
は
、

こ
の
喜
多
院
点
の
付
い
た
の
は
ま
た
ほ
か
に
も
あ
り
ま
し
て
、

『
般
若
心
経 

幽
賛
』
も

、
喜

多

院

点

の
ヲ

コ

ト
点
が
付
い
た
も
の
で
す
。

第
三
に
、

『
諸
事
表
白
』
。

こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
写
本
で
し
て
、
粘
葉
装
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
巻
末
に
室
町
の
墨
書
、

つ
ま
り
、
応
永



写真2 『成唯識論述記』



二

十

六

年

(
一
四
一
九
)

の
識
語
が
あ
り
ま
す
。

こ

の

『
諸
事
表
白
』
と
い
う
の
は
、
お
寺
で
行
な
わ
れ
る
い
ろ
い
ろ
な
法
要
の
表
白
を 

集
め
た
も
の
で
、
漢
文
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
仮
名
ま
じ
り
の
も
の
も
入
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
法
要
で
ど
う
い
う
表
白
が
読
ま
れ
た
か 

と
い
う
、
そ
れ
を
知
る
上
で
非
常
に
大
切
な
資
料
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
山
田
忠
雄
博
士
が
こ
れ
を
解
説
し
て
お
り
ま
し
て
、
数
少 

な
い
国
語
資
料
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
、
説
話
文
学
の
資
料
と
し
て
も
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。

『
今

昔

物

語

』

が

、

表
白
の 

中
に
取
り
込
ま
れ
て
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
が
、

こ

の

『
諸
事
表
白
』

に
よ
っ
て
、
よ
く
わ
か
る
と
い
う
ふ 

う
に
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
傷
み
が
激
し
く
、
恐
ら
く
何
人
か
の
人
が
参
考
に
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
大
分 

表
紙
が
傷
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
貴
重
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
大
事
に
保
存
さ
せ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、

『神
皇
正
統
記
』

(
写

真

3
)
。

『
神
皇
正
統
記
』
 

は
重
要
美
術
品
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
全
部
で 

三
冊
あ
り
ま
し
て
、
室
町

時

代

の

写

本

で

す

。

『
神

皇
正
統 

記
』

は
、
学
会
で
も
い
ろ
い
ろ
話
題
に
な
っ
た
書
物
で
す
が
、
 

い
わ
ゆ
る
白
山
本
よ
り
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
本
で
、
平 

泉
澄
博
士
の
研
究
や
、
福
井
康
順
博
士
の
研
究
が
あ
り
ま
し 

て
、
福
井
博
士
が
、
白
山
本
よ
り
は
古
い
と
論
証
し
、
し
か 

も
北
朝
方
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
お
り 

ま
す
。
な

か

な

か

珍

し

い

『
神
皇
正
統
記
』

で
あ
る
と
思
い 

ま
す

BJ=
=
ロ

統正皇神真写



第
五
に
、
神

道

関

係

の

書

物

を

、

幾

つ

か

挙

げ

て

お

き

ま

す

。 

『
日
本
書
紀
神
代
巻
見
聞
』

(
写
真
4
)
と

、
こ

の

他

に

『
日
本
書
紀 

私
抄
』
等
が
あ
り
ま
す
。

『
私
抄
』

は
聖
冏
の
書
い
た
も
の
と
い
わ 

れ
て
い
る
も
の
で
す
。f

神
代
巻
見
聞J

は
、

兼
俱
の
門
人
で
あ
る 

快
尊
の
講
義
を
定
海
と
い
う
人
が
筆
写
し
た
も
の
で
す
。
室
町
末
頃 

の
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
関
連
す
る
も
の
に
吉
田
兼
見
の
講
義
を
筆 

記

し

た

『
日
本
書
紀
聞
書
』
が
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
神
道
関
係
の
書
物
と
し
て
、
第
六
に
、f

麗
気
記
』
。
応 

永

六

年

(
一
三
九
九
)

の
写
本
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
全
部 

で
十
九
巻
残
っ
て
お
り
ま
す
。
普

通

『
麗
気
記
』
と
い
い
ま
す
と
十 

八
巻
。
絵
図
が
四
巻
含
ま
れ
ま
し
て
、
十
八
巻
に
な
る
の
で
す
が
、
 

現
在
あ
る
の
は
十
九
巻
で
、
十

八

巻

に

王

系

図

(神
様
の
系
図
)
が 

加
わ
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
十
九
巻
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
ほ 

か
に
目
録
が
付
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
表
装
が
若
干
違
う
の
で
す
が
、
 

寛

永

十

二

年

(
一
六
三
五
)
四
月
二
十
日
の
天
海
の
花
押
の
入
っ
た 

目
録
が
付
い
て
お
り
ま
す
。

『
麗
気
記J

は
こ
の

頃

ま

た

研

究

が

盛 

ん
で
す
が
、
そ
の
分
類
で
い
き
ま
す
と
、

B
系
本
に
属
す
る
も
の
で



>
'

1
,

%

は
な
い
か
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

十
二
、

第
七
に
、

『春
秋
榖
梁
伝
』

の
断
片
で
す
が
、

こ

れ

は

実

は

断

片

で

も

論

義

書

の

表 

紙
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
表
紙
の
紙
の
裏
打
ち
に
使
わ
れ
て
い

た

よ

う
 

で
す
。
珍

し

い
こ

の

『
榖
梁
伝
』

は
、
鎌
食
初
期
の
写
本
ら
し
く
、
ま

た

朱
点
と
墨
点

K J
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。

g

 

第
八
に
、

『
周
易
』

の
王
弼
注
。

こ
れ
も
珍
し
い
も
の
で
す
。

こ

の

注

は

、

仮
名
書

瓶金

き

に

な

っ

て

い

る

の

で

す

。
仮
名
書
き
の
注
と
い
う
の
は
大
変
珍
し
い
も
の
で
、

こ
れ

5

と
同
じ
も
の
は
、
現
在
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
大
変
珍
し
い
本
で
す
。

真写 

中
国
の
小
説
類
の
ほ
う
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

有

名

な

も

の

と

し

て

は

、

第
九
に 

『
金
瓶
梅
詞
話
』

(
写

真

5
)
が
あ
り
ま
す
。

万

暦

の

刊

本

で

す

。

現
在
残

っ

て

い

る 

『
金
瓶
梅
』

の
刊
本
で
は
こ
れ
が
一
番
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

同
じ
も
の 

が
旧
北
京
図
書
館
。
現
在
の
、
中
国
国
家
図
書
館
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
版 

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
実
は
徳
山
藩
の
毛
利
家
か
ら
も
発
見
さ
れ
ま
し
て
、

一
紙
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
五
回
目
の
末
葉
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
す
。

こ 

れ
を
加
え
て
、
五
冊
本
で
影
印
本
が
昭
和
三
十
八
年
に
大
安
と
い
う
、
中
国
出
版
の
本



を
扱
っ
て
い
た
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

第
十
に
、
『
拍
案
驚
奇
』

(
写
真
6
)
。
こ

の

『
拍
案
驚
奇
』
は
、

g

初
版
本
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
も
と
の
形
を
伝
え
て
い
る
天
下
の

一

孤
本
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
三
十

6

九
巻
本
は
現
在
広
島
大
学
に
あ
る
ょ
う
で
す
が
、
四
十
巻
本
は
天 

真写

海

蔵

に

し

か

残

っ

て

い

な

い

と

い

う

も

の

で

す

。

こ
れ
も
影
印
本 

が
昭
和
六
十
一
年
、

ゆ
ま
に
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

『
金
瓶
梅
詞
話
』

に

し

て

も

『
拍
案
驚
奇
』

に

し

て

も

、
今
で
は

影
印
本
で
ご
覧
に
な
れ
る
と
思
い
ま
す
。

第
十
一
に
.、
『
西
遊
記
』

(
写

真

7
)
。
現
在
二
十
巻
本
が
二
つ
と
十
巻
本
が
一
つ
残
っ
て
お
り
ま
し
て
、
十

巻

本

、

二
十
巻
本
は
両
方 

と
も
明
の
万
暦
刊
本
で
す
が
、
写
真
に
掲
げ
た
も
の
が
、
北
京
図
書
館
、
現
在
の
中
国
国
家
図
書
館
に
あ
る
も
の
と
同
版
で
す
。
現
存
す 

る

『
西
遊
記
』
中
一
番
古
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

『
西
遊
記
』

は
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
ま
し
て
、

東

北

大

学

の

磯

部

彰 

先
生
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

第

十

二

の

『
東
度
記
』

(
写
真
8
)
。

こ
れ
は
珍
し
い
本
だ
と
思
い
ま
す
。
明

の

崇

禎

八

年

(
一
六
三
五
)

の
刊
本
で
、
こ
れ
は
密
多
尊 

者
と
い
う
人
が
達
磨
さ
ん
と
共
に
南
か
ら
東
の
ほ
う
に
渡
つ
て
き
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
書
物
で
す
。

清

代

に

な

り

ま

し

て

『
東
遊
記
』
と
い
、つ
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
明

刊

本

に

は

『
東
度
記
』
以
外
、

こ
れ
に
似
た
も
の
は
存
在
し
な 

い
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
中
国
の
小
説
は
私
の
専
門
で
は
な
い
の
で
、

い
ろ
い
ろ
間
違
つ
た

こ

と
を
い
つ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

空

觀

評

•
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写真8 『東度記』



経蔵大船麗高真写

こ
う
見
て
き
ま
す
と
、
中
国
の
小
説
類
、

こ
れ 

は
天
海
蔵
に
し
か
な
い
本
、
天
下
の
孤
本
だ
と
い 

う
の
が
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
_
身
は
、
 

こ
う
い
う
も
の
は
早
く
重
文
に
指
定
し
て
い
た
だ 

い
て
、
保
存
を
き
ち
ん
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
 

あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
な
か
に
は
い 

く
つ
か
は
指
定
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
次 

の
機
会
に
は
天
海
蔵
全
体
を
、
指
定
す
べ
き
も
の 

と
思
う
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
調
査
が
大
変
な
こ 

と
に
な
つ
て
き
て
、
お
い
そ
れ
と
は
調
査
が
で
き 

な
い
か
と
思
つ
て
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
は
全
部
を

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
す
べ
き
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

第
十
三
に
、

こ
れ
は
天
海
蔵
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
が
、
天

海

蔵

の

中

に

入

っ

て

き

た

と

思

わ

れ

る

〈
高
麗
版
〉
大

蔵

経

(
写
真
9
) 

で
す
。
写
真
で
見
る
と
小
さ
い
ょ
ぅ
で
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
大
版
な
の
で
す
。
折
本
で
す
が
、
六
百
十
四
#
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
先 

程
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、

こ
れ
は
室
町
の
頃
の
昌
源
が
い
た
そ
の
頃
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

特
色
あ
る
も
の
、
ま
だ
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
李
卓
吾
の
書
物
が
十
冊
ぐ
ら
い
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
 

ま
だ
ま
だ
き
り
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
そ
の
中
か
ら
幾
つ
か
を
選
ん
で
ご
紹
介
申
し
上
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。



十
三
、

こ

れ

ら

と
共
に
、
も

う

一
つ
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
第

十

四

に

〈
天
海
版
〉

で
す
。
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
す
と
、
寛

永

十

四

年

(
一
六
三
七
)
か
ら
一
切
経
の
印
行
が
始
め
ら
れ
ま
し
て
、
慶

安

元

年

(
一
六
四
八
)
ま
で
約
十
一
年
間
か
け
て
つ
く
ら
れ
た

我
が
国
最
初
の
一
切
経
で
す
。

こ
れ
は
宋
版
を
も
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
全
部
で
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
一
千
四
百
五
十
三
部
。

卷
数
で
い
き
ま
す
と
六
千
三
百
二
十
三
卷
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
卷
数
は
一
説
に
ょ
る
と
六
千
二
百
三
十
ニ
卷
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
、

ど
つ
ち
を
信
じ
て
い
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と

も

か

く
六
千
ニ
、
三
百
巻
の
も
の
で
、
完
成
さ
れ
た
の
が
慶
安
元
年
の
四
月
十

七
日
。
ち
ょ
う
ど
家
康
公
の
命
日
に
当
た
る
日
で
す
。

家
康
公
三
十
三
回
忌
の
と
き
に
完
成
さ
れ
て
お
り
ま

蔵 

す

。
さ

て

日

光

の

〈
天
海
版
〉

は
ど
こ
に
あ
る
か
と

の 

い
う
と
、
東

照

宮

の

境

内

に

あ

る

輪

蔵

(
写

真

10
)
 

内 ̂

の
中
に
現
存
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
ぐ
る
ぐ
る
回

 ̂

る
い
わ
ゆ
る
輪
蔵
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。

一
面
、

一

10
面
の
扉
を
開

け

ま

す

と

、

そ

こ

に経
本
が
入
つ
て
お 

真写 

り
ま
す
。
そ
の
前
に
三
人
の
御
像
が
あ
り
ま
す
が
、
 

こ
れ
は
傅
大
士
と
ニ
童
子
の
像
で
す
。

〈
天
海
版
〉

一
切
経
の
全
体
像
、

そ

れ

を

お

知

り



に
な
り
た
け
れ
ば
、

こ
の
目
録
が
、
大

正

大

蔵

経

の

最

後

の

ほ

う

に

『
法
宝
総
目
録
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の

中

に

『
日
本 

武
州
江
戸
東
殽
山
寛
永
寺
一
切
経
新
刊
印
行
目
録
』

五
巻
が
活
字
に
な
っ
て
載
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
る
か
、
そ 

れ
を
ご
覧
に
な
れ
ば
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
日

光

の

輪

王

寺

の

宝

物

殿

に

も

『
一
切
経
目
録
』
と
い
う
の
が
、
こ 

れ
は
江
戸
時
代
の
写
本
で
す
け
れ
ど
、
五
冊
本
で
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
の
が
参
考
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現

存

す

る

〈
天
海
版
〉

一
切
経
は
、
日
光
の
ほ
か
ど
ん
な
所
に
残
っ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
 

私
の
知
り
得
た
範
囲
で
は
、
數
山
文
庫
で
す
。
比
叙
山
の
天
海
蔵
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
上
野
の
寛
永
寺
で
す
。

こ
れ
は
空
襲
で
焼 

け
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
現
在
は
和
歌
山
の
ほ
う
か
ら
購
入
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
京
都
の
青
蓮
院
と
、
京
都
の
毘
沙
門 

堂
で
す
。
毘
沙
門
堂
は
全
部
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
、

二
百
九
十
箱
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
半
分
以
下
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
都
の
西
本 

願
寺
の
経
蔵
に
も
残
っ
て
お
り
ま
す
。
東
本
願
寺
も
多
分
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
確
認
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
京
都
の
本
囫
寺 

や
、
東
京
で
は
池
上
の
本
門
寺
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
以

上

の

ょ

う

に

〈
天
海
版
〉

一
切
経
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
 

私
は
全
部
確
認
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
研
究
書
の
記
載
か
ら
、
こ
う
い
う
所
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
を
挙
げ 

て
み
ま
し
た
。

天
海
蔵
の
中
に
は
、

こ
の
ょ
う
な
一
切
経
と
し
て
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
別
に
、
〈
天
海
版
〉

の
も
の
が
二
十
五
種
類
ほ
ど
収 

納
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
大
体
寛
永
十
四
年
か
ら
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
、

二
十
五
種
類
納
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
天
海
蔵
の
中
に 

は
、
今

申

し

上

げ

た

〈
天
海
版
〉

以
外
に
、
当

時

の

〈
數
山
版
〉
と

か

、
〈
高
野
版
〉
と

か

〈
宗
存
版
〉
、
そ
う
い
う
も
の
も
残
っ
て
お
り 

ま
す
。
<
宗
存
版
〉

の
目
録
に
、

『
大
蔵
目
録
』

(
写

真

11
)
と
い
う
も
の
が
天
海
蔵
の
中
に
納
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
出
版
予
定 

目
録
で
、
完
成
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

こ
う
い
う
も
の
を
作
ろ
う
と
し
た
、
宗
存
の
意
向
が
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

〈
宗

存

版

〉

は





先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
と
お
り
、
〈
高
麗
版
〉

一
切
経
を
も
と
に
し
て
、
や

ろ

う

と
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
一
つ
が
、
〈
宗
存
版
〉

の

『法
華
経
』

の
奥
書
で
わ
か
り
ま
す
。

宗

存

と

い

う

人

は

も

と

も

と

伊

勢

の

人

な

の

で

す

。

宗
存
版 

『
大
蔵
目
録
』

の
ほ
う
に
は
、
「
伊
勢
聖
乗
坊
宗
存
」

(
写

真

12
)
と
記
し
て
あ
り
ま
す
が
、
法

華

経

の

奥

書

に

は

「
本

願

常

明

寺

宗

存

」 

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
常
明
寺
と
い
う
の
は
、
北
野
天
満
宮
の
経
王
堂
の
こ
と
で
し
て
、
京
都
に
来
て
、

こ
う
し
た
も
の
の
出
版
を
心
が 

け
た
所
で
す
。

+
四
、

時
間
も
な
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
天
海
蔵
に
は
、
ど

う

い

う
特
色
が
あ
る
か
と
い

う

こ
と
で
す
が
、
重
ね
て
申
し
上
げ
ま
す 

と

、
不
思
議
な
こ
と
に
李
卓
吾
の
本
が
非
常
に
多
く
入
っ
て
い
る
と

い

う

こ
と
で
す
。

こ
れ
は
想
像
す
る
に
、
李

卓

吾

と
い

う

人
は
、
天 

海
の
少
し
前
に
現
れ
た
人
で
す
か
ら
、
そ
の
頃
の
中
国
の
思
想
家
の
本
が
、
か
な
り
入
っ
て
き
て
い
た
関
係
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て
お
り 

ま
すそ

れ
か
ら
、
天
台
以
外
で
は
禅
宗
の
本
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
外
典
で
は
儒
教
、
そ
れ
か
ら
、
中
国
の
歴
史
関
係
の
書
、
そ
し
て
、
 

小
説
類
な
ど
そ
う
い
う
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
天
海
が
そ
れ
ら
を
勉
強
し
た
か
と
い
う 

と

、
勉
強
し
た
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
の
程
度
天
海
が
読
ん
だ
の
か
、
そ
こ
ま
で
は
突
き
と
め
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。 

中
に
は
天
海
の
書
き
入
れ
ら
し
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
、

こ
れ
は
確
か
に
読
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
は
あ
り
ま 

す

が

、
あ
ち
こ
ち
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
を
全
部
は
み
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
と
は
い
っ
て
も
か 

な

り

幅
広
く
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
、
集
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
だ
と
思
う
の
で
す
。



そ
ん
な
こ
と
か
ら
天
海
蔵
を
通
し
ま
し
て
、
天
海
の
思
想
傾
向
と
い
う
も
の
を
、
探
つ
て
み
ょ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
当
然
の
こ 

と
だ
と
思
い
ま
す
が
、

い
わ
ゆ
る
仏
典
の
研
究
と
い
う
も
の
に
専
念
さ
れ
た
、
そ
の
跡
が
窺
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
仏
典
で
も
、
 

天
海
が
好
ん
で
残
さ
れ
た
本
の
中
に
、
論
義
書
が
多
い
の
で
す
。
天
海
は
議
論
好
き
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
せ
い
か 

論
義
書
が
か
な
り
あ
り
ま
す
。
天
海
の
事
蹟
を
み
て
も
わ
か
り
ま
す
し
、
当
時
の
記
録
で
あ
る
『徳
川
実
紀
』
を
み
て
も
わ
か
り
ま
す
が
、
 

家
康
公
に
召
さ
れ
て
論
義
を
御
前
で
や
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
と
き
の
論
義
の
手
控 

的
な
も
の
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
、
そ

の

『法
華
経
』
論
義
の
一
部
分
が
『
続
天
台
宗
全
書
』

の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
神
道
関
係
の
書
物
や
、
歴
史
書
等
々
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
や
が
て
天
海
が
、
家
康
公
を
東
照
大
権
現
と
し
て 

祀
る
と
き
の
神
道
、

つ
ま
り
山
王
一
実
神
道
と
申
し
ま
す
が
、
そ
れ
に
役
立
て
た
の
で
す
。
天
台
宗
の
神
道
は
山
王
神
道
と
い
い
ま
す
。
 

そ
れ
を
基
盤
に
天
海
が
創
唱
し
た
の
が
、
山
王
一
実
神
道
で
す
。
そ
の
理
論
形
成
に
こ
の
ょ
う
な
書
物
を
役
立
て
た
。
特
に
神
道
書
な
ど 

を
役
に
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
山
王
神
道
の
ほ
う
は
『山
家
要
略
記
』
と
か
、
『厳
神
霊
応
章
』
と
い
う
山
王
神
道
の
書 

物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
書
物
も
も
ち
ろ
ん
入
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
以
外
に
ま
た
『麗
気
記
』
、
こ
れ
は
両
部
神
道
の
書
で
す
か 

ら
、

い
わ
ゆ
る
真
言
系
の
神
道
の
書
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
、
そ
し
て
山
王
一
実
神
道
と
い
う
神
道
理
論
を
構
築
し 

て
い
つ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

十

五

、

皆
さ
ん
ご
存
知
の
と
お
り
、
家
康
公
は
駿
府
で
亡
く
な
り
、
す
ぐ
に
久
能
山
に
葬
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
久
能
山
に
葬
ら
れ
て
か
ら
、
今 

度
は
日
光
に
遷
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
亡
く
な
る
二
週
間
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
家
康
公
は
、
本
多
正
純
と
天
海
と
崇
伝
と
の
三
人
を
枕



辺
に
呼
び
ま
し
て
、
自
分
が
死
ん
だ
後
の
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
す

。

そ
の
中
の
一

つ

に

、
死
後
一
周
忌
を
経
た
後
日
光
山
に
遷
し
祀
れ 

と
い
う
の
で
す
。
そ
の
と
き
小
さ
き
堂
を
建
て
て
く

れ

と

指
示
し
て
い
る
の
で
す
◦
当
初
の
東
照
社
は
、
決
し
て
小
さ
な
建
物
で
は
あ
り 

ま
せ
ん
が
、
遺
言
で
は
小
さ
き
お
堂
を
建
て
て
く

れ

、
関
八
州
の
鎮
守
と
な
ら
ん
と
い
っ
て
い
る
の
で
す

。

そ
の
他
三
河
の
大
樹
寺
に
位 

牌
を
設
け
ろ
と
か
、
お
葬
式
は
増
上
寺
で
や

れ

と

か
い
ろ
い
ろ
い
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
遷
葬
す
る
と
き
に
、
も
と
も
と
久
能
山
に
祀
ら
れ
た
と
き
に
は
、
吉
田
神
道
に
よ
つ
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
日
光 

に
祀
る
と
き
に
は
吉
田
神
道
で
は
な
く
、
山
王
一
実
神
道
で
祀
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
光
は
山
王
一
実
神
道
で
祀
る
の
で
す
が
、
そ
の 

祀
る
思
想
的
な
神
道
理
論
が
、
天
海
の
頭
の
中
で
こ
れ
ら
の
書
物
を
も
と
に
し
て
構
築
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
、
東
照
宮
は
東
照 

大
権
現
と
し
て
、
神
と
祀
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
本
地
仏
は
薬
師
如
来
で
す
。
で
す
か
ら
、
陽
明
門
の
す
ぐ
左
へ
行
っ
た
所
に
薬
師
堂
と 

い
う
お
堂
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
本
地
仏
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
で
す
◦
薬
師
が
本
地
で
、
脇
侍
に
山
王
権
現
と
摩
多
羅
神
が
祀
っ
て
あ
り
ま 

す
。
山
王
権
現
は
天
台
の
比
數
山
の
守
り
神
。

い
わ
ゆ
る
山
王
権
現
で
す
。
こ
の
本
地
は
釈
迦
で
す
。
摩
多
羅
神
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い 

神
様
で
す
が
、
摩
多
羅
神
は
阿
弥
陀
如
来
が
本
地
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
中
心
に
薬
師
を
祀
っ
て
、
釈
迦
と
弥
陀
と
い
う
の
が
脇
侍
に 

く
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
東
照
宮
は
祀
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
祀
ら
れ
方
を
み
る
と
、
殽
山
の
三
塔
の
形
で
す
。
比
叙
山
は
東
塔
が
根
本
中
堂
で
、
薬
師
。
西
塔
が
釈
迦
で
す
。
横
川
が
阿
弥
陀 

で
す
。
比
敷
山
の
三
塔
の
形
を
そ
っ
く
り
東
照
宮
を
祀
る
と
き
に
移
し
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
恐
ら
く
天
海
の
頭 

の
中
で
、
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
形
を
日
光
に
移
し
て
い
る
。
こ
れ
が
山
王
一
実
神
道
で
、
そ
れ
が
ど
う
い 

う
と
こ
ろ
に
理

論
化
さ
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
天
海

の

書

い

た
『
東

照

大

権

現

縁

起

』に
み
ら
れ
ま
す
。
全

三
巻
で
す
が
、
そ
の 

第
一
巻
、

つ
ま
り
神
道
の
巻
に
神
道
の
理
論
的
な
教
義
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。



山
王
一
実
神
道
に
拠
っ
て
家
康
公
を
祀
っ
た
。
そ
の
目
的
は
何
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
徳
川
幕
府
の
維
持
と
将
軍
家
の
永
続
を
祈
っ
て 

い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
山
王
一
実
神
道
は
別
名
東
照
宮
神
道
と
い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
徳 

川
幕
府
、
徳
川
将
軍
家
と
い
う
も
の
の
永
遠
を
願
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
山
王
一
実
神
道
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
や
が 

て
は
そ
れ
が
除
災
招
福
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

い
わ
ゆ
る
一
つ
の
宗
教
と
し
て
の
価
値
を
、
持
た
せ
て
く
る 

こ
と
に
な
つ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理

論

づ
く
り
と
し
て
、
先

程
挙

げ

ま

し

た
『
麗

気

記

』
と

か

『
日

本 

書
紀
見
聞
』
等
々
と
い
う
神
道
関
係
の
書
物
が
、
天
海
の
頭
の
中
で
昇
華
さ
れ
て
、
そ
し
て
山
王
一
実
神
道
と
い
う
も
の
へ
と
、
進
ん
で 

行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

長
々
と

専
門
で
も
な
い
こ

と

ま

で
話
が
入
り
込
み
ま
し
た
。
ご
清
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ど

う

も

あ

り

が

と

うご
ざ
い
ま
し
た
。


