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本
願
寺
派
に
お
け
る
学
僧
の
出
版
に
関
し
て

―
本
山
の
介
入
と
曇
龍
『
垂
鈞
卵
』
の
開
版
―

木

本

拓

哉

は
じ
め
に

近
世
の
真
宗
学
僧
の
出
版
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
出
版
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

中
野
三
敏
氏
が
言
う
よ
う
に
「
和
本
の
版
権
は
要
す
る
に
、
本
屋
が
所
持
す
る

版
木
そ
の
も
の
に

（
1
）

」
あ
っ
た
。
つ
ま
り
版
木
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
書
物
を

出
版
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
期
限
が
無
く
、
重
板

や
履
刻
、
類
板
に
す
る
こ
と
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
た
。
版
木
の
所

有
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
版
木
を
所
有
す
る
こ

と
を
蔵
版
（
蔵
板
）
と
い
う
。
近
世
の
学
術
書
は
「
著
者
自
身
や
寺
院
・
学
塾
な

ど
が
自
ら
出
資
し
て
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
多
く
」、「
著
者
自
身
の
堂
号
や

学
塾
・
寺
院
の
名
前
で
「
蔵
板
」
と
記
さ
れ
」、「
蔵
板
者
が
版
木
の
何
枚
か
を
手

元
の
置
き
、あ
と
は
本
屋
の
手
の
も
と
に
置
い
て
あ
り
、本
屋
は
刷
り
出
す
際
に
、

い
ち
い
ち
蔵
板
者
に
許
可
を
得
て
、そ
の
版
木
を
借
り
受
け
て

（
2
）

」出
版
し
て
い
た
。

一
般
的
に
は
書
物
を
出
版
し
た
書
林
が
版
木
を
所
有
し
、
そ
の
書
物
の
版
権
を
管

理
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
学
術
書
は
寺
院
が
そ
の
版
権
を
所
有

し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
書
物
の
刊
記
に
し
る
さ
れ
て
い
る
「
〇

〇
蔵
板
」
が
そ
の
所
有
者
を
意
味
し
て
い
た
。

仏
教
書
の
場
合
、
学
僧
の
著
し
た
教
義
書
な
ど
は
多
く
の
学
を
志
す
僧
侶
が
購

入
す
る
の
で
、
刷
れ
ば
売
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
教
義
を
説
く
学

術
書
の
場
合
、
そ
の
書
物
の
主
張
に
対
す
る
反
論
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に

仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
の
各
宗
派
に
と
っ
て
、
そ
の
宗
派
が
正
統
と
し
て
い

る
教
義
を
批
判
す
る
書
物
へ
の
対
応
は
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際

の
対
応
と
し
て
は
、
そ
の
書
物
を
絶
版
に
し
た
り
流
布
を
止
め
た
り
す
る
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
書
物
に
は
版
権
が
あ
る
た
め
、
容
易
に
絶
版
に
追
い
込
む
こ
と
は

難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
書
物
を
開
版
す
る
際
に
規
制
を
掛
け
る
こ
と
で
出
版
の
統

制
を
図
ろ
う
と
し
た
。
本
稿
は
そ
の
統
制
の
影
響
に
つ
い
て
、
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
で
は
ど
の
よ
う
対
応
が
取
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
。

ま
ず
江
戸
時
代
後
半
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
出
版
物
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
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察
す
る
。
本
願
寺
派
内
に
お
け
る
西
本
願
寺
（
以
下
、
本
山
と
呼
ぶ
）
の
出
版
統

制
に
つ
い
て
事
例
を
整
理
し
、
そ
の
対
応
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

続
い
て
具
体
的
に
学
僧
の
出
版
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
取
り
上

げ
る
の
が
曇
龍

（
3
）

の
『
垂
鈞
卵
』
で
あ
る
。
安
芸
国
に
生
ま
れ
た
曇
龍
は
大
瀛
（
4
）

の
も

と
で
学
び
、
勧
学
ま
で
至
っ
た
学
僧
で
あ
る
。
筑
前
国
の
触
頭
で
あ
る
萬
行
寺
の

住
職
と
し
て
福
岡
に
入
り
、
そ
こ
で
多
く
の
学
僧
を
育
て
た
。
曇
龍
の
著
作
は
多

く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
開
版
さ
れ
た
も
の
は
三
点
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
が
こ

こ
で
採
り
上
げ
る
『
垂
鈞
卵
』
で
あ
る
。
明
和
の
法
論
や
三
業
惑
乱
と
い
う
学
林

を
二
分
し
、
学
林
の
休
止
す
る
ま
で
に
至
っ
た
両
法
諭
の
影
響
は
、
学
林
組
織
を

再
整
備
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
山
に
よ
る
学
僧
の
出
版
に
関
し
て
ま
で
及
ん
だ
。

そ
こ
で
曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
出
版
さ
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
か
ら
学
僧
の
開
版
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

本
願
寺
派
内
に
お
け
る
開
版
に
関
し
て
は
、
近
年
、
引
野
亨
輔
氏

（
5
）

や
小
林
准
士

氏
（
6
）

、
万
波
寿
子
氏
（
7
）

ら
の
研
究
成
果
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、

考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一

本
山
の
出
版
統
制

こ
の
章
で
は
本
山
の
出
版
統
制
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
特
に
学
僧
の
出
版
に
関

す
る
本
山
の
対
応
に
つ
い
て
事
例
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
に
開
版
の

規
制
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
明
和
の
法
論
、
三
業

惑
乱
で
あ
る

（
8
）

。
学
僧
た
ち
は
自
身
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
出
版
し
て
流
布
さ
せ
て

い
た
の
で
、
宗
義
に
つ
い
て
論
争
が
起
き
る
際
に
は
出
版
の
差
し
止
め
を
求
め
る

声
を
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
出
版
に
つ
い
て
の
問
題
に
対
し
て
本
山
が
ど
の
よ
う

な
対
応
を
取
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

（
一
）
明
和
の
法
論

播
磨
魚
崎
真
浄
寺
智
暹

（
9
）

が『
浄
土
真
宗
本
尊
義
』（
以
下
、『
本
尊
義
』と
す
る
）

を
著
し
、
学
林
四
代
能
化
で
あ
る
法
霖

（
10
）

を
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
の
が
明

和
の
法
論
で
あ
る
。

智
暹
も
法
霖
も
第
三
代
能
化
若
霖

（
7
）

の
門
下
で
あ
り
、
若
霖
の
没
後
、
法
霖
が
後

を
継
ぎ
第
四
代
能
化
に
就
い
た
。
法
霖
の
没
後
、
能
化
の
補
充
は
し
ば
ら
く
な
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
智
暹
は
能
化
候
補
の
一
人
で
あ
っ
た
。
智
暹
と
と
も
に
能

化
候
補
に
義
教

（
11
）

が
お
り
、
こ
の
義
教
へ
の
期
待
が
智
暹
を
越
え
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
義
教
が
五
代
能
化
に
選
ば
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
智
暹
と
門
人
た
ち
は
学
林
に

対
し
て
反
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
流
れ
の
中
で
智
暹
は
明
和
元
年
（
一
七

六
四
）
に
『
本
尊
義
』
を
著
し
、
当
時
の
学
林
に
お
い
て
正
統
な
学
説
と
さ
れ
た

法
霖
の
本
尊
論
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
智
暹
が
『
本
尊
義
』
の
開
版
を
京
都
の

書
肆
銭
屋
庄
兵
衛
に
依
頼
す
る
と
、
学
林
側
は
本
山
に
対
し
て
『
本
尊
義
』
の
絶

版
を
働
き
か
け
た
。
そ
こ
で
本
山
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
真
浄
寺
の
上
寺

で
あ
る
播
磨
亀
山
本
徳
寺

（
12
）

寂
宗
に
『
本
尊
義
』
の
流
布
を
延
期
す
る
よ
う
に
命
じ

た
。
し
か
し
智
暹
の
意
志
は
固
く
、
発
刊
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
学
林
側
は
義
教

の
代
講
を
し
て
い
た
天
倪

（
13
）

が
『
本
尊
義
疑
書
』（
明
和
二
年
六
月
）、
看
護
僧
鎔
が

『
本
尊
義
一
百
問
』（
明
和
二
年
九
月
）
を
著
し
、
智
暹
を
批
判
し
た
。
智
暹
も

『
本
尊
義
答
釈
』（
明
和
二
年
七
月
）
を
著
し
て
応
戦
し
た
。
こ
の
よ
う
な
論
争

繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
、
本
山
は
智
暹
と
学
林
側
と
を
対
論
さ
せ
て
決
着
を
図
ろ
う

三
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と
し
た
。
そ
の
対
論
は
明
和
四
年（
一
七
六
七
）の
五
月
に
三
回（
五
月
十
七
日
、

二
十
三
日
、
二
十
六
日
）
行
わ
れ
た
が
、
対
論
の
後
に
本
山
が
六
月
十
三
日
に
出

し
た
結
論
は
喧
嘩
両
成
敗
の
よ
う
な
も
の
で
、
共
に
謹
慎
処
分
と
な
っ
た
が
、
肝

心
の
『
本
尊
義
』
に
関
す
る
処
分
に
は
未
定
の
ま
ま
で
あ
っ
た

（
14
）

。
そ
の
後
、
本
山

は
智
暹
側
と
学
林
側
の
謹
慎
を
解
き
、
六
月
二
十
四
日
に
智
暹
は
帰
国
し
た
。
七

月
に
入
る
と
学
林
側
と
し
て
智
暹
と
対
論
し
た
功
存

（
15
）

・
継
成

（
16
）

・
天
倪
の
三
名
に
対

し
て
、
本
山
は
褒
美
を
与
え
た
。
更
に
能
化
義
教
が
対
面
所
に
て
講
義
を
し
、『
本

尊
義
』
を
論
破
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
本
山
は
両
者
を
処
分
し
た
も
の
の
最
終

的
に
は
学
林
側
に
与
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
）
明
和
の
法
論
に
お
け
る
本
山
の
介
入

前
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
山
は
学
林
側
の
『
本
尊
義
』
絶
版
の
要
請
に
応
じ

て
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
本
徳
寺
に
『
本
尊
義
』
の
流
布
を
延
期
す
る
よ
う

に
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
が
明
和
の
法
論
に
お
け
る
本
山
の
出
版
介
入
へ
の
始
ま
り

で
あ
る
。

三
度
の
対
論
の
後
、
処
分
が
保
留
さ
れ
て
い
た
智
暹
の
『
本
尊
義
』
に
つ
い
て

は
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
九
月
に
学
林
の
所
化
中
が
『
本
尊
義
』
の
絶
版
を

諸
国
に
触
れ
回
る
よ
う
に
本
山
へ
願
い
出
た
。
こ
れ
を
受
け
て
十
月
十
四
日
に
本

山
は
本
徳
寺
に
対
し
て
『
本
尊
義
』
の
絶
版
を
命
じ
た
。
本
山
に
よ
る
二
度
目
の

介
入
は
一
度
目
よ
り
も
重
い
絶
版
命
令
で
あ
っ
た
。
こ
の
命
を
受
け
た
智
暹
は
受

諾
し
な
か
っ
た
が
、
本
徳
寺
の
勧
め
に
応
じ
て
受
け
入
れ
た
。
し
か
し
智
暹
側
は

『
本
尊
義
』
の
流
布
を
諦
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
徳
寺
を
通
し
て
本
山
へ
働
き

か
け
を
し
た
り
し
た
。
そ
の
よ
う
に
両
者
が
対
立
し
て
い
る
最
中
、
明
和
五
年（
一

七
六
八
）
五
月
十
四
日
に
智
暹
が
没
し
、
六
月
六
日
に
能
化
義
教
も
没
し
た
。

対
立
す
る
両
勢
力
と
も
中
心
事
物
を
失
っ
た
も
の
の
、
こ
の
法
論
は
続
け
ら
れ

た
。
更
に
こ
の
問
題
は
智
暹
側
に
姫
路
藩
主
酒
井
雅
楽
守
忠
恭
が
加
担
し
た
た
め

複
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
智
暹
側
と
学
林
側
と
の
対
立
だ
け
な
ら
本
願
寺
派
内

の
対
立
で
あ
る
た
め
、
本
山
に
よ
る
差
配
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
藩
と
い
う
派
外

の
勢
力
が
一
方
に
加
わ
る
と
本
山
と
し
て
も
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

し
か
し
本
山
側
と
し
て
は
能
化
法
霖
を
批
判
す
る
智
暹
側
の
主
張
を
認
め
る
わ
け

に
は
い
か
ず
、
能
化
義
教
に
よ
っ
て
論
破
さ
れ
た
『
本
尊
義
』
の
流
布
を
許
可
で

き
な
い
。
そ
こ
で
本
山
は
十
一
月
に
『
本
尊
義
』
を
改
題
し
、
内
容
も
改
変
し
た

上
で
本
徳
寺
の
蔵
版
と
す
る
な
ら
ば
流
布
を
認
め
る
と
智
暹
側
に
妥
協
を
図
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
智
暹
側
は
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
三
月
に
『
略
述
法
身
義
』

（
以
下
、『
法
身
義
』
と
す
る
）
を
上
梓
し
た
。
こ
れ
が
三
度
目
の
介
入
で
あ
る
。

こ
の
版
木
を
本
徳
寺
の
蔵
版
と
す
る
本
山
の
命
令
に
は
、
版
権
を
書
林
で
は
な
く

本
願
寺
派
内
の
寺
院
で
管
理
し
よ
う
と
し
た
本
山
の
意
図
が
見
え
て
く
る
。
冒
頭

で
述
べ
た
よ
う
に
寺
院
が
版
木
を
蔵
版
し
て
い
る
こ
と
は
、
版
権
が
そ
の
寺
院
に

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
版
木
が
書
林
に
あ
っ
た
場
合
、
書
林
の
開
版
・
販
売

の
自
主
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
開
版
の
差
し
止
め
を
行
お
う
と
す
る
と
奉

行
へ
願
い
出
て
、
そ
れ
か
ら
書
林
仲
間
へ
の
通
達
が
い
く
こ
と
に
な
る
。
公
権
力

の
介
入
は
書
林
仲
間
の
自
治
権
を
脅
か
す
も
の
と
な
る
た
め
、
書
林
仲
間
内
が
拒

否
す
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
徳
寺
の
蔵
版
と
す
る
こ
と
は
、

版
木
を
書
林
で
は
な
く
本
徳
寺
に
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
本
願
寺
派

内
で
版
木
を
管
理
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
印
刷
販
売
す
る
際
に
本
山
の
統
制
が
利

く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
見
越
し
て
本
山
は
本
徳
寺
蔵
板
で
あ
れ
ば
開
版
を
認
め

三
一



た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
『
法
身
義
』
の
主
意
は
『
本
尊
義
』
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
た
め
に
学
林
側
は
相
変
わ
ら
ず
反
対
し
て
い
た
よ
う
で
、
学
林
所
化
衆
は

五
月
に
京
都
奉
行
所
へ
『
法
身
義
』
絶
版
を
訴
え
出
た
。
こ
の
訴
え
を
奉
行
石
河

政
武
が
受
理
し
た
た
め
、
本
山
は
文
如
か
ら
九
条
家
を
通
し
て
働
き
か
け
、
五
月

末
に
訴
状
を
却
下
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
た
め
に
本
山
も
学
林
側

の
主
張
を
無
視
で
き
ず
、
門
主
法
如
の
裁
定
と
い
う
こ
と
で
、『
法
身
義
』
の
絶

版
は
で
き
な
い
が
、売
買
禁
止
す
る
こ
と
を
決
め
た
。こ
れ
が
四
度
目
の
介
入
で
、

出
版
は
認
め
る
も
の
の
売
買
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
件
か
ら
は
本

願
寺
派
の
外
で
決
着
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
本
山
の
意
向
が
見
え
て

く
る
。
奉
行
と
い
う
公
権
力
の
決
定
に
は
本
山
と
い
え
ど
も
逆
ら
え
ず
、
従
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
九
条
家
を
通
し
て
働
き
か
け
、
奉
行
に
学
林
側
の
訴
え
を

却
下
さ
せ
た
。
外
部
の
介
入
を
何
と
し
て
で
も
避
け
た
か
っ
た
の
が
本
山
の
立
場

だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
外
部
の
介
入
を
避
け
る
た
め
に
は
、
版
権
を
本
願
寺
派

の
内
部
で
管
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）『
興
復
記
』
に
対
す
る
本
山
の
対
応

次
に
三
業
惑
乱
に
お
け
る
本
山
の
出
版
介
入
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
三
業

惑
乱
は
三
業
帰
命
説
を
め
ぐ
る
法
論
で
、
学
林
側（
新
義
派
）と
在
野
の
学
僧（
古

義
派
）
と
の
対
立
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
結
局
こ
の
問
題
は
本
願
寺

派
内
で
解
決
で
き
ず
、
寺
社
奉
行
が
介
入
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
。
こ
の
三
業
惑

乱
で
は
『
興
復
記（
17
）』

に
関
し
て
本
山
の
出
版
介
入
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
そ
の
『
興
復
記
』
に
対
す
る
本
山
の
対
応
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

北
陸
中
心
に
広
ま
っ
て
い
た
「
無
帰
命
安
心
」
と
い
う
異
安
心
に
つ
い
て
、
そ

の
唱
導
者
で
あ
る
浄
願
寺
龍
養
を
糾
明
し
回
心
さ
せ
る
た
め
に
本
山
の
か
ら
功
存

が
派
遣
さ
れ
た
。
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
功
存
が
龍

養
を
回
心
さ
せ
、
越
前
国
内
の
僧
侶
を
集
め
法
談
し
て
教
誡
し
た
。
こ
の
講
説
を

筆
記
し
た
の
が『
願
生
帰
命
弁
』で
あ
る
。
こ
の
書
は
宝
暦
十
四
年（
一
七
六
四
）

一
月
に
開
版
さ
れ
た
。
功
存
の
立
場
は
身
・
口
・
意
（
心
）
の
三
つ
業
を
通
し
て

阿
弥
陀
仏
に
救
済
を
た
の
み
、
そ
こ
に
帰
命
の
相
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
明
和
六
年
四
月
に
功
存
が
第
六
代
能
化
に
就
任
し
た
た
め
、
学
林

周
辺
で
は
こ
の
三
業
帰
命
説
が
行
わ
れ
た
が
、
在
野
の
学
僧
た
ち
の
間
で
は
反
対

す
る
意
見
が
起
こ
っ
た
。
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
興
正
寺
派
の
和
泉
堺
元
立

寺
大
麟

（
18
）

が
『
真
宗
安
心
正
儀
篇
』
が
諭
駁
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
学
林
側
は
天
明

六
年
（
一
七
八
六
）
に
豊
前
の
崇
廓

（
19
）

が
『
傍
観
正
偽
篇
』、
越
前
の
玄
仗
（
20
）

が
『
弾

妄
篇
』
を
著
し
反
論
し
た
。

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
大
谷
派
の
讃
岐
高
松
西
法
寺
の
宝
厳
が
三
河
国

一
色
村
安
休
寺
善
永
と
い
う
人
物
に
仮
託
し
て
『
興
復
記
』
を
ま
と
め
た
。
こ
の

稿
本
を
入
手
し
た
書
肆
銭
屋
佐
兵
衛
（
文
箋
堂
）
は
堺
屋
嘉
七
を
願
人
と
し
て
出

版
の
願
い
を
出
し
、
開
版
が
認
め
ら
れ
る
と
堺
屋
嘉
七
か
ら
版
木
を
購
入
し
一
八

〇
冊
を
摺
っ
て
販
売
し
た
。
こ
の
『
興
復
記
』
は
当
時
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
帰

命
説
を
巡
る
書
物
で
あ
る
た
め
発
刊
と
と
も
に
流
行
し
て
し
ま
っ
た
。
学
林
側
と

し
て
は
、
こ
の
書
は
功
存
の
『
願
生
帰
命
弁
』
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
流

行
を
止
め
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
銭
屋
に
対
し
て
不
都
合
な
書
物
を
出
版
し
た
こ
と

へ
の
弁
明
を
求
め
、
申
し
開
き
が
出
来
な
い
場
合
は
絶
版
に
す
る
こ
と
を
求
め

た
。

三
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こ
の
学
林
か
ら
の
要
求
に
対
し
て
銭
屋
佐
兵
衛
は
本
山
よ
り
公
儀
に
対
し
て
願

い
出
て
、
公
儀
か
ら
本
屋
仲
間
に
対
し
て
絶
版
の
命
が
下
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
本

山
か
ら
本
屋
仲
間
に
対
し
て
公
儀
へ
出
版
の
願
い
下
げ
を
願
い
出
る
よ
う
に
依
頼

し
本
屋
仲
間
が
こ
れ
に
応
じ
た
場
合
の
二
通
り
で
あ
れ
ば
絶
版
に
応
じ
る
と
回
答

し
た
。
こ
の
回
答
に
よ
り
学
林
は
本
山
へ
働
き
か
け
、
公
儀
へ
絶
版
を
願
い
出
る

よ
う
に
動
き
出
し
た
。
そ
の
動
き
を
受
け
て
銭
屋
佐
兵
衛
は
本
山
の
御
用
書
林
で

あ
る
永
田
調
兵
衛
を
介
し
て
『
興
復
記
』
の
版
木
と
売
れ
残
っ
て
い
る
も
の
を
本

山
に
納
め
た
。
学
林
の
要
請
を
受
け
、
公
儀
の
力
を
借
り
て
銭
屋
佐
兵
衛
へ
絶
版

を
働
き
か
け
た
本
山
の
動
き
は
、
や
は
り
出
版
介
入
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
『
興
復
記
』
一
件
は
こ
れ
で
終
わ
り
を
迎
え
な
か
っ
た
。
本
山
は
京
都
奉

行
に
対
し
て
本
願
寺
派
以
外
の
僧
侶
が
著
し
た
書
物
で
も
浄
土
真
宗
の
教
義
の
書

物
に
つ
い
て
は
事
前
検
閲
を
申
し
入
れ
、
奉
行
は
こ
れ
を
認
め
た
。
本
山
と
し
て

は
学
林
の
能
化
が
著
し
た
書
物
へ
の
批
判
は
、
本
山
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
も
あ

る
の
で
、
書
物
が
出
版
流
布
さ
れ
る
前
に
止
め
た
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
本

山
の
願
い
出
に
対
し
て
本
屋
仲
間
は
、
浄
土
真
宗
の
教
義
に
関
し
て
他
派
の
本
山

に
差
し
出
し
た
事
例
は
無
く
、
こ
れ
が
先
例
と
な
っ
て
は
困
る
こ
と
を
主
張
し

た
。
こ
の
本
屋
仲
間
の
主
張
は
「
宗
派
間
の
論
争
は
出
版
書
の
応
答
を
通
じ
て
な

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（
21
）」

と
い
う
も
の
で
、
書
肆
に
よ
る
開
版
の
独
立
性
を
訴
え
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
受
け
て
奉
行
は
、
本
山
の
事
前
検
閲
の
願
い
を
取
り
下
げ
、

本
屋
仲
間
の
主
張
を
認
め
た
。
し
か
し
そ
の
後
、『
興
復
記
』
の
版
木
が
本
山
か

ら
銭
屋
佐
兵
衛
へ
な
か
な
か
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
。
書
肆
中
川
藤
四
郎
と
本
山
の

交
渉
に
よ
り
、本
屋
仲
間
へ
返
還
さ
れ
た
後
、銭
屋
佐
兵
衛
の
も
と
へ
戻
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
版
木
は
本
山
の
命
を
受
け
た
永
田
調
兵
衛
が
銭
屋
佐
兵
衛
か
ら
買

い
取
り
、蔵
版
と
し
、印
刷
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
新
た
に
流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
こ
れ
が
『
興
復
記
』
一
件
で
あ
る
。

（
四
）
本
山
に
お
け
る
開
版
の
規
制

落
着
し
た
と
思
わ
れ
る
三
業
惑
乱
は
単
な
る
学
林
の
主
張
が
一
変
し
た
だ
け
で

な
く
、
本
山
に
よ
る
学
僧
た
ち
の
言
論
統
制
に
ま
で
発
展
し
た
。
三
業
惑
乱
が
決

着
し
た
翌
年
の
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
四
月
に
本
山
は
、
惑
乱
に
よ
り
混
乱
し

た
学
林
を
立
て
直
す
た
め
に
法
制
十
三
箇
条
を
定
め
た
。
そ
の
中
に
次
の
一
条
が

あ
る
。

〈
史
料

一
〉

一

去
寅
七
月
従
公
儀
被
仰
渡
候
通
、
末
学
著
述
之
書
類
、
御
本
山
御
許
容

無
之
開
板
者
勿
論
、
弟
子
等
へ
付
与
い
た
し
候
儀
も
御
停
止
ニ
そ
う
ろ

う
、
万
一
心
得
之
者
之
お
い
て
は
、
可
為
曲
事
事
。

（『
学
林
万
検
』
巻
一（
22
））

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
書
物
の
開
版
は
勿
論
の
こ
と
、
弟
子
た
ち
へ
与
え
る
書
物
も

本
山
の
許
可
が
必
要
と
な
っ
た
。
学
林
や
地
方
の
寺
院
で
講
義
を
開
筳
し
た
際
の

講
義
録
な
ど
も
「
弟
子
等
へ
付
与
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
学
僧
の

講
義
録
は
写
本
の
形
で
寺
院
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
比
較
的
読
み
や
す

い
は
っ
き
り
と
し
た
文
字
の
カ
ナ
交
じ
り
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
講
義
録
は
、

聴
講
し
な
が
ら
書
写
し
た
と
は
考
え
難
い
。
あ
ら
か
じ
め
書
写
し
た
も
の
を
講
義

の
際
に
持
参
し
、
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
講
義
を
聞
い
た
の
だ
ろ
う
し
、
講
義
の
後

に
講
師
が
持
っ
て
い
る
講
義
録
を
借
り
て
書
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
講
義
で

用
い
た
講
義
録
も
本
山
の
許
可
が
必
要
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
書
物

三
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の
開
版
だ
け
で
な
く
講
義
の
内
容
ま
で
も
本
山
の
統
制
下
に
置
い
た
の
だ
。

学
僧
の
言
論
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
先
に
見
た
『
興
復
記
』
に
関
す
る

史
料
に
も
見
え

（
23
）

、
こ
こ
で
は
本
山
の
許
可
が
な
い
も
の
を
開
版
出
来
な
い
よ
う
に

書
林
仲
間
へ
通
知
す
る
よ
う
に
公
儀
へ
願
い
出
て
い
る（
24
）。

史
料
一
は
本
山
の
宗
派

内
に
お
け
る
通
達
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
書
林
仲
間
へ
の
通
達
依
頼
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
学
僧
の
開
版
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
本
山
の
姿
勢
が
分
か

る
。更

に
文
化
十
三
年
八
月
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
取
り
決
め
て
い
る
。

〈
史
料

二
〉

〇（
朱
筆
）「
開
板
ノ
コ
ト
」）

八
月
十
一
日
、
看
護
虎
間
ヘ
出
ル
、
以
御
書
附
被
仰
渡
候
事
、
御
一
派
之

内
著
述
之
書
類
開
板
流
布
等
之
志
願
有
之
候
ハ
ヽ
、
御
裁
断
以
後
被
仰
渡

候
通
、
御
殿
ヘ
伺
指
上
、
御
許
容
有
之
上
、
書
林
之
儀
ハ
、
永
田
調
兵
衛
・

河
南
四
郎
兵
衛
・
丁
子
屋
庄
兵
衛
・
銭
屋
七
郎
兵
衛
、
右
四
人
之
内
江
可

及
相
談
ニ

候

（『
学
林
万
検
』
巻
二
、
文
化
十
三
年（
25
））

本
山
の
許
可
を
得
た
書
物
は
永
田
調
兵
衛
、河
南
四
郎
兵
衛
、丁
子
屋
庄
兵
衛
、

銭
屋
七
郎
兵
衛
の
四
人
の
書
林
か
ら
出
版
す
る
よ
う
に
指
定
し
た
。
本
山
の
御
用

書
林
を
は
じ
め
、
本
山
に
近
い
書
林
に
開
版
さ
せ
る
こ
と
で
、
開
版
の
後
も
本
山

の
目
が
届
く
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
山
は
、
開
版
す
る
前
の
検
閲
、
そ
し
て
開
版
す
る
書
林
の
指
定

ま
で
し
て
、
学
僧
の
出
版
を
規
制
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
顛
末

こ
こ
か
ら
は
曇
龍
が
記
し
た
『
垂
鈞
卵
』
の
開
版
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
が
世
に
出
た
の
は
天
保
十
年
（
一
八
四
〇
）
で
あ
る
。
先
に

見
た
よ
う
に
、
明
和
の
法
論
と
三
業
惑
乱
を
経
た
後
、
本
山
は
学
僧
の
出
版
に
関

し
て
事
前
検
閲
を
行
う
よ
う
に
し
た
。
こ
の
通
達
が
出
さ
れ
た
後
に
こ
の
『
垂
鈞

卵
』
は
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
然
そ
の
手
続
き
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
こ
の
『
垂
鈞
卵
』
は
神
道
批
判
の
書
で
も
あ
る
の
で
、
宗
派
に
と
っ
て
は
需

要
な
書
物
で
あ
る
が
、
神
道
側
か
ら
の
出
版
介
入
が
起
こ
り
得
る
も
の
で
も
あ

る
。
そ
こ
で
こ
の
『
垂
鈞
卵
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
出
版
さ
れ
た
の
か
考
え
て

い
き
た
い
。

（
一
）『
垂
鈞
卵
』
執
筆
の
背
景

『
垂
鈞
卵
』
と
は
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
探
る
に
は
当
時

の
状
況
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
国
地
方
を
中
心
に
真
宗
と
神
道
と
の
間
で
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
中
心
に
い
た
の
が
神
道
講
釈
師
の
矢
野
守
光

（
26
）

（
佐
倉
太
夫
・
大
倉
・
大
倉
太

夫
な
ど
と
通
称
す
る
）
で
あ
る
。
守
光
は
和
泉
国
金
熊
権
現
社
の
神
職
で
あ
る
矢

野
光
済
の
子
と
し
て
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
生
ま
れ
た
。
神
道
講
釈
師
と

し
て
の
彼
の
師
は
栄
名
井
聡
翁（
甲
斐
国
二
宮
の
神
職
、
垂
加
神
道
家
）で
あ
り
、

寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
に
入
門
し
て
い
る
。

神
道
講
釈
師
と
い
う
の
は
各
地
を
旅
し
な
が
ら
神
道
に
つ
い
て
講
談
す
る
者
で

あ
る
。
そ
し
て
「
栄
名
井
聡
翁
は
九
州
滞
在
中
に
神
社
を
拠
点
と
し
て
神
道
講
釈

三
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を
行
い
つ
つ
、
神
社
の
神
主
の
子
弟
を
門
人
と
し
て
迎
え
入
れ
、
彼
ら
に
も
講
釈

を
習
わ
せ
て
講
釈
師
と
し
て
養
成
し
」、「
そ
し
て
講
釈
師
と
自
立
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
後
に
は
、
各
人
が
特
定
の
地
域
に
お
け
る
講
釈
を
担
当
す
る
こ
と
で
、
彼

ら
が
お
互
い
に
地
域
を
分
担
し
な
が
ら
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た（
27
）」
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
神
道
の
普
及
と
講
釈
師
の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
た
た

め
に
、
神
道
講
釈
師
の
活
動
は
再
生
産
さ
れ
続
け
全
国
各
地
へ
広
が
っ
て
い
っ

た
。矢

野
守
光
の
年
譜

（
28
）

に
よ
れ
ば
、
矢
野
が
初
め
て
安
芸
国
に
入
っ
た
の
は
文
化
二

年
（
一
八
〇
五
）
の
二
月
で
、
そ
の
後
は
筑
後
国
や
伊
予
国
を
ま
わ
り
、
文
化
七

年
（
一
八
一
〇
）
の
冬
か
ら
翌
文
化
八
年
に
か
け
て
再
び
安
芸
国
を
訪
れ
、
各
地

で
神
道
講
義
を
し
て
い
る
。
特
に
文
化
八
年
六
月
に
は
、
佐
伯
郡
蓮
教
寺
が
触
頭

の
仏
護
寺
に
対
し
て
矢
野
の
誹
謗
に
対
す
る
講
義
を
許
可
す
る
よ
う
願
い
を
出
し

て
い
る

（
29
）

の
で
、
安
芸
国
の
真
宗
僧
侶
に
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え

る
。
そ
の
た
め
曇
龍
は『
垂
鈞
卵
』を
執
筆
し
、
矢
野
に
真
宗
批
判
へ
の
反
論
と
、

神
道
批
判
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）『
垂
鈞
卵
』
開
版
の
経
緯

曇
龍
は
『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
経
緯
に
つ
い
て
凡
例
の
中
で
次
よ
う
に
記
し
て
い

る
。〈

史
料

三
〉

一

予
コ
ノ
書
ヲ
出
ス
コ
ト
ハ
今
ヨ
リ
二
十
九
年
前
文
化
辛
未
ニ
在
リ
、
然

ル
ニ
ソ
ノ
翌
壬
申
ノ
夏
ニ
至
リ
、
闔
國
ノ
道
俗
之
ヲ
梓
ニ
鏤
メ
テ
以
テ

世
ニ
公
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
、予
カ
就
レ

業
ノ
日
随
喜
ノ
ト
モ
カ
ラ
巻
々

ノ
成
功
ヲ
俟
チ
テ
展
轉
書
寫
ス
ル
ニ
、
魚
魯
ノ
ア
ヤ
マ
リ
多
キ
ヲ
見
ル

ヲ
以
テ
ナ
リ
、
當
レ

時
マ
タ
フ
タ
ヽ
ヒ
校
訂
ス
、
然
レ
ト
モ
故
ア
リ
テ

刻
セ
ス
、延
ヒ
テ
今
年
ニ
至
ル
、今
ヨ
リ
サ
キ
散
シ
テ
四
方
ニ
行
ハ
ル
ヽ

者
ハ
多
ク
ソ
ノ
辛
未
本
ナ
リ
、
イ
マ
剞
劂
氏
に
授
ク
ル
モ
ノ
ハ
ソ
ノ
壬

申
本
ナ
リ

一

辛
未
ノ
本
ハ
卷
數
七
ア
リ
、
然
ル
ニ
卷
ミ
ナ
紙
數
多
ク
シ
テ
觀
者
或
ハ

倦
ム
、
故
ニ
壬
申
ノ
夏
融
テ
十
二
卷
ト
ナ
シ
、
人
ヲ
シ
テ
ソ
ノ
疲
ヲ
免

レ
シ
ム

（『
真
宗
全
書
』
第
六
十
一
巻（
30
））

こ
れ
に
よ
り
出
版
に
至
っ
た
経
緯
が
見
え
て
く
る
。
曇
龍
は
文
化
八
年
に
『
垂

鈞
卵
』（
辛
未
本
）
の
執
筆
を
終
え
て
い
た
。
そ
し
て
曇
龍
門
下
の
龍
華
学
派
の

僧
侶
た
ち
は
こ
の
書
を
出
版
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。
そ
れ
は
神
官
矢
野
守
光
の
著

作
が
広
く
流
布
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
安
芸
を
中
心
に
全
国
的
に
広
ま
っ
て
い

た
矢
野
の
著
作
は
真
宗
僧
侶
に
と
っ
て
危
惧
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

矢
野
が
各
地
の
神
社
を
巡
回
し
講
釈
を
す
る
中
で
、
彼
ら
の
著
作
が
写
本
と
い

う
形
で
流
布
し
て
い
た
。
各
地
を
巡
回
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
全
国
的
に
広

く
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
矢
野
は
藩
主
に
ま
で
講
釈
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
真
宗
側
は
公
権
力
を
通
し
て
こ
の
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
は
難
し

い
状
況
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
当
時
は
対
立
す
る
宗
教
思
想
に
関
し
て
ど
の
宗
教

を
信
仰
す
る
か
は
信
者
側
の
問
題
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏

ま
え
る
と
、
矢
野
の
勢
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
真
宗
側
も
著
作
を
通
し
て
批

判
し
、
そ
れ
を
広
く
流
布
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
『
垂
鈞
卵
』

を
出
版
し
流
通
の
乗
せ
、
多
く
の
学
僧
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
す
る

三
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こ
と
が
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
諸
国
の
龍
華
門
下
は
曇
龍
に

対
し
て
『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
を
要
請
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

曇
龍
は
文
化
十
三
年
に
『
龍
華
門
標（
31
）』

を
著
し
、
学
問
の
進
む
方
向
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
龍
華
」
と
い
う
名
前
が
見
え
て
い
る
の
で
、
曇
龍
を
中

心
と
す
る
龍
華
学
派
は
、
こ
の
頃
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
龍
華
札

規（
32
）』

に
は
、
龍
華
学
派
の
学
僧
と
偽
る
僧
侶
が
多
く
い
る
た
め
、
学
派
の
僧
侶
に

対
し
て
は
身
分
を
証
明
す
る
門
鑑
を
発
行
す
る
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
龍
華
学

派
を
偽
っ
て
名
乗
る
者
が
出
る
ほ
ど
、
曇
龍
及
び
龍
華
学
派
の
名
前
が
全
国
的
に

知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
勧
学
曇
龍
の
著
作
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
出
版
す
る
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

（
三
）
本
山
へ
の
届
け
出

先
に
示
し
た
文
化
三
年
の
本
山
の
出
版
統
制
を
則
れ
ば
、
龍
華
学
派
の
僧
侶
た

ち
が
書
写
し
た
こ
と
は
写
本
の
流
布
と
な
り
本
山
に
届
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
天

保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
曇
龍
は
本
山
に
届
け
出
し
て
い
た
『
垂
期
卵
』
の
借
り

受
け
を
願
い
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
曇
龍
は
『
垂
鈞
卵
』
の
稿
本
を
本
山
に
提
出

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〈
史
料

四
〉

奉
願
口
上
之
覚

マ
マ

一

拙
僧
兼
而
著
述
仕
候
而
、
御
殿
江
奉
差
上
候
垂
釣
卵
全
部
七
巻
、
此
節

暫
時
拝
借
被
仰
付
被
為
下
候
様
奉
願
候

以
上

万
行
寺
印

申
六
月
廿
五
日

曇
龍
判

御
本
山

御
役
人
中

（『
筑
前
国
諸
記
』
天
保
七
年（
33
））

い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
、
既
に
届
け
出
し
て
し
て
い
る
『
垂
鈞
卵
』
を
借
り

マ
マ

出
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
史
料
に
「
垂
釣
卵
全
部
七
巻
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
本
山
に
提
出
し
た
の
は
初
稿
の
辛
未
本
の
七
巻
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。『
垂
鈞
卵
』
が
完
成
し
て
す
ぐ
に
本
山
に
届
け
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

曇
龍
自
身
が
凡
例
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
門
弟
の
間
で
書
写
さ
れ
広
ま
っ
た
の

は
こ
の
辛
未
本
で
あ
っ
た
。本
山
が
出
し
た
規
則
に
従
い
、こ
の
本
を
書
写
に
よ
っ

て
流
布
さ
せ
る
た
め
に
届
け
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
凡
例
に
よ
れ
ば
、『
垂
鈞
卵
』
出
版
の
声
を
聞
い
た
曇
龍
は
開
版
に
向

け
て
校
訂
作
業
を
進
め
た
。
門
弟
た
ち
が
書
写
し
た
も
の
は
、
字
形
が
似
て
い
る

こ
と
に
よ
る
文
字
の
写
し
損
じ
が
多
く
見
つ
か
り
、
再
び
校
訂
す
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
だ
。
し
か
し
校
訂
が
済
ん
だ
も
の
は「
故
ア
ッ
テ
」出
版
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
「
故
」
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
山
が
学
僧
の
出
版
物
に
関
し
て

事
前
検
閲
を
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
手
続
き
な
ど
に
時
間
が
要
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
『
垂
鈞
卵
』
開
版
の
許
可
が
下
り
た
。

〈
史
料

五
〉

御
尋
ニ
付
申
上
候
口
上
之
覚

一
私
義
、
著
述
仕
置
候
垂
鈞
卵
開
版
之
儀
先
達
而
奉
願
候
処
、
此
節
願
之
通

御
免
被
仰
付
重
ヽ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
私
義
只
今
老
年
ニ
及
罷
在
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候
ヘ
ハ
、
今
日
ニ
而
も
命
終
之
跡
自
然
他
ゟ
破
外
も
有
之
時
、
社
中
之
内

反
破
仕
可
申
仁
体
有
之
哉
否
御
尋
被
仰
付
奉
畏
候
、
則
雲
州
意
宇
郡
雲
江

西
福
寺
隠
居
徹
外
、
幷
石
州
浜
田
光
西
寺
二
男
泰
空
、
此
両
人
何
レ
茂
国

学
聞
江
有
之
、
神
道
之
儀
当
年
錬
磨
仕
居
申
候
間
、
此
段
御
聞
置
被
為
下

及
死
後
自
然
之
儀
有
御
座
候
ハ
ヽ
、
何
ケ
様
と
も
御
取
計
被
成
下
候
様
奉

願
候
、
為
念
此
旨
奉
申
上
置
候
、
以
上

筑
前
万
行
寺

戌
正
月

大
行
房
印

御
蔵
板
懸
り

御
役
人
中

（『
筑
前
国
諸
記
』
天
保
九
年（
34
））

願
い
を
出
し
て
い
た
『
垂
鈞
卵
』
の
開
版
の
許
可
が
降
り
た
こ
と
に
よ
り
『
垂

鈞
卵
』
が
出
版
に
向
け
て
動
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
史
料

五
〉
の
後
半
部
分
は
、
出
雲
州
国
意
宇
雲
江
西
福
寺
の
隠
居
徹

外
と
、
石
見
国
浜
田
光
西
寺
の
泰
空
と
が
国
学
の
聞
こ
え
が
あ
り
、
い
ず
れ
は
こ

の
両
名
と
筆
論
を
交
わ
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
安
芸
周
辺

の
出
雲
や
石
見
に
も
神
道
へ
転
向
し
よ
う
と
す
る
僧
侶
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
僧
侶
が
次
々
に
出
て
く
る
こ
と
を
慮
っ
た
た
め
、
龍
華
学
派
の
門
弟

た
ち
が
神
道
批
判
の
書
で
あ
る『
垂
鈞
卵
』の
刊
行
を
切
望
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

（
四
）
垂
鈞
卵
の
版
本

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
垂
鈞
卵
』
の
一
つ
に
「
大
行
房

藏
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
て
、
初
篇
一
冊
目
の
見
返
し
に
「
天
保
十
己
亥
秋

寄
附

曇
龍
師
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る

（
35
）

。
こ
の
識
語
に
よ
り
、
こ

れ
が
『
垂
鈞
卵
』
の
初
版
本
と
考
え
ら
れ
る
。
初
篇
七
冊
、
後
篇
五
冊
か
ら
な
る

十
二
冊
本
で
あ
る
。

初
篇
は
7
冊
目
に
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
の
雪
象

（
36
）

の
跋
文
が
納
め
ら
れ
て
い

る
た
め
、
天
保
十
年
の
跋
刊
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
識
語
に
よ
り
、
初
篇
七
冊

は
天
保
十
年
秋
に
は
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
。
後
篇
の
末
尾
の

刊
記
に
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
と
あ
る
の
で
、
後
篇
五
冊
は
初
篇
が
刊
行

さ
れ
て
二
年
の
後
に
世
に
出
た
こ
と
が
分
か
る
。

初
篇
と
後
篇
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
後
篇
の
目
次
の
字
体
が
初
篇
の
序
文
・

本
文
や
後
篇
の
本
文
と
違
う
こ
と
が
分
か
る
。
後
篇
の
目
次
に
は
「
師
時
臥
病
門

人

釋
玄
雄
謹
識
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
後
篇
の
目
次
は
『
垂
鈞
卵
』
本
文
の
彫

刻
が
終
わ
っ
た
後
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
病
床
の
曇
龍
に
代
わ
り
、

門
人
の
玄
雄
が
『
垂
鈞
卵
』
後
篇
の
開
版
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
篇
の
末
尾
の
刊
記
に
は
「
大
行
房
蔵
版
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
垂
鈞
卵
』

の
版
権
が
大
行
房
、
つ
ま
り
曇
龍
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
取
次
所
と

し
て
丁
子
屋
荘
兵
衛
（
庄
兵
衛
）
と
河
内
屋
新
次
郎
の
名
が
あ
る
。
丁
子
屋
庄
兵

衛
は
本
山
が
指
定
し
た
書
林
で
あ
る
の
で
、
曇
龍
は
こ
の
丁
子
屋
庄
兵
衛
に
開
版

の
実
務
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
。

大
宮
図
書
館
に
は
「
大
行
房
藏
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
『
垂
鈞
卵
』
が
も
う

一
部
あ
る

（
37
）

。
こ
の
本
の
末
尾
に
は
寄
贈
印
が
お
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
大
正

三
年
（
一
九
一
四
）
に
藏
經
書
院
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ

の
本
に
は
朱
墨
に
よ
る
句
点
や
く
ず
し
字
を
楷
書
に
書
き
直
し
た
書
入
れ
が
あ

る
。
藏
經
書
院
は
『
真
宗
全
書
』
刊
行
し
た
書
店
で
、『
垂
鈞
卵
』
は
大
正
二
年
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（
一
九
一
三
）
一
月
に
刊
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
本
が
『
真
宗
全
書
』
に

載
せ
ら
れ
た
『
垂
鈞
卵
』
の
原
本
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
、
刊
記
の
版
元
が
菱
屋
友
七
郎
と
な
っ
て
い
る
本
も
あ
る（
38
）。

こ
れ
は

初
篇
の
一
冊
目
の
序
文
の
後
に
雪
象
の
跋
文
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
初
版
本

が
刊
行
さ
れ
た
後
に
出
版
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
本
も
前
述
し
た
版
本
と
同
様
の
構
成
で
あ
り
、
同
様
の
字
体
が
あ

る
た
め
初
版
本
で
あ
る
。

（
五
）
二
つ
の
募
縁

こ
の
『
垂
鈞
卵
』
に
は
二
つ
の
募
縁
簿
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
表
紙
に
『
垂
鈞

卵
彫
刻
募
縁
簿（
39
）』（

以
下
、『
募
縁
簿
』
と
省
略
す
る
）
に
書
か
れ
た
刷
り
物
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
『
垂
鈞
卵
』
初
版
本
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
「
彫
刻
募
縁（
40
）」

の
名
簿
で
あ
る
。

ま
ず
刷
り
物
の
『
募
縁
簿
』
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
の
全
文
を
翻
刻
し
た
も

の
を
次
に
示
す
。

〈
史
料

六
〉

垂
鈞
卵
ハ
勧
学
曇
龍
和
上
の
著
述
に
し
て

一
部
七
巻
四
百
四
十
一
帋
あ
り
そ
の
中
廣
く
儒
佛

神
三
道
よ
り
諸
子
百
家
の
書
を
引
魂
滅
せ
さ
る

事
は
儒
仏
神
三
道
い
つ
れ
も
朽
な
し
き
旨
を

あ
き
ら
か
に
し

天
照
太
神
八
幡
大
菩
薩
の
御
託
宣
全
く
佛
教
に
符

合
す
る
趣
を
辯
し

聖
徳
太
子
鎌
子
内
大
臣
吉
田
兼
倶
正
し
く
此
大
道
を

ふ
む
て
少
も
わ
た
く
し
の
御
計
ひ
な
し
と
決
し

御
代
々
の

聖
天
子

賢
将
軍
の
御
政
こ
れ
よ
り
出
た
れ
ハ
千
古
に
確
立
し

て
毫
も
動
か
す
へ
き
に
あ
ら
さ
る
事
を
明
か
に
し

四
海
の
道
俗
正
義
に
帰
し
一
大
事
を
あ
や
ま
ら

さ
る
近
み
ち
を
し
る
さ
れ
た
り
依
て
し
こ
れ
を
も
と

め
む
と
す
れ
と
も
巻
数
既
に
七
に
お
よ
ひ
紙
数

ま
た
少
な
か
ら
ね
は
そ
の
事
か
な
ひ
か
た
く
何
と
そ

梓
に
鏤
め
て
こ
れ
を
世
に
公
に
せ
む
と
五
三
の
同
社

議
し
侍
れ
と
財
た
く
つ
い
ゆ
る
事
な
れ
は
あ

ま
ね
く
護
法
の
君
子
に
募
り
て
多
少
の
銭
財
を
す

て
ゝ
此
志
を
た
す
け
む
事
を
希
ふ
と
云
爾

發
起
頭

德
榮
寺

義
圓

福
岡

光
圓
寺

大
振

同

建
立
寺

法
龍

同

妙
徳
寺

麟
兮

同

専
立
寺

紫
溟

嘉
麻
郡
長
源
寺

寶
雲

宗
像
郡
正
蓮
寺

玄
雄
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宗
像
郡
寶
蓮
寺

正
観

早
良
郡
浄
泉
寺

曇
溟

同

教
善
寺

無
尽

志
摩
郡
専
光
寺

寂
音

上
座
郡
勧
正
寺

珠
山

肥
後
國
光
照
寺

鍼
水

御
國
内

惣
社
中

（『
妙
徳
寺
資
料
』
所
蔵
典
籍
目
録
、
版
本
一
一
六
）

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
『
募
縁
簿
』
は
福
岡
藩
の
触
頭
で
あ
る
徳
栄
寺
を
発
起

人
の
頭
と
し
、
福
岡
藩
内
の
寺
院
や
曇
入
門
下
の
正
蓮
寺
遠
藤
玄
雄

（
41
）

、
光
照
寺
原

口
針
水

（
42
）

の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
周
辺
の
寺
院
や
門
徒
た
ち
に
配
布
さ
れ
た

も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
の『
募
縁
簿
』が
作
成
さ
れ
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、

妙
徳
寺
第
十
一
世
麟
兮
の
名
前
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
麟
兮
が
妙
徳
寺
の
歴
代
と

な
っ
た
天
保
七
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
山
に
よ
る
厳
し
い
出

版
統
制
を
踏
ま
え
る
と
、
開
版
許
可
が
下
り
た
天
保
九
年
以
降
と
考
え
る
の
が
妥

当
だ
ろ
う
。

曇
龍
と
麟
兮
の
関
係
で
あ
る
が
、
妙
徳
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
に
曇
龍
著

述
の
『
禮
讃
引
釋
義

上
下（
43
）』、『

真
宗
唯
識
轍（
44
）』、『

大
経
和
讃
聴
記

上（
45
）』

が
あ

り
、『
真
宗
唯
識
轍
』
に
は
「
柳
光
山
妙
徳
寺
麟
兮
主
」
の
識
語
、
及
び
麟
兮
の

蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
『
大
経
和
讃
聴
記

上
』
に
は
「
文

政
十
亥
天
夏
五
月
朔
日
開
筳
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、麟
兮
が
曇
龍
の
講
義
を
受
け
、

さ
ら
に
著
述
を
書
写
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
麟
兮
に
と
っ
て
曇
龍
は
師
で

あ
っ
た
わ
け
だ
。
そ
の
た
め
『
垂
鈞
卵
』
の
開
版
の
発
起
人
の
一
人
と
し
て
名
乗

り
を
挙
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
の
「
彫
刻
募
縁
」
は
『
垂
鈞
卵
』
初
版
本
の
後
篇
の
末
尾
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
史
料

七
〉

彫
刻
募
縁

金
千
疋

泉
州

和
泉
屋
吉
兵
衛

同
三
両

大
阪

神
崎
屋
平
九
郎

同
壹
両

仝

嶋
屋
伊
兵
衛

同
壹
両
二
歩

仝

和
泉
屋
新
右
衛
門
母

志

仝

播
磨
屋
七
兵
衛

志

仝

河
内
屋
久
兵
衛

金
二
両

仝

加
嶋
屋
武
助

同
二
両

仝

関

谷

同
二
両

仝

灘
屋
利
三
郎

同
壹
両

仝

神
嵜
屋
良
助

同
二
歩

仝

丸
太
屋
十
藏

同
二
歩

仝

和
泉
屋
妙
照

（『
垂
鈞
卵
』
後
篇
）

こ
の
「
彫
刻
募
縁
」
は
玄
雄
が
記
し
た
後
篇
の
目
次
と
字
体
が
似
て
お
り
、
本

文
の
字
体
と
異
な
る
の
で
、
恐
ら
く
、
後
篇
の
目
次
と
共
に
後
に
組
み
入
れ
ら
れ

た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
は
大
阪
を
中
心
と
し
た
商
家
の
主
人
た
ち
の
名
前
が
あ
が
っ
て
い
る
。

十
二
名
の
屋
号
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
十
二
名
が
複
数
の
家
の
者

三
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た
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
崎
屋
平
九
郎
（
46
）

は
大
坂
雑
魚
場
を
代
表
す
る
魚
問

屋
で
あ
り
、
灘
屋
利
三
郎
は
そ
の
親
類
で
あ
る
。「
和
泉
屋
妙
照
」
は
和
泉
屋
の

隠
居
し
た
者
と
考
え
ら
れ
、「
和
泉
屋
新
右
衛
門
母
」
と
と
も
に
家
の
主
人
で
は

な
い
者
で
あ
る
。
こ
の
一
家
の
主
人
で
な
い
者
も
寄
付
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の

募
縁
が
商
家
の
主
人
が
一
家
一
門
を
代
表
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
一
人
一

人
が
個
人
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
見
た
『
募
縁
簿
』

に
は
僧
侶
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
僧
侶
の
先
に
彫
刻
募
縁
の
一
人

一
人
が
居
り
、
こ
れ
ら
個
人
の
浄
財
に
よ
り
『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
が
叶
っ
た
こ
と

は
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
願
寺
派
の
門
徒
は
各
地
に
講
の
組
織
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
山
な
ど
の
寺
院
に

物
品
を
納
め
る
講
や
、
地
域
の
特
産
物
を
納
め
る
講
な
ど
が
あ
っ
た

（
47
）

。
寄
付
す
る

行
為
が
信
仰
の
現
れ
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。『
募
縁
簿
』
に
よ
っ
て
寄
付
を
し
た

門
徒
た
ち
も
、「
彫
刻
募
縁
」
の
個
人
も
、
直
接
的
に
曇
龍
と
の
関
わ
り
合
い
が

薄
い
者
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
『
垂
鈞
卵
』
へ
の
寄
付
を
行
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
仏
書
の
開
版
の
背
景
に
、
門
徒
た
ち
の
寄
付
が
あ
り
、
そ

れ
も
信
仰
の
一
つ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
小
額
の
寄
付
だ
か
ら
こ
そ
個
人
と
し
て

の
信
仰
か
ら
の
寄
付
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
結

本
稿
で
は
本
願
寺
派
に
お
け
る
学
僧
の
出
版
に
関
し
て
本
山
の
規
制
と
学
僧
の

開
版
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

明
和
の
法
論
と
三
業
惑
乱
を
経
て
、
本
山
は
学
僧
の
著
書
の
出
版
に
統
制
を
加

え
た
。
智
暹
の
例
で
は
、
本
徳
寺
の
蔵
版
と
す
る
こ
と
で
、
版
権
で
あ
る
版
木
を

著
者
で
も
な
い
書
林
で
も
な
い
第
三
者
に
管
理
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
出

版
と
流
通
を
規
制
し
た
の
で
あ
る
。『
興
復
記
』
一
件
で
も
や
は
り
版
権
が
問
題

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
本
山
は
学
僧
が
出
版
す
る
際
の
書
林
を
指
定
し
た
。
学
林

能
化
の
解
釈
を
批
判
す
る
学
僧
の
書
物
の
流
布
を
防
ぐ
た
め
に
、
開
版
す
る
著
作

を
本
山
に
提
出
さ
せ
事
前
検
閲
も
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
統
制
を
図
る

こ
と
で
、
論
争
の
芽
を
摘
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
統
制
が
敷
か
れ
た
後
に
出
版
さ
れ
た
の
が
曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
で

あ
っ
た
。
曇
龍
は
初
稿
が
成
っ
た
後
に
本
山
に
提
出
し
、
開
版
の
許
可
を
願
い
出

て
い
た
。
本
山
が
出
し
た
規
制
に
従
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
着
目
す

べ
き
こ
と
は
『
垂
鈞
卵
』
が
曇
龍
の
蔵
版
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
本
山
は
版
権
を
本
願
寺
派
内
で
管
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
書
林

で
は
な
く
派
内
の
寺
院
や
僧
侶
に
版
権
を
持
た
せ
て
、
本
山
の
指
示
に
従
わ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。『
垂
鈞
卵
』
も
曇
龍
の
蔵
版
で
あ
る
た
め
、
何
か
問
題
が

起
き
た
場
合
は
曇
龍
に
絶
版
及
び
流
布
の
禁
止
が
出
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
学
僧
側
も
開
版
す
る
際
に
は
、
先
々
の
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
許
可
を
得
て
開
版
す
る
際
に
は
、
福
岡
の
曇
龍
門
下
の
僧
侶
た
ち
が
中

心
と
な
っ
て
資
金
を
集
め
て
お
り
、
さ
ら
に
は
大
坂
の
商
人
た
ち
が
寄
付
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
の
裏
に
は
多
く
の
人
々
の
支

え
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

最
後
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
本
稿
を
結
ぶ
。
三
業
惑
乱
以
後
に
出
さ
れ
た
本

山
の
規
制
の
影
響
が
ど
こ
ま
で
及
ん
で
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
し
て
挙
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げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
回
は
曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
を
取
り
上
げ
た
が
、
曇
龍
以
外

の
学
僧
の
著
作
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
出
版
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
探
れ

ば
、
本
山
の
規
制
の
影
響
が
見
え
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
版
権
の
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
学
僧
の
蔵
版
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
鍵
と
な
り
、
惑
乱
以
前
と
以
後
の
学

僧
た
ち
の
蔵
版
本
の
出
版
数
を
比
較
す
れ
ば
影
響
の
大
き
さ
が
見
え
て
く
だ
ろ

う
。そ

し
て
曇
龍
の
『
垂
鈞
卵
』
の
出
版
に
は
個
人
の
寄
付
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
他
の
学
僧
の
出
版
物
も
こ
の
よ
う
な
寄
付
が
あ
っ
た
の
か
、
僧
侶
以
外
の
者

の
出
版
で
は
ど
う
か
な
ど
を
見
て
い
く
と
、
近
世
出
版
の
一
つ
の
性
格
が
浮
か
ん

で
く
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）
中
野
三
敏『
和
本
の
す
す
め
』（
岩
波
新
書
一
三
三
六
、
二
〇
一
一
年
）五
七
頁
。

ま
た
版
木
に
関
し
て
は
中
野
三
敏
『
書
誌
学
講
義

江
戸
の
板
本
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
五
年
）
を
参
考
に
し
た
。
和
本
に
つ
い
て
は
橋
口
侯
之
介
『
和
本

入
門
―
千
年
生
き
る
書
物
の
世
界
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
）・『
和
本
へ
の
招
待

―
日
本
人
と
書
物
の
歴
史
』角
川
選
書
四
九
二
、
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
）

な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
2
）
中
野
氏
二
〇
一
一
、
五
八
頁

（
3
）
曇
龍
に
つ
い
て
は
井
上
哲
雄
『
真
宗
本
派
学
僧
逸
伝
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
七

九
。
以
後
、『
学
僧
逸
伝
』
と
略
す
）
二
二
四
〜
二
三
○
頁
を
参
照
。

（
4
）
大
瀛
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』一
九
三
頁
〜
二
〇
二
頁
を
参
照
。

（
5
）
著
書
と
し
て
は
『
近
世
宗
教
世
界
に
お
け
る
普
遍
と
特
殊
―
真
宗
信
仰
を
素
材

と
し
て
―
』（
日
本
仏
教
史
研
究
叢
書
、
法
藏
館
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
論

文
は
「
三
業
惑
乱
―
「
異
安
心
」
に
み
る
近
世
仏
教
の
一
特
質
」（『
史
学
研
究
』

二
二
一
号
、
廣
島
史
學
研
究
會
、
一
九
九
八
年
）、「
真
宗
談
義
本
の
近
世
的
展

開
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
五
号
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
）、「
文
字
化
す
る

宗
教
知
の
ゆ
く
え
―
備
後
国
沼
隈
郡
大
東
坊
蔵
書
を
事
例
と
し
て
」（『
福
山
大

学
人
間
文
化
学
部
紀
要
』十
一
号
、
福
山
大
学
人
間
文
化
学
部
、
二
〇
一
一
年
）、

「
近
世
真
宗
学
僧
の
「
遺
書
」
争
奪
戦
：
�
書
物
の
時
代
�
と
学
統
継
承
の
か

た
ち
」（『
福
山
大
学
人
間
文
化
学
部
紀
要
』
十
三
号
、
福
山
大
学
人
間
文
化
学

部
、
二
〇
一
三
年
）「「
読
書
」
と
「
異
端
」
の
江
戸
時
代
：
真
宗
教
団
を
事
例

と
し
て
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』十
二
号
、「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」

研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）、「
日
本
近
代
仏
書
出
版
史
序
説
」（『
宗
教
研
究
』
九

〇
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
六
年
）「
仏
書
と
僧
侶
・
信
徒
」（
横
田
冬
彦

編
『
本
の
文
化
史
1

読
書
と
読
者
』
平
凡
社
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）「
三
業
惑
乱
と
本
屋
仲
間
―
『
興
復
記
』
出
版
の
波
紋
―
」（『
書
物
・
出
版
と
社

会
変
容
』
九
号
、「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）

（
7
）
著
書
と
し
て
『
近
世
仏
書
の
文
化
史
：
西
本
願
寺
教
団
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
』（
法

蔵
館
、
二
〇
一
八
年
）
が
あ
る
。

（
8
）
明
和
の
法
論
お
よ
び
三
業
惑
乱
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
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
務

所
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
9
）
智
暹
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』二
二
四
頁
〜
二
三
〇
頁
を
参
照
。

（
10
）
法
霖
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』二
八
九
頁
〜
二
九
二
頁
を
参
照
。

四
一



（
11
）
義
教
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
五
三
頁
〜
五
五
頁
を
参
照
。

（
12
）
本
徳
寺
は
「
蓮
如
宗
主
の
孫
実
玄
の
と
き
か
ら
寺
号
を
名
乗
る
。
近
世
に
入
っ

て
も
准
如
宗
主
の
子
准
円
が
入
寺
に
、
良
如
宗
主
の
娘
閑
と
婚
姻
を
結
ん
で
い

る
。
あ
ら
に
明
和
三
年
四
月
、
法
如
宗
主
の
娘
美
喜
と
本
徳
寺
法
静
と
が
婚
姻

し
て
い
た
。
本
徳
寺
は
一
族
寺
院
と
し
て
本
山
と
の
関
係
が
深
く
、
近
世
を
通

じ
て
本
山
を
支
え
る
有
力
寺
院
だ
っ
た
」（
前
掲
注
（
8
）『
本
願
寺
史
』
三
一

六
頁
）。

（
13
）
天
倪
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』二
四
八
頁
〜
二
四
九
頁
を
参
照
。

（
14
）
両
者
へ
の
処
分
は
智
暹
側
に
は
「
聖
教
や
学
林
の
著
述
の
文
義
に
つ
い
て
十
分

に
会
釈
す
る
こ
と
、
弟
子
中
は
一
味
和
合
す
る
こ
と
、
能
化
を
邪
義
と
す
る
輩

に
つ
い
て
は
制
禁
と
す
べ
き
こ
と
、『
本
尊
義
』
に
つ
い
て
は
追
っ
て
沙
汰
す
る

こ
と
な
ど
」
が
、
学
林
側
に
は
「
文
義
の
評
論
も
あ
る
が
、
一
味
和
合
し
て
こ

れ
ま
で
の
こ
と
は
和
順
す
る
こ
と
、
先
の
能
化
へ
の
誹
謗
は
停
止
さ
せ
る
こ
と

な
ど
」
が
仰
せ
渡
さ
れ
た
。
な
お
、
智
暹
を
は
じ
め
門
人
数
名
に
対
し
て
は
「
旅

宿
遠
慮
・
差
控
」
が
、
学
林
の
功
存
・
継
成
・
天
倪
に
も
「
旅
宿
遠
慮
」
が
出

さ
れ
、
両
者
と
も
謹
慎
さ
れ
ら
れ
て
い
る
。（
前
掲
注
（
8
）『
本
願
寺
史
』
二

巻
、
三
二
二
頁
）

（
15
）
功
存
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』一
〇
一
頁
〜
一
〇
六
頁
を
参
照
。

（
16
）
継
成
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
七
七
頁
を
参
照
。

（
17
）『
興
復
記
』
に
関
し
て
は
『
興
復
記
一
件
』（
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
、
請

求
番
号022

／135
／1

）
が
あ
る
。『
興
復
記
』
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
先
行

研
究
と
し
て
は
前
掲
注
（
6
）
の
小
林
氏
に
研
究
が
あ
る
。
ま
た
万
波
氏
の
前

掲
注
（
7
）
に
も
、
こ
の
一
件
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
二
七
二
〜
二
七

四
頁
）、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
18
）
大
麟
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
二
一
六
頁
を
参
照
。

（
19
）
崇
廓
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
一
七
九
頁
を
参
照
。

（
20
）
玄
仗
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
八
七
頁
〜
八
八
頁
を
参
照
。

（
21
）
前
掲
注
（
6
）
六
頁
。

（
22
）『
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
』（
史
料
編
第
一
巻
、
龍
谷
大
学
）、
二
九
三
頁

（
23
）
前
掲
注
（
17
）『
興
復
記
一
件
』
文
化
十
三
年
子
年
。

（
24
）
万
波
氏
は
こ
の
願
い
が
許
可
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
25
）
前
掲
注
（
22
）
三
五
五
頁
。

（
26
）
矢
野
守
光
に
関
し
て
は
、
小
林
准
士
「
神
道
講
釈
師
の
旅
と
神
仏
論
争
の
展
開

―
矢
野
佐
倉
太
夫
の
活
動
に
即
し
て
―
」（
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
『
社
会
文

化
論
集
』
七
号
、
島
根
大
学
法
文
学
部
、
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。
こ
の
他
、

真
宗
と
神
道
に
関
し
て
は
小
林
氏
に
「
神
祇
礼
拝
論
争
と
近
世
真
宗
の
異
端
性

：
讃
岐
国
に
お
け
る
了
空
と
教
乗
の
論
争
の
検
討
」（『
歴
史
評
論
』七
四
三
号
、

歴
史
科
学
協
議
会
、
二
〇
一
二
年
）、「
近
世
真
宗
に
お
け
る
神
祇
不
帰
依
の
宗

風
を
め
ぐ
る
争
論
の
構
造
と
展
開
」（『
史
林
』
九
六
・
四
号
、
史
学
研
究
会
、

二
〇
一
三
年
）、「
近
世
真
宗
に
お
け
る
神
祇
不
帰
依
と「
神
道
」論
の
特
質
」（
島

根
大
学
法
文
学
部
紀
要
『
社
会
文
化
論
集
』
十
一
号
、
島
根
大
学
法
文
学
部
、

二
〇
一
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。
引
野
氏
に
も
「
近
世
真
宗
に
お
け
る
神
祇
不
拝

の
実
態
―
真
宗
地
帯
安
芸
を
事
例
と
し
て
」（『
地
方
史
研
究
』
五
一
・
三
号
、

二
〇
〇
一
年
）、「
近
世
中
後
期
に
お
け
る
地
域
神
職
編
成
：
「
真
宗
地
帯
」
安

芸
を
事
例
と
し
て
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
一
・
十
一
号
、
史
学
会
、
二
〇
〇
二

年
）、「
近
世
後
期
の
神
道
講
談
と
庶
民
教
化
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』六
・

四
二



二
号
、
日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
二
〇
〇
二
年
）、「
近
世
真
宗
門
徒
の
日
常
と

神
祇
信
仰
―
安
芸
国
山
県
郡
を
事
例
と
し
て
」（『
民
衆
史
研
究
』
六
五
、
民
衆

史
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
）、「
鎮
守
の
ご
本
尊
：
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
仏
習

合
の
一
事
例
」（『
福
山
大
学
人
間
文
化
学
部
紀
要
』
六
号
、
福
山
大
学
人
間
文

化
学
部
、
二
〇
〇
六
年
）、「
神
道
講
釈
師
玉
田
永
教
の
庶
民
教
化
と
神
祗
管
領

長
上
吉
田
家
」（『
宗
教
研
究
』七
九
・
四
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
六
年
）

な
ど
が
あ
る
。

（
27
）
前
掲
注
（
26
）
小
林
氏
「
神
道
講
釈
師
の
旅
と
神
仏
論
争
の
展
開
―
矢
野
佐
倉

太
夫
の
活
動
に
即
し
て
―
」、
十
八
頁
。

（
28
）
前
掲
注
（
26
）
小
林
氏
「
神
道
講
釈
師
の
旅
と
神
仏
論
争
の
展
開
―
矢
野
佐
倉

太
夫
の
活
動
に
即
し
て
―
」

（
29
）
前
掲
注
（
26
）、
引
野
氏
「
神
道
講
釈
師
玉
田
永
教
の
庶
民
教
化
と
神
祗
管
領
長

上
吉
田
家
」

（
30
）『
真
宗
全
書
』
第
六
十
一
巻
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
。

（
31
）
鷺
山
智
英
、
八
嶋
義
之
、
小
林
知
美
、
田
鍋
隆
男
、
樋
口
す
み
、
高
松
麻
美
、

木
本
拓
哉
「
博
多
萬
行
寺
所
蔵
『
龍
華
門
標
』、『
龍
華
札
規
』、『
龍
華
門
條
』

翻
刻
」（
筑
紫
女
学
園
大
学
人
間
文
化
研
究
所
『
人
間
文
化
研
究
所
年
報
』
二
八

号
、
二
〇
一
八
年
）

（
32
）
前
掲
注（
31
）「
博
多
萬
行
寺
所
蔵『
龍
華
門
標
』、『
龍
華
札
規
』、『
龍
華
門
條
』

翻
刻
」

（
33
）
星
野
元
貞
編
『
筑
前
国
諸
記
』（
本
願
寺
史
料
集
成
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
三

年
）「
天
保
七
年
」
三
五
三
頁
。

（
34
）
前
掲
注
（
33
）『
筑
前
国
諸
記
』「
天
保
九
年
」
三
七
〇
頁
〜
三
七
一
頁
。

（
35
）
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
、
請
求
番
号164

／10
－
Ｗ
／1
～
12

（
36
）
雪
象
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
一
六
五
頁
を
参
照
。

（
37
）
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
、
請
求
番
号164

／53
－
Ｗ
／1
～
12

（
38
）
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
、
請
求
番
号164

／51
－
Ｗ
／1
～
12

（
39
）
浄
土
真
宗
文
化
財
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
西
国
浄
土
真
宗
文
化
財
調
査
研

究
報
告
書
（
五
）
妙
徳
寺
資
料
』（
筑
紫
女
学
園
大
学

人
間
文
化
研
究
所
モ
ノ

グ
ラ
フ
シ
リ
ー
ズ
第
四
号
、
二
〇
一
年
）

（
40
）
大
宮
図
書
館
所
蔵
の
『
垂
鈞
卵
』
の
内
、
前
掲
注
（
35
）、（
36
）
に
二
本
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）
玄
雄
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
3
）『
学
僧
逸
伝
』
九
二
頁
〜
九
三
頁
を
参
照
。

（
42
）
針
水
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
3
）『
学
僧
逸
伝
』一
五
五
頁
〜
一
五
六
頁
を
参
照
。

（
43
）
前
掲
注（
39
）『
西
国
浄
土
真
宗
文
化
財
調
査
研
究
報
告
書（
五
）妙
徳
寺
資
料
』、

資
料
目
録

典
籍
類
、
写
本
一
二
八
。

（
44
）
前
掲
注（
39
）『
西
国
浄
土
真
宗
文
化
財
調
査
研
究
報
告
書（
五
）妙
徳
寺
資
料
』、

資
料
目
録

典
籍
類
、
写
本
一
二
九

（
45
）
前
掲
注（
39
）『
西
国
浄
土
真
宗
文
化
財
調
査
研
究
報
告
書（
五
）妙
徳
寺
資
料
』、

資
料
目
録

典
籍
類
、
写
本
一
五
六

（
46
）
神
崎
平
九
郎
に
関
し
て
は
森
本
幾
子
氏
の
研
究
が
あ
る
。「
近
世
大
坂
商
家
の
婚

礼
：
雑
喉
場
魚
問
屋
・
神
崎
屋
平
九
郎
家
を
事
例
と
し
て
」（『
な
に
わ
』
大
阪

文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）、「
近
世
大
坂
商
家
に
お
け
る
追

善
供
養
と
食
：
雑
喉
場
魚
問
屋
神
崎
屋
平
九
郎
家
の
追
善
供
養
」（『
な
に
わ
』

大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
、「
商
家
の
葬
礼
と
人
間
関
係

―
大
坂
雑
喉
場
の
魚
問
屋
・
神
崎
屋
平
九
郎
家
の
人
脈
形
成
」（
宇
佐
美
英
機
・

四
三



藪
田
貫
編
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
1

都
市
の
身
分
願
望
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
〇
年
）。

（
47
）
前
掲
注
（
8
）『
本
願
寺
史
』
一
五
五
頁
。

（
木
本
拓
哉
：
人
間
文
化
研
究
所

客
員
研
究
員
）

四
四



木

本

拓

哉

―
本
山
の
介
入
と
曇
龍
『
垂
鈞
卵
』
の
開
版
―

本
願
寺
派
に
お
け
る
学
僧
の
出
版
に
関
し
て

第
三
十
号

二
〇
一
九
年

人
間
文
化
研
究
所
年
報

筑
紫
女
学
園
大
学


