
漢

文

訓

読

史

研

究

の

課

題

と

構

想

一
、
漢
文
訓
読
史
の
把
え
方

漢
文
訓
読
史
と
い
う
時
、
広
義
と
狭
義
の
二
様
の
把
え
方
が
あ
る
。

広
義
の
漢
文
訓
読
史
と
は
、
漢
文
訓
読
に
係
り
過
去
の
言
語
事
象
に
触
れ
た

も
の
は
総
て
史
的
研
究
の
対
象
と
す
る
把
え
方
で
あ
る
。
抑
も
訓
点
資
料
は
過

去
の
言
語
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
訓
点
資
料
の
解
読
や
考
察
は
無
論
、

そ
の
紹
介
、
或
い
は
仮
名
字
体
や
ヲ
コ
ト
点
な
ど
の
表
記
の
研
究
ま
で
、
皆
こ

れ
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
漢
文
訓
読
史
は
、
「
訓
読
法
の
変
遷
」
を
直
接
の
課

題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
広
義
の
考
察
の
中
に
も
事
象
の
変
遷
に
言
及
し
た
も

の
も
あ
る
が
、
訓
読
法
の
変
遷
を
正
面
に
据
え
て
考
察
し
た
も
の
が
狭
義
の
立

場
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
狭
義
の
立
場
に
お
け
る
、
訓
読
法
の
変
遷
を
考
察
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

訓
読
法
の
変
遷
を
問
題
と
す
る
と
、
先
ず
は
そ
の
全
体
像
が
ま
だ
叙
述
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
日
で
従
来
の
訓
点
資
料
の
研
究
を
顧
み
る
と
、

解
明
す
べ
き
幾
つ
か
の
課
題
が
見
え
て
来
る
。
そ
れ
ら
を
大
き
く
五
つ
に
分
け

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
漢
文
訓
読
史
研
究
の
課
題

漢
文
訓
読
史
研
究
の
課
題
の
第
一
は
、
訓
読
法
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
な

八

小

　

林

　

芳

　

規

い
こ
と
で
あ
る
。
訓
読
法
の
変
遷
を
叙
述
す
る
方
法
と
し
て
は
、
個
々
の
訓
点

資
料
の
訓
読
法
の
記
述
が
基
礎
と
な
り
そ
れ
を
積
み
重
ね
、
異
な
っ
た
時
代
の

そ
れ
を
比
較
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
変
遷
に
与
る
主
要
な
事
象
は
文

法
で
あ
り
、
日
本
語
で
は
助
詞
・
助
動
詞
や
活
用
等
が
こ
れ
を
担
い
、
古
典
中

国
語
で
は
、
助
字
・
虚
字
類
が
こ
れ
を
主
に
担
っ
て
い
る
。
今
ま
で
、
特
定
の

訓
点
資
料
の
記
述
に
は
、
全
文
の
訓
下
し
文
を
作
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
訓
読

語
を
組
織
的
に
説
く
に
当
り
、
文
法
事
象
に
つ
い
て
は
日
本
語
の
古
典
文
法
の

枠
に
よ
っ
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
原
漢
文
の
文
法
事
象
を
担
う
助
字
・
虚
字
に

つ
い
て
は
、
別
立
て
を
し
て
、
「
特
殊
な
漢
字
の
用
法
」
〈
1
-
と
か
、
「
訓
法
の

概
要
」
へ
2
)
等
の
項
目
を
設
け
て
、
古
典
文
法
の
枠
と
二
本
立
て
で
説
い
て
い

る
。日

本
語
の
古
典
文
法
は
、
本
来
平
安
時
代
の
平
仮
名
の
和
歌
・
和
文
の
用
語

を
対
象
資
料
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
訓
下
し
文
自
体
は
日

本
語
文
で
は
あ
る
が
、
漢
文
訓
読
の
対
象
と
な
る
古
典
中
国
語
文
の
助
字
・
虚

字
が
漏
れ
て
し
ま
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
文
が
古
典
中
国
語

文
を
日
本
語
で
読
み
解
い
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
漢
文
訓
読
文
に
即
し
た
文
法

体
系
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
訓
読
法
体
系
に
拠
っ
て
、
各
時
代
の
訓
点
資
料
の
訓
読
法
を
記
述
し
、

そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
し
、
時
の
推
移
を
軸
と
す
る
変
遷
を
説
く
こ
と
を
以
て
、

史
的
叙
述
の
方
法
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
ヲ
コ
ト
点
の
分
類
が
訓
読
法
と
如
何
に
係
る
か
と
い
う
こ



と
で
あ
る
。
ヲ
コ
ト
点
の
研
究
は
、
訓
点
資
料
研
究
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占

め
て
来
た
。
日
本
の
ヲ
コ
ト
点
は
平
安
時
代
初
期
か
ら
発
達
展
開
す
る
。
そ
の

実
態
を
現
存
す
る
訓
点
資
料
を
博
捜
し
考
察
し
て
、
中
田
祝
夫
博
士
が
大
成
〈
3
)

さ
せ
、
次
い
で
築
島
裕
博
士
が
完
成
へ
4
)
に
近
づ
け
た
。
中
田
祝
夫
博
士
は
ヲ

コ
ト
点
を
分
類
し
て
、
星
点
を
基
に
第
一
群
点
か
ら
第
八
群
点
の
八
群
と
し
、

起
源
の
一
元
説
に
立
っ
て
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
を
説
い
て
、
体
系
論
を
述
べ
、

各
群
の
時
代
的
先
後
を
も
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
各
デ
ブ
ト
点
の
使
用
者
と

宗
派
・
学
杭
と
の
関
連
を
説
い
た
。
こ
れ
を
承
け
て
、
築
島
裕
博
士
は
、
点
図

集
所
載
の
二
十
六
種
の
う
ち
、
名
称
の
み
あ
っ
て
使
用
例
の
無
い
と
さ
れ
た
十

三
種
、
実
態
が
あ
っ
て
名
称
の
無
い
三
種
に
つ
い
て
、
殆
ど
を
確
認
し
、
素
性

を
探
っ
て
命
名
す
る
と
共
に
、
タ
コ
ト
点
と
宗
派
・
学
銃
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

中
田
説
を
補
強
し
、
時
代
を
澗
ら
せ
た
り
、
確
か
な
も
の
に
し
た
り
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
を
仏
教
教
学
と
の
関
連
で
把
え
、
訓
点
資
料
の
国
語
史
上
へ
の
位
置
付

け
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
符
号
と
し
て
の
ヲ
コ
ト
点
の
研
究
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訓
読
さ
れ
た
言

語
の
、
訓
読
法
の
変
遷
と
如
何
に
係
る
か
が
新
し
い
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ヲ
コ
ト
点
法
の
違
い
は
訓
読
法
の
違
い
に
な
る
の
か
、
同
じ
ブ
コ
ト
点
の
資
料

で
も
訓
読
法
に
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
又
、
或
る
宗
派
で
使
っ
て
い
た
ヲ

コ
ト
点
が
他
の
宗
派
に
影
響
し
た
場
合
に
、
訓
読
法
ま
で
影
響
す
る
の
か
ど
う

か
、
等
を
訓
読
史
の
上
か
ら
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
の
課
題
は
、
宗
派
・
学
銃
に
よ
る
訓
読
法
の
諸
系
統
を
、
訓
読
法
の
変

遷
と
い
う
視
点
か
ら
見
据
え
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
派
・
学
統
に
よ
る
訓
読
法
の

系
統
の
研
究
は
、
訓
読
語
研
究
の
近
時
に
至
る
ま
で
の
数
十
年
間
の
主
要
な
趨

勢
と
な
っ
て
い
る
。
同
文
の
漢
籍
が
博
士
家
の
各
家
に
よ
っ
て
訓
読
法
を
異
に

す
る
こ
と
の
指
摘
へ
5
)
が
切
掛
け
と
な
っ
て
、
同
文
の
仏
書
の
宗
派
・
流
派
に

よ
る
訓
読
法
の
異
な
り
の
所
謂
系
統
研
究
(
6
)
に
及
び
、
最
近
も
、
天
台
宗
・

真
言
宗
の
密
教
の
儀
軌
の
訓
法
を
主
す
る
成
書
(
7
)
も
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

仏
書
の
宗
派
・
流
派
に
よ
る
訓
読
法
の
異
な
り
を
示
す
主
要
な
事
象
は
、
訓

読
法
の
新
古
の
差
で
あ
る
。
例
え
ば
、
或
る
宗
派
の
訓
読
法
に
助
詞
　
「
イ
」
　
が

用
い
ら
れ
た
り
、
並
列
の
連
詞
「
及
」
を
オ
ヨ
ビ
と
訓
ま
ず
に
不
読
と
し
た
り
、

添
詞
　
「
者
」
　
の
人
を
表
す
用
法
を
　
「
モ
ノ
」
　
で
な
く
　
「
ヒ
ト
」
　
と
訓
ん
だ
り
す

る
事
象
が
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
訓
法
が
平
安
初
期
の
訓
点
資
料
の
訓
法
と
同
じ

オ

ヨ

ピ

　

モ

ノ

で
あ
る
所
か
ら
古
用
が
見
ら
れ
る
と
し
、
他
の
宗
派
に
は
　
「
及
　
」
　
「
者
」
　
と
い

う
新
し
い
訓
法
が
見
ら
れ
る
の
と
訓
読
法
の
系
統
を
異
に
す
る
と
す
る
。
こ
れ

ら
の
事
象
が
所
古
を
語
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
平
安
初
期
か
ら
平
安
中
期
を

過
渡
と
し
て
、
平
安
後
期
・
院
政
期
に
お
け
る
各
宗
派
・
流
派
に
わ
た
っ
て
実

証
す
る
必
要
が
あ
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
以
外
に
新
古
を
示
す
事
象
が
ど
れ
だ
け

あ
る
の
か
を
調
べ
視
野
に
入
れ
て
、
そ
れ
ら
を
漢
文
訓
読
史
の
上
に
位
置
付
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
綜
合
的
に
新
古
を
語
る
証
し
と
な
り
得
る
。

同
文
仏
書
の
訓
読
法
を
宗
派
・
流
派
別
に
比
較
す
る
時
、
必
ず
し
も
変
遷
に

係
ら
な
い
格
助
詞
・
接
続
助
詞
等
の
異
同
も
挙
っ
て
来
る
。
そ
れ
ら
を
変
遷
で

あ
る
か
否
か
選
り
分
け
る
た
め
に
は
、
訓
読
法
の
変
遷
に
よ
る
新
古
の
事
象
を

認
定
す
る
座
標
軸
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

第
四
の
課
題
は
、
訓
読
法
の
変
遷
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

訓
読
法
の
変
遷
の
考
察
は
、
先
ず
、
構
文
の
文
法
的
機
能
を
担
う
特
定
の
助
字
・

マ

サ

l

一

　

ス

ペ

カ

テ

タ

虚
字
を
個
別
的
に
取
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
「
嘗
　
」
　
「
須
　
　
」
　
と
二

ベ

シ

　

　

ペ

シ

度
読
み
す
る
再
読
字
の
再
読
訓
法
の
成
立
を
取
上
げ
た
の
が
そ
の
最
初
(
8
二
で
、

オ

ヨ

ピ

　

ス

ナ

ハ

チ

　

　

　

　

　

　

テ

ク

ノ

ミ

「
及
　
」
　
「
則
　
(
レ
バ
則
)
」
　
「
耳
　
」
　
や
　
「
況
」
　
の
呼
応
語
の
統
一
等
が
取
上

げ
ら
れ
(
り
)
、
一
方
、
門
前
正
彦
氏
も
　
「
者
　
(
ヒ
ト
よ
h
ノ
モ
ノ
へ
)
」
　
「
井
　
(
ナ

九



ラ
ビ
こ
の
訓
)
」
等
を
法
華
経
古
点
を
資
料
と
し
て
論
じ
た
(
1
0
)
。
し
か
し
、
個
々

の
事
象
を
積
み
重
ね
る
だ
け
で
は
、
事
象
の
数
が
幾
ら
増
し
で
も
全
体
像
は
見

え
て
来
な
い
。

そ
こ
で
、
次
に
同
文
経
典
で
平
安
初
期
と
院
政
期
と
の
異
な
る
時
期
に
そ
れ

ぞ
れ
を
訓
読
し
た
二
資
料
の
訓
読
文
の
全
文
を
比
較
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た

(
‖
〉
。
同
文
の
同
一
箇
所
の
漢
字
に
加
え
ら
れ
た
訓
読
法
を
逐
一
比
較
し
て
異

同
を
調
べ
、
こ
れ
を
類
別
し
て
変
遷
の
類
型
を
求
め
た
。
特
定
の
助
字
・
虚
字

の
個
別
的
考
察
で
知
ら
れ
た
諸
事
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
納
ま
る
こ
と
も

分
っ
て
来
た
。
こ
こ
で
取
扱
っ
た
経
典
は
、
偶
≧
二
つ
の
時
期
の
加
点
本
が
伝

存
す
る
、
大
唐
三
蔵
玄
笑
法
師
表
啓
・
金
剛
般
若
経
集
験
記
・
大
唐
西
域
記
・

観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
費
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
じ
変
遷
の
類
型
を
ニ
ボ
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
し
か
し
、
比
較
に
用
い
た
個
々
の
経
典
は
、
そ
の
用
語

が
経
本
文
の
内
容
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
か
ら
、
共
通
す
る
用
語
が
あ
る
一
方

で
用
語
使
用
に
は
差
異
が
生
ず
る
。
訓
読
法
の
諸
事
象
の
総
て
を
一
経
典
だ
け

で
説
き
尽
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
た
め
に
経
典
の
内
容
と
そ
の
用
語
に
配

慮
し
て
比
較
す
る
た
め
の
訓
点
資
料
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
現
存

す
る
資
料
の
制
約
か
ら
探
し
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
仮
に
そ
の
よ
う
に
し
て
経

典
の
種
類
と
数
を
増
や
し
て
も
、
訓
読
史
の
全
体
像
を
解
明
し
た
こ
と
に
な
ら

な
い
。そ

こ
で
第
三
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
先
に
第
一
の
課
題
で
述
べ

た
訓
読
法
の
体
系
を
構
築
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
訓
点
資
料
の
訓
読
法
を

記
述
し
た
所
を
踏
ま
え
て
、
同
一
の
時
代
に
お
け
る
体
系
を
描
き
つ
つ
、
時
代

別
、
資
料
別
に
配
慮
し
て
、
変
遷
を
叙
述
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
作

業
を
通
し
て
変
遷
の
原
理
を
見
出
し
、
こ
の
原
理
を
以
て
、
訓
読
語
体
系
と
そ

一
〇

れ
に
基
づ
く
史
的
叙
述
の
良
否
を
照
射
し
直
す
と
い
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

抑
も
、
中
田
祝
夫
博
士
の
ヲ
コ
ト
点
の
研
究
は
、
単
に
表
記
の
符
号
の
問
題

に
止
ま
ら
ず
、
訓
点
資
料
の
研
究
が
そ
れ
ま
で
の
個
別
的
な
調
査
考
察
の
段
階

か
ら
総
合
的
把
捉
の
段
階
に
発
展
し
、
個
々
の
訓
点
資
料
の
位
置
付
け
も
出
来

る
よ
う
に
な
っ
た
所
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
が
、
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
訓
点

資
料
の
言
語
が
独
自
の
位
相
を
持
ち
、
そ
れ
自
体
に
新
た
な
研
究
の
価
値
を
認

め
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
訓
点
資
料
研
究
の
目
的
も
、
従
来
の
国
語
史
研

究
を
新
し
い
資
料
を
以
て
補
い
そ
れ
に
寄
与
す
る
と
い
う
副
次
的
な
立
場
か
ら
、

訓
読
語
そ
れ
自
体
を
解
明
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
し
た
。
こ
の
新
た
な
価

値
の
方
向
に
沿
っ
て
、
築
島
裕
博
士
は
平
安
時
代
の
訓
読
語
の
語
彙
・
語
法
を

平
安
時
代
の
和
文
語
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
体
系
を
記
述
し
、
漢
文

訓
読
語
と
い
う
位
相
を
浮
彫
り
に
し
た
。
中
心
と
し
た
資
料
は
院
政
期
十
二
世

紀
の
南
都
系
の
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
と
源
氏
物
語
と
の
比
較

で
あ
る
が
、
国
語
史
研
究
が
時
代
別
に
記
述
す
る
方
法
で
進
む
中
に
お
い
て
、

平
安
時
代
の
言
語
を
、
そ
れ
ま
で
は
一
つ
の
言
語
体
系
と
し
て
漠
然
と
見
て
い

た
の
に
対
し
て
、
女
流
文
学
に
用
い
た
相
文
語
と
、
漢
文
訓
読
に
用
い
た
訓
読

語
と
に
分
析
し
て
把
え
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
言
語
体
系
と
し
て
見
据
え
て
、

漢
文
訓
読
語
の
考
察
を
通
し
て
平
安
時
代
語
を
複
層
的
に
解
明
し
た
も
の
で
、

以
後
の
文
体
研
究
に
基
礎
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ
る
。

築
島
博
士
の
研
究
を
、
訓
読
語
に
つ
い
て
の
共
時
的
研
究
と
す
る
な
ら
ば
、

訓
読
法
の
変
遷
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
漢
文
訓
読
語
を
解
明
す

る
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
五
の
課
題
と
し
て
、
日
本
の
訓
点
と
訓
読
法
の
起
源
を
問
題
と

す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
凡
そ
、
歴
史
を
説
く
に
は
、
そ
の
始
ヰ
㌣
り
が
問
わ

れ
る
。
今
日
ま
で
の
訓
点
研
究
は
日
本
の
訓
点
資
料
の
発
掘
と
考
察
に
力
点
が



置
か
れ
た
。
彪
大
な
資
料
が
そ
れ
に
応
え
た
。
最
近
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

漢
字
文
化
圏
の
諸
民
族
の
訓
読
を
視
野
に
入
れ
て
日
本
の
訓
点
資
料
を
相
対
化

し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
・
日
本
の
訓
点
と
訓
読
法
の
起
源
を
考
え
よ
う
と
す

る
動
き
が
あ
る
(
リ
。
そ
れ
に
は
、
角
筆
に
よ
る
加
点
が
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化

圏
に
共
通
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
起
源
の
問
題
も
、
そ
こ
に
解
決

の
緒
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
課
題
に
は
言
及
し
な
い
こ
と

に
す
や
。
た
だ
、
極
最
近
、
新
羅
語
を
角
筆
で
加
点
し
た
華
厳
経
が
発
見
さ
れ

て
5
)
、
こ
の
課
題
の
有
力
な
資
料
が
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

三
、
漢
文
訓
読
史
研
究
の
構
想

以
上
の
諸
課
題
の
う
ち
、
第
一
か
ら
第
四
の
四
つ
の
課
題
に
つ
い
て
、
漢
文

訓
読
史
を
叔
述
す
る
た
め
の
構
想
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
一
端
を
取
上
げ
て
説
く
に
止
め
る
。

語
文
法
論
』
(
古
代
篇
二
九
六
七
年
、
中
古
篇
・
一
九
七
一
年
)
等
の
成
果
が

あ
り
、
仏
典
に
つ
い
て
も
、
金
岡
照
光
『
仏
教
漢
文
の
読
み
方
』
(
一
九
七
八
年
)

や
伊
藤
丈
『
仏
教
漢
文
入
門
し
(
一
九
九
五
年
)
が
あ
る
が
共
に
漢
訳
仏
典
の
特

徴
的
な
語
法
を
中
心
に
し
て
訓
み
は
現
代
の
訓
法
に
従
っ
て
い
て
、
平
安
時
代

の
訓
点
資
料
の
訓
読
法
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
を
参
考
と
し
て
(
1
4
)
、
「
詞
」
を
中
心
と
す
る
漢
文
訓
読
語
の
品
詞
分

類
を
、
妙
法
蓮
華
経
八
巻
二
十
八
品
を
対
象
資
料
と
し
て
、
私
案
と
し
て
示
し

た
の
が
　
[
図
二
　
(
次
頁
上
段
)
　
で
あ
り
、
そ
の
中
の
　
「
連
詞
」
　
の
下
位
分
類
を

[
図
二
]
　
に
示
し
た
。

の
詞
を
主
と
す
る
漢
文
訓
読
語
の
品
詞
分
類
∵
1
-
妙
法
蓮
華
経
八
巻
二
十

八
品
を
資
料
に

1
.
訓
読
法
体
系
の
構
築

課
題
の
第
一
の
訓
読
法
の
体
系
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
漢
文
訓
読
文
が
古
典

中
国
語
の
文
章
を
当
時
の
日
本
語
で
読
解
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
古
典
中
国

語
の
文
法
を
加
味
し
た
一
つ
の
文
法
体
系
が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
国
で
は
、
近
代
以
前
は
『
助
字
弁
略
し
(
一
七
一
一
年
序
)
や
『
経
博
釈
詞
b

(
一
七
九
八
年
序
)
　
の
よ
う
な
助
字
・
虚
字
を
主
と
す
る
考
察
で
あ
っ
た
が
、

『
馬
氏
文
通
』
　
(
一
八
九
八
年
)
　
以
降
は
西
洋
文
法
模
倣
と
そ
の
反
省
を
経
て
、

中
国
語
に
即
し
た
文
法
体
系
が
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
年
は
　
『
史
記
』

や
　
『
世
説
新
語
』
　
な
ど
特
定
の
時
代
の
特
定
文
献
を
対
象
と
し
た
文
法
体
系
の

記
述
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
も
、
藤
堂
明
保
『
漢
文
概
説
』
二
九

六
一
年
)
、
太
田
辰
夫
『
古
典
中
国
語
文
法
』
二
九
六
四
年
)
、
牛
島
徳
次
『
漢

[
図
二
]
　
附
属
詞
の
　
「
連
詞
」
　
の
下
位
分
類

且
.
種
々
の
成
分
と
な
る
連
詞

連
体
修
飾
　
…
…
　
之

並
列
　
　
　
…
…
　
及
　
輿
　
井
　
笥
　
乃
至
　
亦

選
択
　
　
　
…
…
　
笥

b
.
主
に
述
語
を
連
接
し
て
そ
の
関
係
を
示
す
連
詞

接
続
　
　
　
…
…
　
而
　
以
　
然
　
且

条
件
　
　
　
…
…
　
則
・
別
便

因
果
　
　
　
…
…
　
故
・
以
故
　
是
以
　
是
故

添
加
　
　
　
…
…
　
況

C
.
叙
述
句
の
句
頭
に
在
っ
て
後
の
句
の
条
件
を
示
す
連
詞

慣
設
　
　
…
…
　
慣
設
・
偶
使
　
正
使
　
雄
　
司
　
如



[
図
二〔

句
の
構
成
の
仕
方
〕
　
　
〔
文
の
成
分
〕

〔
品
詞
〕

自
立
詞

(
…
措
鯛
描
‥

主
語
と
な
り
う
る

述
語
と
な
る

名
詞

指
示
詞

動
詞

形
容
詞

一
二

″
等
」
と
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
訓
法
が
訓
読
法
の
変
遷
に
係
っ
て
来
る
。

モ
シ

即
ち
、
並
列
の
「
若
」
が
、
平
安
初
期
に
は
不
説
で
あ
っ
た
の
に
、
憤
設
の
「
若
」

モ
シ
ハ

の
訓
の
影
響
に
よ
っ
て
、
「
若
　
」
　
の
訓
法
に
変
る
こ
と
が
分
っ
て
来
る
。
具
体

例
に
よ
っ
て
示
す
。

詞

附
属
詞

(
舶
餌
欝
醐
舞
捨
)

自
立
詞
に
付
い
て

種
々
の
成
分
と
な
る

添
詞

介
詞

連
詞

語
気
詞

副
用
詞

述
語
の
修
飾
語
と
な
る

副
詞

〔
対
応
す
る
漢
字
(
詞
)
　
の
無
い
も
の
〕

読
添
語

こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
訓
読
史
の
叙
述
に
新
し
い
視

点
が
得
ら
れ
る
。
中
国
語
の
　
「
詞
」
　
は
、
同
じ
字
で
も
句
の
中
の
働
き
に
よ
っ

て
品
詞
や
機
能
を
異
に
す
る
。
例
え
ば
、
[
図
二
]
　
に
は
　
「
若
」
が
並
列
と
選
択

と
俄
設
と
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
「
並
列
」
　
の
用
法
は
『
助
字
弁
略
』
に

「
輿
若
義
拉
通
也
」
、
『
古
代
漢
語
虚
詞
通
繹
』
　
に
　
「
表
示
井
列
。
可
洋
為
　
〝
和

拘
　
「
若
」
　
を
例
と
し
て
見
た
訓
読
法
の
変
遷

①
並
列
の
連
詞
　
「
若
」
　
-
　
不
読

と
　
　
　
　
　
　
　
　
〓
は
　
く
へ
ク
な
し
ツ
瓜
　
(
ル
　
を
も
ち
で
　
か
　
　
　
の
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
モ
丁
と
も

壁
間
[
笥
]
菩
薩
聞
二
　
　
　
　
我
所
説
法
一
乃
至
一
錘
　
皆
成
レ

彿
無
レ
疑
(
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
平
安
初
期
点
1
6
8
行
)

q

 

U

(

ク

へ

)

　

に

　

の

　

　

　

に

　

　

　

ル

　

　

　

の

　

　

　

　

し

　

　

　

し

つ

、

　

　

l

=

し

て

[
瑚
]
書
[
笥
]
夜
於
二
此
経
王
所
有
句
義
.
観
察
思
量
　
安
欒
　
[
而
]

(
七
シ
)
メ
む

住
　
　
　
(
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
巻
八
古
点
7
1
行
)

融

　

　

(

キ

)

て

は

(

七

)

ラ

ク

の

　

を

[
笥
]
見
葡
]
間
　
作
二
　
足
思
惟
一
(
西
大
寺
本
金
光
明
景
勝
王
経
巻
五

古
点
2
7
9
行
)

の

　

七

は

　

の

　

に

　

チ

　

の

　

の

　

　

　

　

に

ま

し

ま

し

て

　

　

　

　

の

　

に

　

」

　

　

　

　

　

し

て

む

と

イ

ブ

彿
子
住
二
此
地
一
別
是
彿
受
用
常
在
二
　
[
於
]
其
中
一
経
行
[
笥
]
坐
臥

(
唐
招
提
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
巻
六
平
安
初
期
点
‖
9
行
)

レ

た

る

は

つ

　

　

を

　

　

　

　

　

キ

は

つ

　

　

セ

[
笥
]
心
乱
　
者
得
二
本
心
二
苛
]
衣
無
者
得
二
衣
服
一
(
西
大
寺
本
金
光
明
最

勝
王
経
巻
一
古
点
1
3
3
行
)

連
詞
「
若
」
　
は
、
椴
設
の
用
法
で
は
　
「
モ
シ
」
　
の
訓
が
平
安
初
期
の
資
料
か

ら
見
ら
れ
る
が
、
並
列
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
平
安
初
期
の
特
に
前
半
期
の
資

料
で
は
不
読
に
し
て
、
椴
設
と
は
訓
み
分
け
て
い
る
。
右
掲
の
諸
例
の
第
一
例

は
、
「
若
」
　
の
前
と
後
と
に
並
列
助
詞
「
ト
～
ト
」
　
を
読
添
え
て
　
「
若
」
　
の
並
列

の
機
能
を
表
し
て
い
る
。
第
二
例
で
は
「
若
」
の
前
と
後
と
に
助
詞
「
モ
～
モ
」



を
読
添
え
て
い
る
。
第
三
例
と
第
四
例
は
叙
述
の
並
列
で
あ
り
、
上
の
叙
述
を

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

第
三
例
は
　
「
[
若
]
見
」
、
第
四
例
は
　
「
[
若
]
経
行
」
　
の
よ
う
に
動
詞
の
連
用
形

の
中
止
法
で
表
し
て
い
る
。
第
五
例
は
「
若
～
。
若
～
。
」
が
二
文
を
並
列
し
た

構
文
に
訓
読
し
た
例
で
、
前
文
を
　
「
待
つ
」
　
で
終
止
さ
せ
て
い
る
。
第
一
例
～

第
五
例
の
い
ず
れ
の
場
合
も
　
「
若
」
　
に
は
加
点
が
無
く
、
不
読
と
見
ら
れ
る
。

並
列
の
用
法
の
　
「
若
」
　
を
不
読
と
す
る
平
安
初
期
の
訓
読
法
は
、
同
じ
並
列

の
連
詞
　
「
及
」
　
が
平
安
初
期
の
訓
読
法
で
は
不
読
で
あ
っ
て
、
前
後
に
　
「
ト
～

ト
」
を
読
添
え
た
り
、
「
モ
～
モ
」
を
読
添
え
た
り
、
上
の
叙
述
を
連
用
形
の
中

止
法
に
訓
む
の
に
通
ず
る
。
「
及
」
　
の
不
説
は
次
の
諸
例
の
よ
う
で
あ
る
。

[
参
考
]
　
並
列
の
連
詞
　
「
及
」
　
の
不
読

に

(

ル

)

へ

L

H

　

　

　

ノ

日

　

　

　

日

　

ノ

ル

ビ

ト

‖

　

　

　

　

=

　

ノ

常
離
　
二
国
王
[
魂
]
國
王
子
大
臣
官
長
凶
除
戯
者
　
[
列
]
栴
陀
羅
外
道
梵

」
H
セ

志
一
亦
不
二
親
近
二
天
理
図
書
館
蔵
注
妙
法
蓮
華
経
巻
五
平
安
初
期
点
)

も

　

　

　

〓

し

　

に

　

す

の

　

を

汝
等
天
主
[
及
]
天
衆
應
志
田
供
二
養
此
経
王
一
(
地
蔵
十
輪
経
巻
六
元
慶
七

年
点
)

た
ま
ひ
て
は
　
ル
セ
t
u
-
u
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
こ
と
　
　
　
(
シ
)
た
圭
ふ
　
(
カ
)
ナ
　
　
　
　
な
り
と

見
レ
　
有
二
讃
詞
[
魂
]
受
持
一
掃
二
歎
　
善
哉
甚
希
有
一
(
西
大
寺

本
金
光
明
最
勝
王
経
巻
六
古
点
4
0
4
行
)

こ
れ
に
対
し
て
、
「
若
」
　
の
選
択
の
用
法
で
は
、
「
モ
シ
ハ
」
　
の
訓
法
が
、
主

に
平
安
初
期
の
後
半
期
か
ら
見
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
ハ
」
又
は
「
シ
」

を
加
点
し
て
　
「
モ
シ
ハ
」
　
と
訓
ん
だ
と
見
ら
れ
る
。

②
選
択
の
連
詞
　
「
若
」
-
I
I
壬
シ
ハ

の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
(
コ
ト
キ
)
　
へ
シ
バ
)
　
ら
し
で
も
あ
れ
　
(
シ
)
　
は
ア
リ
で
　
に
も
　
く
い
　
せ
　
く

話
悌
[
及
]
野
間
彿
子
菩
薩
　
等
　
若
　
濁
　
　
若
　
在
レ
衆
説
レ
法
悉
皆

七
ム

現
　
(
唐
招
提
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
巻
六
平
安
初
期
点
3
3
9
行
)

し
(
ハ
)
　
の
　
に
ヤ
・
一
る
　
し
(
ハ
)
　
の
　
に
ヤ
　
る
　
し
　
(
ハ
)
　
の
　
に
ヤ
　
る
　
れ
　
　
　
　
　
な
1
ツ

若
　
長
中
　
有
若
　
短
中
　
有
若
　
共
中
　
有
是
不
可
得
　
(
百
論
天
安
二

年
点
誓
誓
5
0
8
行
)

モ
シ
ハ

慣
設
の
　
「
若
」
　
に
宛
て
た
　
「
モ
シ
」
　
が
、
選
択
の
　
「
若
　
」
　
の
訓
に
及
ん
だ
こ

と
を
示
す
が
、
そ
の
　
「
モ
シ
バ
」
　
が
更
に
不
説
だ
っ
た
並
列
の
　
「
若
」
　
に
も
拡

が
っ
た
こ
と
を
次
の
例
が
示
し
て
い
る
。

③
　
「
モ
シ
バ
」
　
の
訓
が
並
列
の
連
詞
　
「
若
」
　
の
訓
に
拡
が
っ
た
例

(
ハ
ク
　
ー
」
り
　
　
　
　
　
ー
　
」
P
」
ヨ

(
七
)
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
と
な
ー

膠
境
有
レ
四
。
謂
　
制
多
[
及
]
比
丘
僧
若
　
外
天
形
像
井
　
[
輿
]
尊
哀

(
蘇
悉
地
翔
羅
経
略
疏
寛
平
八
年
奥
書
本
巻
二
6
2
2
行
)

シ

ハ

　

　

シ

ハ

　

　

セ

ル

ハ

　

　

　

　

　

　

ノ

ナ

リ

著
名
・
若
義
・
遍
二
十
法
界
一
別
・
教
桝
也
(
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
文

句
平
安
後
期
点
二
十
オ
2
行
)

モ
シ
ハ

並
列
の
「
若
　
」
　
の
訓
法
は
、
平
安
初
期
の
後
半
期
か
ら
見
え
始
め
、
天
台
宗
・

真
言
宗
を
中
心
に
拡
が
っ
て
行
く
。

こ
の
よ
う
に
本
来
は
意
味
・
用
法
の
異
な
り
に
応
じ
て
訓
法
も
異
な
っ
て
い

た
も
の
が
、
字
を
同
じ
く
す
る
た
め
に
同
じ
訓
に
読
ま
れ
て
し
ま
う
事
象
は
他

に
も
見
ら
れ
る
。

タ
ダ

例
え
ば
、
願
望
を
表
す
「
唯
腰
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
字
は
、
今
日
「
唯

ネ
が

シ
願
バ
ク
ハ
」
と
訓
ま
れ
で
い
る
が
、
願
望
を
表
す
複
合
動
詞
で
あ
っ
て
、
「
唯
」コ

ヒ

は
祈
願
の
意
の
動
詞
で
あ
る
(
堕
。
平
安
初
期
の
訓
読
で
は
原
義
に
よ
っ
て
「
唯

ネ
ガ
フ

願

」
　
と
訓
ん
で
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

コ
ヒ
ネ
ガ
フ

「
唯
願
　
」
　
(
「
唯
」
　
は
祈
願
を
表
す
動
詞
)

(
ネ
)
で
　
(
シ
テ
)
　
に
　
(
サ
ク
)
　
　
　
　
　
　
　
ペ
ヨ
　
(
キ
)
た
ま
へ

舎
利
弗
垂
　
白
レ
　
彿
言
　
「
世
尊
　
唯
　
顧
説

(
コ
ヒ
ネ
カ
フ
)

[
之
]
　
唯
　
願

(
キ
)
た
ま
へ
ト
†
ウ
ス

説
　
[
之
]
」
　
　
(
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
平
安
初
期
点
7
1
行
)



シ
ク
　
の
　
を
　
　
.
刊
刀
(
ル
)
ニ
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
(
シ
)
ク
マ
フ
と
　
レ
　
を
　
　
の
　
タ
テ
†
ツ
ル
　
　
　
一
q
l
力

作
二
定
言
二
唯
見
下
哀
↓
一
慾
俵
三
・
上
益
　
　
我
等
一
所
レ
戯
　
宮
・
殿
原

(
レ
)
　
ク
マ
へ
と
マ
ウ
ス
　
　
　
　
す
る
コ
ト

垂
二

納
・
虞
一
　
(
守
屋
本
注
妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
晶
平
安
初
期

点
)

第
二
例
は
、
「
唯
」
　
と
　
「
願
」
　
と
を
分
け
て
用
い
、
「
唯
」
　
に
　
「
コ
ア
」
　
の
訓
を

加
点
し
て
い
る
。

所
が
、
「
唯
願
」
　
の
　
「
唯
」
　
を
「
ウ
ケ
ク
マ
ハ
ル
」
と
訓
ん
だ
例
が
別
に
見
ら

れ
る
。

ウ

ケ

ク

マ

ハ

ソ

フ

　

　

.

一

　

　

　

　

な

h

ツ

②
「
唯
　
　
願
」
(
「
岨
者
敬
諾
之
軒
」
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
巻
六
)

(
ネ
チ
)
　
(
シ
テ
)
　
(
l
〇
　
(
サ
ク
)
　
　
　
　
　
」
瑚
l
ぷ
(
キ
)
た
ま
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
キ
ダ
ニ
　
へ

舎
利
弗
童
　
自
レ
彿
言
　
「
世
尊
唯
願
説
　
　
[
之
]
唯
腰
説
　
　
[
之
]

(
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
平
安
初
期
点
8
0
行
)

-
引
つ
l
外
　
に
(
キ
)
た
ま
へ
と
ま
を
す
　
　
　
　
　
　
　
の
　
せ
　
　
す
る
　
　
　
　
　
を

白
レ
彿
言
「
世
等
唯
顧
焉
説
二
　
　
　
[
於
]
甚
深
理
修
行
　
[
之
]
法
一
(
西

大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
巻
五
古
点
2
1
0
行
)

一
四

号
ク
マ
ハ
〉
リ
臥
」
と
訓
ん
だ
と
見
ら
れ
る
(
誓
こ
の
よ
う
に
面
顧
」
の
「
唯
」

「
唯

を
　
「
ウ
ケ
ク
マ
ハ
ル
」
　
「
ウ
ケ
ク
マ
ハ
リ
」
　
と
訓
む
の
は
、
「
唯
願
」
　
が
願
望
を

表
す
複
合
動
詞
で
あ
る
原
義
か
ら
す
れ
ば
誤
読
で
あ
る
が
、
字
を
同
じ
く
す
る

た
め
に
応
諾
の
用
法
の
訓
が
流
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

更
に
、
願
望
の
「
唯
願
」
を
「
タ
ヾ
シ
ネ
ガ
フ
」
と
訓
ん
だ
例
も
見
ら
れ
る
。

タ
ダ
シ
ネ
が
ブ

③
　
「
唯
　
願
　
」
　
(
「
唯
、
専
辟
也
猶
云
濁
也
」
　
助
字
桝
略
巻
一
)

し
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
　
　
　
を
　
　
ク
　
に
　
　
　
(
シ
)
　
た
ま
へ
と
ま
を
す

唯
顧
世
尊
哀
二
慰
我
等
一
贋
畠
分
別

(
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王

経
巻
一
古
点
2
7
2
行
)

シ

ク

の

を

　

　

し

7

各
作
二
定
言
二
唯
顧
世
・
尊

(
シ
)
　
ク
マ
へ

縛
二
　
於
法
・
輸
」
(
守
屋
本
注
妙
法
蓮
華

経
化
城
喩
品
平
安
初
期
点
)

に
(
シ
)
ヒ
シ
(
ヒ
)
て
」
u
「
l
フl
(
レ
)
タ
マ
へ
と
マ
ウ
ス

世
・
尊
大
慈
悲
「
唯
頗
垂
一
一

す
る
コ
ト
　
(
チ
)

納
・
受
一
」

(
同
右
)

守
屋
本
注
妙
法
蓮
華
経
化
城
喩
品
平
安
初
期
点
で
は
、
「
唯
」

と
「
顧
」
と
を
分

ウ

ケ

ク

マ

ハ

ソ

コ

ブ

　

　

　

(

ヘ

ト

唯
　
原
尊
者
・
暫
住
二
於
此
一
(
石
山
寺
蔵
虚
空
蔵
求
開
持
法
應
和
頃
点
6
3

行
)

動
詞
　
「
唯
」
　
に
は
祈
願
を
表
す
用
法
と
は
別
に
、
応
諾
の
意
を
表
す
用
法
も
あ

る
。
唐
の
意
思
大
師
基
撰
の
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
巻
六
に
右
掲
の
よ
う
に
　
「
敬
諾

之
辞
」
(
堕
と
説
い
て
い
る
。

の
き
フ
さ
(
ク
)
　
　
-
る
l
L
か
な
ー

舎
利
弗
言
　
　
　
「
唯
然
　
世
尊
(
略
)
」
　
(
山
田
本
妙
法
蓮
華
経
方
便
品
平
安

初
期
点
9
7
行
)

一
〇

の
「
唯
」
が
こ
の
用
法
で
あ
り
、
そ
の
訓
と
し
て
「
(
ウ
ケ
ク
マ
ハ
)
　
る
」
と
訓

ウ

ケ

タ

†

ハ

ツ

7

　

　

　

　

　

　

　

ウ

ケ

ク

マ

ハ

リ

コ

7

ん
だ
と
見
ら
れ
る
。
右
掲
の
②
　
「
唯
　
　
願
」
　
の
第
三
例
は
　
「
唯
　
　
顧
」

(

ウ

ケ

タ

†

ハ

)

る

フ

と
全
訓
を
加
点
し
て
い
る
。
第
一
例
は
　
「
　
唯
　
　
　
願
」
、
第
二
例
は

け
て
　
「
唯
」
　
を
　
「
コ
ア
」
　
と
訓
ん
だ
　
(
①
第
二
例
)
　
の
と
同
じ
構
文
を
、

シ
ク
　
の
　
を
　
　
　
　
L
 
L
に
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
(
シ
)
ク
マ
と
て
　
レ
　
を
　
　
の
　
　
る
　
　
　
(
ヱ
t
.
外

作
二
定
言
一
「
唯
見
哀
」
一
態
隣
」
こ
益

(
レ
)
ク
†
へ
　
(
ト
)
　
マ
ウ
ス
　
　
　
【
音
】
　
に

垂
二
　
　
　
　
納
・
庭
一
」

タ
ダ
シ

の
よ
う
に
　
「
唯
　
」
　
と
訓
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

他
に
、
『
助
字
弁
略
」
　
に
説
く
よ
う
に
　
「
専
字
」

そ
の
訓
が
願
望
の
複
合
動
詞
　
「
唯
顧
」
　
の
　
「
唯
」

我
等
一
所
レ
麒
宮
殿
　
願

こ
れ
は
　
「
唯
」
　
字
が
動
詞
の

「
濁
」
　
の
意
の
用
法
が
あ
り
、

の
訓
に
流
用
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
原
義
か
ら
す
れ
ば
誤
読
で
あ
る
。

ク

ダ

シ

フ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ネ

ガ

「
唯
　
願
」
　
の
訓
法
は
、
「
願
フ
」
　
が
　
「
願
ハ
ク
ハ
」
　
に
変
遷
す
る
の
に
連
動

タ
ダ
シ
ネ
ガ
ハ
タ
ハ

し
て
、
「
唯
顧
　
」
　
と
変
り
、
こ
れ
が
平
安
中
期
を
過
渡
と
し
て
、
一
般
的

ク
ケ
ク
マ
ハ
ソ
コ
ブ

な
訓
法
と
な
る
。
平
安
中
期
に
　
「
唯
　
　
願
」
と
訓
ん
だ
虚
空
蔵
求
閲
持
法
の

石
山
寺
蔵
本
と
同
一
箇
所
を
、
平
安
後
期
・
院
政
期
の
諸
点
本
で
は
、
天
台
宗
・



タ
ダ
シ
ネ
が
ハ
ク
ハ

真
言
宗
の
各
宗
派
と
も
次
の
よ
う
に
一
様
に
　
「
唯
　
願
　
　
」
　
と
訓
ん
で
い
る
。

[
天
台
宗
延
暦
寺
系
]

タ

・

ク

ハ

　

　

テ

タ

　

シ

ク

†

ヘ

ト

　

コ

ー

ニ

唯
厨
尊
者
暫
・
往
二
　
於
此
一
(
東
寺
観
智
院
金
剛
成
長
元
八
年
(
一
〇

三
五
)
点
、
仁
侠
本
(
相
実
の
流
)
)

[
天
台
宗
三
井
寺
系
]

-

.

1

「

l

り

叫

　

　

く

　

(

シ

)

タ

マ

ヘ

ト

唯
願
尊
・
者
暫
・
住
二
　
　
於
此
一
(
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
応
徳
三
年
(
一

〇
八
六
)
　
点
、
乗
々
房
よ
り
奉
受
)

[
真
言
宗
仁
和
寺
系
]

l
‖
「
「
「
列
」
」
明
　
　
　
し
(
シ
)
た
ま
へ
と
　
　
に

唯
願
　
尊
者
暫
住
二
　
於
此
二
仁
和
寺
蔵
延
久
元
年
(
一
〇
六
九
)
点
、

円
堂
点
)

t

u

l

∃

　

　

(

シ

ク

マ

ヘ

)

・

と

唯
頗
　
尊
者
暫
住
二
　
於
此
一
此
一
(
仁
和
寺
蔵
寛
治
六
年
(
一
〇
九
二
)

コ

ヽ

に

点
、
快
禅
受
、
円
堂
点
)

[
真
言
宗
小
野
流
]

し

ハ

　

　

タ

(

シ

タ

マ

ヘ

)

ト

唯
頗
尊
者
暫
住
二
　
於
此
一
(
高
山
寺
蔵
永
治
二
年
(
二
四
二
)
讃
印
書

写
、
中
院
僧
正
点
)

諸
宗
派
を
通
じ
て
、
こ
の
訓
法
に
統
一
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
が
今

日
の
訓
法
と
な
っ
て
い
る
。

「
唯
」
　
の
よ
う
に
、
祈
願
と
応
諾
と
限
定
と
い
う
異
な
っ
た
意
味
・
用
法
に

応
じ
て
骨
で
は
　
「
コ
フ
」
　
「
ウ
ケ
ク
マ
ハ
ル
」
　
「
タ
ダ
シ
」
　
と
訓
み
分
け
て
い
た

も
の
が
、
「
唯
願
」
　
の
　
「
唯
」
　
の
訓
法
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
字
が
同
じ
で
あ

る
所
か
ら
、
「
タ
ダ
シ
」
の
訓
に
統
一
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
原
義
が
捨
象
さ

れ
て
し
ま
う
事
象
は
、
他
に
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
て
、
訓
読
法
が
変
遷
す
る

原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

2
.
ヲ
コ
ト
点
の
分
類
と
訓
読
法
の
変
遷
と
の
関
係

課
題
の
第
二
の
ヲ
コ
ト
点
の
分
類
が
訓
読
法
と
如
何
に
係
る
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
全
貌
を
こ
こ
で
説
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
一
例
を
、
真
言
宗
仁
和
寺

で
用
い
ら
れ
た
円
堂
点
と
浄
光
房
点
と
を
取
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
円
堂

点
が
デ
ブ
ト
点
の
中
で
も
盛
ん
に
使
用
さ
れ
た
一
つ
で
あ
り
、
真
言
宗
の
仁
和

寺
系
統
の
広
沢
流
を
中
心
に
発
達
し
た
こ
と
、
又
、
浄
光
房
点
は
浄
光
房
頼
尊

が
用
い
、
仁
和
寺
中
心
に
使
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
田
祝
夫
博
士
・
築

島
裕
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
所
で
あ
る
(
1
8
)
。

[
真
言
宗
仁
和
寺
に
お
け
る
円
堂
点
と
浄
光
房
点
]

①
使
役
　
「
令
」
　
の
訓
読
法

円
堂
点
と
浄
光
房
点
の
訓
読
法
を
比
べ
る
と
、
共
通
す
る
点
が
少
な
く
な
い

が
、
相
違
点
も
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
使
役
の
　
「
令
」
　
の
訓
読
法
を
比
べ
る

シ
テ

と
、
円
堂
点
が
　
「
令
」
　
と
再
読
表
現
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
浄
光
房
点
は

シ
ム

シ
ム

「
令
～
ヲ
シ
テ
」
　
と
訓
ん
で
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

シ
テ

〇
円
堂
点
　
-
　
　
「
令
」
　
(
再
読
表
現
)

シ
ム

.

.

.

.

.

づ

月

」

よ

　

　

　

を

　

　

　

(

ナ

ラ

)

[
快
禅
]
　
即
令
二
下
内
外
一
切
一
.
(
反
)
活
浮
上
　
(
仁
和
寺
蔵
虚
空
蔵
菩
薩
求

(
シ
テ
)

開
持
法
寛
治
六
年
点
)

(
奥
書
)
　
寛
治
六
年
十
一
月
廿
四
日
快
禅
阿
闇
梨
受
了

l

∃

(

チ

)

　

　

カ

へ

シ

テ

(

テ

)

　

の

　

に

　

の

　

4

マ

シ

(

エ

)

[
寛
意
]
　
令
下
レ
　
杓
.
(
反
)
却
　
至
二
物
上
一
詞
野
方
絶
上
(
仁
和
寺
蔵
金
剛
頂

(
シ
テ
)



瑜
伽
護
摩
儀
軌
寛
治
四
年
点
)

(
奥
書
)
　
寛
治
三
年
極
月
十
八
日
於
仁
和
寺
喜
多
院
書
焉
了

(
朱
書
)
　
「
同
四
年
三
月
十
日
僧
都
奉
受
己
了
」
(
㌣

オ
ホ
ヨ
」
っ
l
叫
」
.
P
)
　
を
　
　
(
シ
)
く

[
兼
意
]
　
欲
レ
令
F
二
　
　
彿
法
一
重
久
　
住
中
世
間
上
(
高
山
寺
蔵
聖
閻
受

し
て
(
シ
テ
)

徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
験
念
諭
法
仁
平
二
年
点
)

(
奥
書
)
　
仁
平
二
年
六
月
巳
時
許
書
寓
了

成
蓮
房
(
墾
(
兼
意
)
阿
関
梨
御
房
/
奉
受
了

」

.

可

可

)

を

　

カ

ヘ

シ

て

て

の

に

の

イ

マ

シ

ク

エ

[
寛
助
]
　
令
下
レ
杓
二
反
)
却
　
至
二
物
上
一
詞
野
方
絶
上
(
仁
和
寺
蔵
金
剛
頂

シ

メ

ヨ

瑜
伽
護
摩
儀
軌
康
和
五
年
点
)

(
奥
書
)
　
康
和
五
年
正
月
五
日
於
鳥
羽
御
壇
所
奉
受
了
/
僧
賓
寛
〈
慰

し

て

な

0

当

ヨ

ー

　

を

(

シ

)

く

せ

　

に

[
経
範
]
　
欲
レ
　
令
F
二
　
悌
法
一
久
　
住
中
世
間
上
(
仁
和
寺
蔵
談
漫
徳
迦

し
て

念
詞
法
天
菖
元
年
点
)

(
奥
書
)
(
朱
書
)
(
見
竪
「
天
喜
元
年
十
月
九
日
始
鮎
」
(
朱
書
)
「
求
法
沙

門
経
範
之
本
」

シ
ム

○
浄
光
房
点
　
-
　
　
「
令
～
ヲ
シ
テ
」

し

　

を

(

シ

)

　

　

を

.

1

d

　

剥

し

l

可

　

(

七

)

[
頼
尊
の
流
]
　
損
二
害
有
情
一
惚
二
持
話
者
一
令
二
心
　
散
乱
二
束
寺
観
智
院

金
剛
蔵
蘇
磨
呼
童
子
請
閉
経
永
久
元
年
点
)

(
奥
書
)
(
巻
上
)
永
久
元
季
九
月
十
八
日
吉
畢
　
愚
僧
成
祐

(
朱
書
)
　
「
同
十
二
月
十
四
日
鮎
了
」
(
迫
撃
)
　
「
天
永
二
年
春

之
比
奉
受
了
」

○
成
柘
は
隆
勝
の
受
法
で
、
隆
勝
は
保
延
七
年
に
額
等
の
訓
読
法
を

一
六

書
写
し
伝
え
て
い
る
　
(
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
日
経
広
大
儀
軌
延

文
元
年
奥
書
)

[
円
楽
寺
本
至
∴
彗
萄
華
支
仇
一
(
高
山
寺
蔵
金
剛
峯
楼
閣
一
切
瑜

伽
瑜
祇
経
建
久
九
年
写
本
)

(
奥
書
)
建
久
九
季
九
月
一
日
於
高
雄
山
以
囲
欒
寺
/
之
本
令
書
焉
了

そ
れ
ぞ
れ
の
ヲ
コ
ト
点
を
用
い
た
僧
を
、
仁
和
寺
の
血
脈
　
(
血
脈
類
集
記
に

基
づ
き
点
本
の
奥
書
を
参
照
す
る
)
に
よ
っ
て
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

与
・
…
は
濯
頂
弟
子
関
係
.
.
1
-
は
訓
読
伝
授
関
係

第
七
代
　
　
　
　
　
第
八
代

寛
朝
…
…
・
…
…
・
済
信
…
・
…
・

広
沢
僧
正
　
　
　
北
院
大
僧
正

隆
真
　
　
隆
勝
　
　
成
姑

隆
勝
　
-
　
成
祐

任
意

」-「一一一ノ

点房光浄



同
じ
大
御
室
性
信
の
滋
頂
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
、
快
禅
・
寛
意
・
兼
意
　
(
寛
意

シ
テ

よ
り
伝
授
)
・
寛
助
・
経
範
が
円
堂
点
を
使
っ
て
、
「
令
」
　
の
再
読
表
現
を
用
い

て
い
る
の
に
対
し
て
、
頼
尊
と
そ
の
流
は
浄
光
房
点
を
使
っ
て
、
「
令
～
ヲ
シ

テ
」
　
を
用
い
て
い
る
。
所
尊
と
そ
の
流
に
お
け
る
訓
読
法
の
伝
授
は
、
頼
尊
が

平
故
の
訓
読
法
を
受
け
云
〉
、
平
敦
は
元
晃
か
ら
受
学
し
た
と
考
え
ら
れ
る
(
空
。

元
晃
は
石
山
内
供
浮
柘
の
弟
子
で
あ
る
。
頼
尊
の
訓
読
法
は
観
恵
に
伝
わ
っ
て

い
る
(
2
5
二
。

こ
の
性
信
の
付
法
の
円
堂
点
使
用
資
料
と
頼
尊
の
流
の
浄
光
房
点
資
料
と
の

訓
読
法
の
違
い
は
、
使
役
の
　
「
令
」
　
の
訓
読
法
だ
け
で
な
く
、
他
の
事
象
に
も

見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
表
示
す
る
と
第
一
表
の
よ
う
で
あ
る
。

[
第
一
表
]

限　 否　 陳　 探　 並　 並　 動
定　 定　 述　 述　 列　 列　 詞
の　 「　 副　 用　 の　　 の　 の
副　 未　 詞　 詞　 迅　 速　 使
詞　 」　 r　 r　 詞　 書・司　 役

須　 常　 「　 .「 .「
唯　　　　 」　 .~　 井　 及　 令

丁 重 垂 垂 ㌢ 黒 でヱ 頼
尊

壷桒義招 壬の流の浄准初点資料

乙
が　　 に　　 に　　 が無　 す　 す　 多

い　　 る　　 る　　 い

フ 句 垂 垂 当 賀 聖

′　　　　カ　　　　ニ

性
信

、　 」　　　 ナ　」　　　　 の　　 再 の

獅畔 付法の円堂点資料る　　　　　　　　 反 雪

ビ

右
の
表
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
頼
尊
の
流
の
浄
光
房
点
資
料
が
、
並
列
の
連

詞
「
及
」
を
不
説
に
し
、
「
井
」
を
「
ア
ハ
セ
テ
」
と
訓
み
、
「
嘗
」
　
「
須
」
　
「
未
」

が
一
度
読
み
を
主
と
す
る
の
に
対
し
て
、
寛
意
・
寛
助
ら
の
性
信
の
付
法
の
円

堂
点
資
料
で
は
、
連
詞
「
及
」
　
を
　
「
オ
ヨ
ビ
」
　
と
訓
む
こ
と
が
あ
り
、
「
井
」
　
を

後
世
風
に
　
「
ナ
ラ
ビ
ニ
」
　
と
読
み
、
「
嘗
」
　
に
再
読
表
現
が
多
く
、
「
須
」
　
「
未
」

も
再
読
表
現
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
概
し
て
、
頼
尊
の
流
の
浄
光
房
点
資
料
が
比
較
的
に
古
い
訓
読
法
を

伝
え
で
い
る
の
に
対
し
て
、
性
信
の
付
法
の
円
堂
点
資
料
は
再
読
表
現
な
ど
新

し
い
訓
読
法
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
特
定
の
経
典
で
確
め
る
と
、
例
え
ば
金
剛
頂
瑜
伽
讃
摩
儀
軌
に
つ
い

て
、
平
安
中
期
点
本
(
石
山
寺
蔵
、
禅
林
寺
点
)
に
対
す
る
、
寛
治
四
年
点
(
仁

和
寺
蔵
、
僧
都
　
(
寛
意
)
　
よ
り
奉
受
)
　
と
康
和
五
年
点
　
(
仁
和
寺
蔵
、
寛
助
よ

り
奉
受
)
　
と
の
訓
読
法
の
相
違
に
照
ら
し
合
せ
る
と
、
頼
尊
の
流
の
浄
光
房
点

資
料
は
平
安
中
期
点
本
の
訓
読
法
に
通
ず
る
こ
と
が
分
り
、
古
い
訓
読
法
を
伝

え
て
い
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

シ
テ

の
使
役
　
「
令
」
　
を
、
寛
意
・
寛
助
が
　
「
令
」
　
と
再
読
表
現
に
す
る
の
に
対

シ
ム

シ
ム

し
て
、
平
安
中
期
点
は
　
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
　
と
訓
ん
で
い
る
。

オ
ヨ
ビ

拘
並
列
の
連
詞
　
「
及
」
　
を
、
寛
意
・
寛
助
が
　
「
及
　
」
　
と
訓
ん
だ
例
が
あ
る

の
に
対
し
て
、
平
安
中
期
点
は
全
く
加
点
が
無
く
不
講
と
見
ら
れ
る
。

ナ
テ
ピ
ェ

印
並
列
の
連
詞
　
「
井
」
　
を
、
寛
意
・
寛
助
が
　
「
井
　
」
　
と
訓
む
の
に
対
し

ア
ハ
七
テ

て
、
平
安
中
期
点
は
古
用
の
　
「
井
　
」
　
と
訓
ん
で
い
る
。

マ
サ
ニ

㈹
陳
述
副
詞
「
常
」
　
に
、
寛
意
・
寛
助
は
　
「
雷
　
」
　
の
再
読
表
現
も
用
い
る

ベ
シ

の
に
対
し
て
、
平
安
中
期
点
は
再
読
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。

以
上
は
、
タ
コ
ト
点
の
違
い
が
訓
読
法
の
違
い
と
対
応
す
る
場
合
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
タ
コ
ト
点
を
用
い
で
も
、
訓
読
法
に
相
違
の
あ
る
も

の
が
あ
り
(
空
、
又
、
他
系
統
の
タ
コ
ト
点
を
取
入
れ
た
結
果
、
訓
読
法
が
自

流
と
他
流
と
の
混
合
と
い
う
取
合
せ
を
な
し
た
も
の
も
あ
る
。

要
す
る
に
、
ヲ
コ
ト
点
と
訓
読
法
と
は
完
全
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
く
、



訓
読
法
の
変
遷
の
考
察
に
は
テ
コ
ト
点
は
手
掛
り
に
は
な
る
が
、
訓
読
法
そ
の

も
の
に
は
そ
れ
独
自
の
分
析
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

3
.
宗
派
・
流
派
に
よ
る
訓
読
語
の
系
統
を
訓
読
法
の
変
遷
か
ら
見
る

課
題
の
第
三
の
、
訓
読
法
の
変
遷
が
宗
派
・
流
派
と
如
何
に
係
る
か
を
考
察

す
る
に
は
、
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
第
一
の
方
法
は
、
同
じ
時
期
に
お
け
る
異

な
る
宗
派
間
の
訓
読
法
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
は
、
同
文
経

典
を
各
宗
派
が
訓
読
し
た
資
料
に
つ
い
て
訓
読
法
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。

訓
読
法
の
相
違
は
事
象
の
所
古
の
差
に
基
づ
い
て
い
る
。

の
第
一
の
方
法

特
定
時
期
(
十
一
世
紀
初
)
に
お
け
る
異
な
る
宗
派
間

一
八

保
五
年
三
井
寺
僧
仁
円
上
巻
了
　
掩
雲
坊
大
阿
闇
梨
伝
授
行
円
、
陪
座

下
点
読
之

6
△
　
東
寺
金
剛
蔵
金
剛
頂
瑜
伽
降
三
世
成
就
極
深
密
門
永
久
二
年
写
本

(
本
奥
書
)
　
長
保
六
年
於
三
井
寺
時
永
堂
、
奉
障
大
阿
闇
梨
承
点
了

7
　
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
話
儀
軌
　
長
保
六
年
、
文
慶
が

三
井
大
阿
闇
梨
に
受
学
、
後
受
墨
点
定
也
　
(
仮
名
点
)

8
　
東
寺
金
剛
蔵
阿
闇
梨
大
受
蒼
探
濯
頂
儀
軌
　
寛
弘
五
年
、
永
円
が
三
井
寺

龍
雲
坊
奉
点
　
西
墓
点

ヨ
天
台
宗
比
叡
山
関
係
(
デ
ブ
ト
点
よ
り
推
定
)

9
　
西
大
寺
蔵
大
耽
盛
遮
那
成
仏
経
　
長
保
二
年
胡
坐
己
了
　
仁
都
波
迦
点

の
訓
読
法
の
比
較

十
一
世
紀
初
は
各
宗
派
の
祖
点
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
。

こ
の
長
保
～
寛
弘
　
(
九
九
九
-
一
〇
一
二
)
　
の
十
年
余
り
の
年
紀
を
奥
書
に
持

つ
訓
点
資
料
で
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
が
十
九
点
あ
る
。
こ
れ
を
宗
派
別
に
挙

げ
る
。
(
△
は
本
奥
書
)

↓
南
都
古
宗

1
　
石
山
寺
蔵
法
華
義
疏
　
長
保
四
年
薬
師
寺
僧
注
算
読
了
　
第
三
群
点

2
　
興
福
寺
蔵
四
種
相
違
新
幕
私
記
　
寛
弘
七
年
東
大
寺
三
論
宗
僧
宿
倫
受

書
写
了
　
仮
名
点

コ
天
台
宗
三
井
寺

3
△
東
寺
金
剛
蔵
聖
閻
受
徳
迦
威
怒
王
立
成
大
神
験
念
調
法
永
久
二
年
写
本

(
本
奥
書
)
長
保
五
年
於
三
井
寺
唐
房
、
大
阿
閻
梨
　
(
慶
詐
)
受
己
了

4
△
東
寺
金
剛
蔵
甘
露
軍
茶
利
菩
薩
供
養
念
話
成
就
儀
軌
永
久
二
年
写
本

(
本
奥
書
)
　
長
保
五
年
於
三
井
寺
小
望
、
奉
随
大
阿
閻
梨

5
△
保
阪
潤
治
氏
蔵
本
大
耽
血
遮
那
経
広
大
成
就
儀
軌
巻
上
　
(
本
奥
書
)
長

0111213141

円
H

51

青
蓮
院
苫
水
成
大
枇
血
道
那
成
仏
経
　
長
保
二
年
了
　
仁
郡
波
迦
点

東
寺
金
剛
蔵
大
日
経
広
大
成
就
儀
軌
　
寛
弘
四
年
点
重
、
僧
仁
本
永
延
三

年
(
九
八
九
)
読
点
　
叡
山
点

東
寺
金
剛
蔵
胎
蔵
私
記
　
寛
弘
五
年
　
第
一
群
点

育
蓮
院
苫
水
蔵
胎
蔵
界
餞
軌
巻
上
　
寛
弘
七
年
点
受
、
容
超
　
西
墓
点

受
殊
院
蔵
金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
誠
俵
軌
　
寛
弘
七
年
点
己
了
　
叡
山
点

真
言
宗
小
野
流
カ

〓
二
こ

某
蔵
金
剛
頂
経
瑜
伽
修
習
耽
慮
遮
那
三
産
地
法
　
寛
弘
九
月
六
月
読
了

東
大
寺
点

真
言
宗
仁
和
寺

高
山
寺
蔵
金
剛
頂
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
讃
大
教
王
経
　
寛
弘
五
年

於
仁
和
寺
南
御
室
点
了
　
高
尾
法
照
闇
梨
奉
受
　
叡
算
　
西
墓
点

高
野
山
学
園
蔵
蘇
悉
地
掲
羅
経
　
寛
弘
五
年
読
了
南
御
室
伝
法
　
第
五

群
点

東
寺
金
剛
蔵
不
動
尊
儀
軌
　
寛
弘
九
年
書
了
　
星
点
が
喜
多
院
点
、
線
点



は
円
堂
点

1
9
△
西
大
寺
蔵
大
日
経
蓮
華
胎
蔵
悲
生
里
奈
羅
広
大
成
就
儀
軌
　
(
本
奥
書
)

長
保
四
年
読
了
　
小
僧
平
救

右
の
十
九
点
の
う
ち
、
天
台
宗
三
井
寺
の
六
点
は
い
ず
れ
も
三
井
大
阿
闇
梨

慶
詐
の
訓
説
を
受
学
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
四
点
は
院
政
期
写
本
に
記
さ
れ
た

本
奥
書
で
あ
る
。
当
時
の
訓
読
法
の
知
ら
れ
る
原
本
は
文
慶
が
長
保
六
年
二

〇
〇
四
)
　
に
慶
絆
か
ら
受
学
し
た
金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
詞
儀
軌
と
、
永
円
が
寛

弘
五
年
二
〇
〇
八
)
　
に
奉
点
し
た
阿
闇
梨
大
豆
藁
擢
溝
頂
俵
軌
の
二
点
で
あ

る
。天

台
宗
比
叡
山
関
係
の
六
点
は
加
点
場
所
や
加
点
僧
が
殆
ど
分
ら
ず
ブ
コ
ト

点
か
ら
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

真
言
宗
小
野
流
か
と
見
ら
れ
る
金
剛
頂
経
三
摩
地
法
も
テ
コ
ト
点
か
ら
推
定

し
た
に
過
ぎ
な
い
。

真
言
宗
仁
和
寺
の
四
点
の
う
ち
、
平
救
の
大
日
経
広
大
成
就
儀
軌
は
本
奥
書

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
奥
書
や
推
定
の
も
の
や
全
巻
調
査
の
出
来
て
い
な
い
も
の
を

除
く
と
、
第
一
の
方
法
の
対
象
と
し
て
は
、
南
都
古
宗
の
法
華
義
疏
長
保
四
年

二
〇
〇
二
)
点
と
、
天
台
宗
三
井
寺
の
慶
酢
の
資
料
と
真
言
宗
仁
和
寺
資
料

の
金
剛
頂
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
譚
大
教
王
経
寛
弘
五
年
(
一
〇
〇
八
)
点

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
奥
書
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

[
南
都
古
宗
]

法
華
義
疏
　
六
巻
　
石
山
寺
蔵
　
第
三
群
点
(
変
形
)

(
事
即
)
(
朱
書
)
「
長
保
四
年
(
一
〇
〇
二
)
九
月
六
日
於
薬
師
寺
侍
教
院
園

堂
鮎
了

沙
門
注
算
了
聴
衆
廿
除
口
也
/
講
師
専
寺
鋭
超
五
師
J

[
天
台
宗
三
井
寺
]

金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
諭
儀
軌
一
帖
　
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
　
西
墓
点

(
奥
書
)
(
墨
書
)
長
保
六
年
(
一
〇
〇
四
)
三
月
十
八
九
廿
廿
一
井
四
全
日

(
慶
詐
)

之
間
受
學
三
井
大
阿
閣
/
梨
己
了

志
同
前
耳
/
老
僧
文
慶
　
錮
瑠
璃
航

同
鮎
観
音
院
十
溜
師
定
退
公
之
　
(
迫
筆
)
己
上
後
受

阿
闇
梨
大
勇
茶
揺
潅
頂
儀
軌
一
巻
　
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
　
西
墓
点

(
慶
詐
)

(
奥
書
)
(
朱
書
)
「
寛
弘
五
年
(
一
〇
〇
八
)
三
月
十
八
日
三
井
寺
於
龍
雲
房

奉
鮎
之
/
僧
永
囲
記
之
」

[
真
言
宗
仁
和
寺
]

金
剛
頂
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
置
大
数
王
経
　
三
巻
　
高
山
寺
蔵
　
西
墓

点
　
(
白
点
)
、
円
堂
点
　
(
朱
点
)

(
巻
上
奥
書
)
(
自
書
)
　
「
寛
弘
五
年
三
月
廿
四
日
於
仁
和
寺
南
御
室
鮎
始

同
書
警
/
闇
凶
(
噂
閻
梨
奉
受
了
」

(
朱
書
)
　
「
叡
算
之
」

(
巻
下
奥
書
)
(
朱
書
)
「
長
元
八
年
(
一
〇
三
五
)
十
一
月
十
六
日
於
田
野
御

房
鮎
7

倍
授
師
僧
都
御
房
也
」

右
の
う
ち
、
先
ず
、
天
台
宗
三
井
寺
に
お
け
る
慶
絆
の
二
資
料
を
見
る
に
、

金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
涌
儀
軌
は
長
保
六
年
に
慶
絆
の
弟
子
の
文
慶
が
慶
絆
か
ら

受
学
し
た
訓
読
法
を
墨
点
で
示
し
て
、
先
受
の
朱
点
と
区
別
し
て
い
る
。
阿
闇

梨
大
受
蒼
擢
漕
頂
儀
軌
は
寛
弘
五
年
に
慶
絆
の
弟
子
の
永
円
が
慶
詐
か
ら
奉
点



し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
点
本
の
訓
読
法
は
共
に
慶
絆
の
訓
読
法
を
伝
え
て

い
て
大
同
で
あ
る
。

次
に
、
真
言
宗
仁
和
寺
の
当
時
の
訓
読
法
を
窺
う
資
料
と
し
て
の
金
剛
頂
一

切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
讃
大
教
王
経
(
金
剛
頂
大
教
王
経
)
　
は
、
寛
弘
五
年
に

仁
和
寺
甫
御
室
で
叡
算
が
高
尾
法
照
閤
梨
か
ら
奉
受
し
た
も
の
で
、
ヲ
コ
ト
点

は
三
井
寺
所
用
の
西
墓
点
を
用
い
て
い
る
。
仮
名
字
体
に
も
西
墓
点
所
用
の
三

井
寺
僧
特
有
の
　
「
ヽ
」
　
(
キ
)
、
「
「
」
　
(
ラ
)
　
が
見
ら
れ
る
の
で
、
叡
算
も
高
尾

法
照
も
素
姓
が
未
詳
で
あ
る
が
、
三
井
寺
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、

こ
の
訓
読
法
を
、
天
台
宗
三
井
寺
の
慶
非
の
訓
読
法
と
比
べ
る
と
、
使
役
の
「
令
」

シ
ム

を
　
「
令
～
テ
シ
テ
」
　
と
訓
み
、
並
列
の
連
詞
　
「
及
」
　
を
不
読
と
す
る
等
、
基
本

的
に
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。

こ
の
金
剛
頂
大
数
王
経
に
は
、
寛
弘
五
年
か
ら
二
十
七
年
後
の
長
元
八
年
(
一

〇
三
五
)
に
田
野
御
房
に
お
い
て
僧
都
御
房
か
ら
伝
授
さ
れ
(
巻
下
奥
書
)
、
加

点
し
た
朱
点
が
全
巻
に
わ
た
っ
て
施
さ
れ
て
い
る
。
ヲ
コ
ト
点
は
仁
和
寺
所
用

の
円
堂
点
で
あ
り
、
「
僧
都
御
房
」
　
は
仁
和
寺
の
廷
尋
か
と
さ
れ
て
い
る
〈
害
。

延
尋
は
仁
和
寺
第
八
代
門
跡
済
信
の
弟
子
で
あ
る
。
こ
の
長
元
八
年
の
朱
点
の

訓
読
法
が
、
寛
弘
五
年
の
白
点
の
訓
読
法
と
殆
ど
一
致
す
る
の
で
、
仁
和
寺
の

円
堂
点
の
訓
読
法
の
一
流
に
天
台
宗
三
井
寺
の
訓
読
法
が
影
響
し
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
(
軍
。

こ
の
三
井
寺
に
関
連
が
あ
り
、
仁
和
寺
南
御
室
で
叡
算
が
奉
受
し
た
金
剛
頂

大
数
王
経
寛
弘
五
年
白
点
の
訓
読
法
を
、
南
都
古
宗
の
法
華
義
疏
長
保
四
年
点

の
訓
読
法
と
比
較
し
て
み
る
。

法
華
義
疏
長
保
四
年
点
は
、
同
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
薬
師
寺
僧
の
注

算
が
、
同
寺
倍
数
院
円
堂
に
お
い
て
講
師
の
鋭
超
五
師
か
ら
聴
聞
し
て
加
点
し

た
も
の
で
あ
る
。

二
〇

そ
の
使
役
　
「
令
」
　
の
訓
読
法
は
、

シ
ム

[
令
～
ヲ
シ
テ
]

い
　
に
　
　
と
　
[
訓
]
　
(
ハ
ム
ト
ス
ル
)
　
に
(
ヱ
　
つ
d
n
こ
い
へ
ー
.
融
u
d
l
(
上
も
(
ニ
)
　
を
　
カ
(
ハ
)

天
格
脩
羅
二
間
　
　
　
時
前
　
令
二
　
龍
　
輿
レ

6
8
7
行
)

へ
フ
)
　
か
　
(
メ
)
む
と
　
　
　
そ
し
て
　
　
　
　
八
七
)
　
を
　
　
に

四
者
欲
レ
　
令
三
　
衆
生
　
尊
二
重
法
一
故
(
巻
二
1
2
5
行
) 之

図
一
　
(
巻
一

シ
ム

[
令
～
ニ
]

は
　
も
　
　
た
ま
は
　
(
ス
ト
)

彿
錐
レ
不
レ

熱
聖
圭
。
而
彗
ク
…
ト
ソ
講
夢
窄
レ
輿
巻
四
6
9
4
行
)

シ
ム

[
令
～
テ
]

∃

と

い

ふ

　

　

　

　

　

　

.

必

(

テ

)

　

へ

ト

)

　

　

;

)

キ

　

な

b

又
是
「
令
」
(
吉
)
一
一
切
衆
生
作
一
レ
悌
之
正
　
意
　
(
巻
二
別
行
)

シ

ム

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

ム

の
よ
う
に
、
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
が
大
多
数
で
あ
る
が
、
極
め
て
少
数
な
が
ら
「
令

シ
ム

～
ニ
」
　
「
令
～
ヲ
」
　
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

使
役
の
　
「
令
」
　
の
訓
法
に
お
い
て
、
使
役
さ
れ
る
者
が
下
の
動
詞
等
と
の
間

に
表
記
さ
れ
る
場
合
に
、
三
井
寺
の
慶
辞
や
仁
和
寺
南
御
室
で
叡
算
が
奉
受
し

シ
ム

た
金
剛
頂
大
教
王
経
寛
弘
五
年
白
点
で
は
、
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
だ
け
で
あ
る
が
、

シ

ム

　

　

　

　

シ

ム

法
華
義
琉
長
保
四
年
点
で
は
「
令
～
ニ
」
「
令
～
ヲ
」
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
訓
法
は
、
滴
っ
て
奈
良
時
代
の
勘
経
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
、
奈
良
時
代

の
勘
経
で
は
こ
の
訓
法
だ
け
で
あ
り
〈
響
、
平
安
初
頭
期
も
こ
の
訓
法
が
主
で

シ
ム

あ
る
。
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
　
は
平
安
初
期
に
な
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

平
安
中
期
で
も
、
南
都
の
聖
語
成
井
中
辺
論
天
暦
八
年
　
(
九
五
四
)
　
点
で
は
全

シ
ム

例
が
　
「
令
～
ヲ
」
　
だ
け
で
あ
り
、
南
都
の
学
問
の
影
響
を
受
け
た
石
山
寺
淳
柘

シ
ム

の
弁
中
辺
諭
延
長
八
年
　
(
九
三
〇
)
　
点
で
は
、
「
令
～
テ
」
　
中
心
の
中
で
一
例

シ
ム

だ
け
　
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
　
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
台
宗
・
真
言
宗
資



シ

ム

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

テ

料
で
は
　
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
中
心
と
な
り
、
天
台
宗
比
叡
山
資
料
に
は
　
「
令
」
　
の

シ
ム

再
読
表
現
が
少
数
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。

シ

ム

　

　

　

　

　

シ

ム

法
華
義
疏
長
保
四
年
点
の
　
「
令
～
ニ
」
　
「
令
～
ヲ
」
　
は
、
そ
の
奈
良
時
代
以

来
の
古
い
訓
法
が
、
こ
の
南
都
古
宗
の
訓
読
法
に
少
数
な
が
ら
伝
わ
り
残
っ
た

と
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
が
古
い
訓
法
を
伝
存
さ
せ
た
結
果
、
金

剛
頂
大
教
王
経
寛
弘
五
年
点
と
訓
読
法
を
異
に
し
た
事
象
は
次
の
第
二
表
の
通

り
で
あ
る
。

[
第
二
表
]

読　 否　 否　 添　 因　 條　 並　　 後　 動
添　 定　 定　 加　 果　 件　 列　　 慣: 詞
語　 r　 r　 の　 の　 の　 の　 ( 流　 の
の　 不　 未　 達　 連　 連　 達　 人詞　 使
助　 」　 」　 詞　 詞　 詞　 詞　 を「, 役
詞　 の　　　 r　 r　 r　 r　 表者　 1
「　 連　　　 況　 政　 則　 乃　 す」　 令
イ　 体　　　 」　 -　 」　 至　 周　　 一~
」　 形　　　　　　　　　　 」　 法

不雄　 ▼聖　 窒 者息 † 乞

法
事
義

‡十　癖 十
し 疏

長
保
四
年
点

イ　 不メ　未ズ 況や故〇　則　 乃　 者‡ 令
l　　 .へ　 至　　　　 ～

一　　　 末ジ　は　　　 不　 l
四　 妄; や　 琶 富　 豪 毒

例　　　　　　　　　　　　　　　　　　 l
モ　　　　　　 ヲ

4 不ヱ: 未 況拙 別は 者よ 令 と

エ　 ′ l　 C　　　　　　　 i 金
剛
頂
大
数
王
経
寛

雉　 歳三
弘な

し 五
年
点

四
例
が
数
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
に
も
、
同
じ
事
象
が
両
資
料
に
無
い
た
め
に
比
較
で
き
な
い
も
の
の
、

古
い
訓
法
が
、
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
の
方
に
見
ら
れ
る
事
象
と
し
て
次
の
間

～
川
が
挙
げ
ら
れ
る
。

川
並
列
の
連
詞
　
「
～
若
～
若
」
　
を
不
読
に
す
る

拘
読
添
語
の
助
詞
　
「
ダ
ニ
モ
」
　
「
サ
ヘ
」
　
を
用
い
る

拘
読
添
語
の
助
動
詞
　
「
ケ
リ
」
　
を
用
い
る

㈹
読
添
語
の
形
式
語
　
「
ソ
ユ
ニ
」
　
「
カ
レ
」
　
を
用
い
る

こ
こ
か
ら
も
、
南
都
古
宗
の
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
に
古
い
訓
読
法
が
伝
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
分
る
。

シ
ム

南
都
古
宗
の
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
の
方
に
、
古
い
訓
読
法
の
、
「
ニ
令
」
「
ヲ

シ

ム

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヒ

ト

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

カ

レ

　

　

ヤ

令
」
だ
け
で
な
く
、
他
に
も
「
者
」
、
条
件
の
連
詞
「
則
」
の
不
読
、
「
故
」
、
「
況

ズ

　

　

　

　

　

　

　

　

ヌ

～
は
や
」
、
「
未
」
　
の
再
読
表
現
が
無
く
、
「
不
」
　
の
連
体
形
に
　
「
不
」
が
用
い
ら

れ
て
い
て
、
金
剛
損
大
教
王
経
寛
弘
五
年
点
が
新
し
い
訓
読
法
を
採
っ
て
い
る

の
と
、
対
照
的
で
あ
る
。
読
添
語
の
助
詞
　
「
イ
」
　
も
、
金
剛
頂
大
教
王
経
寛
弘

五
年
点
が
僅
か
に
一
例
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
は
一
一

拘
第
二
の
方
法
　
-
　
同
文
経
典
を
各
宗
派
が
訓
読
し
た
資
料
に
つ
い
て
の

訓
読
法
の
比
較

第
二
の
方
法
の
、
同
文
経
典
を
異
な
る
宗
派
が
訓
読
し
た
資
料
を
相
互
に
比

較
し
て
、
そ
の
訓
読
法
の
違
い
を
見
る
に
は
、
南
都
古
宗
と
天
台
宗
・
真
言
宗

に
わ
た
っ
て
訓
読
さ
れ
た
資
料
が
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
は
南
都
古
宗
が
所
依
と

し
、
北
嶺
で
も
訓
読
し
た
、
不
空
招
索
神
呪
心
経
の
古
点
本
を
取
上
げ
て
み
る
。

こ
の
経
典
で
は
、
現
存
本
で
加
点
年
時
の
分
る
の
は
西
大
寺
蔵
寛
徳
二
年
(
一

〇
四
五
)
点
が
最
古
で
あ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
、
興
福
寺
南
円
堂
で
加
点
し
、

喜
多
院
点
を
用
い
て
い
る
の
で
南
都
の
資
料
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
同
じ
く
南

都
の
資
料
に
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
永
長
元
年
(
一
〇
九
六
)
点
が
あ
る
。
興
福

寺
僧
の
深
静
が
加
点
し
た
も
の
で
、
喜
多
院
点
を
用
い
て
い
る
。
但
し
永
長
元

年
朱
点
よ
り
前
に
長
保
　
(
九
九
九
-
一
〇
〇
四
)
　
頃
の
褐
朱
点
　
(
細
小
字
)
　
と

自
点
と
が
施
さ
れ
て
い
る
。

シ

ム

　

　

　

　

シ

ム

こ
の
南
都
系
の
訓
読
法
に
も
、
使
役
　
「
令
」
　
に
　
「
令
～
ニ
」
　
「
令
～
ヲ
」
　
の

二
一



シ
ム

古
い
帥
億
が
、
「
令
～
ヲ
シ
テ
」
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し

(

メ

)

　

の

の

　

-

㌢

　

せ

の

に

不
令
一
二
暴
悪
諸
鬼
神
等
遊
「
一
止
其
中
一
(
西
大
寺
蔵
寛
徳
二
年
点
5
5
行
)

∃

か

可

(

力

)

令
二
　
彼
耳
開
一
(
同
右
、
9
8
行
)

(

メ

)

て

の

d

(

カ

)

令
二
　
役
耳
聞
一
(
東
寺
金
剛
蔵
永
長
元
年
点
)

真
言
宗
小
野
流
で
は
、

シ

と

め

　

　

ノ

ノ

　

　

ヨ

つ

テ

ー

ユ

シ

(

セ

)

ノ

ニ

　

　

　

　

(

元

)

不
レ
令
三
暴
・
意
諸
鬼
神
等
　
遊
「
一
止
　
其
中
一
(
醍
醐
寺
蔵
保
ロ
ロ
年
移
点
本

の

の

　

　

　

を

し

て

5
5
行
)

「
令
～
テ
シ
テ
」
　
と
訓
み
、
天
台
宗
比
叡
山
で
は
、

ぢ

(

マ

マ

)

　

め

　

　

の

　

　

　

(

チ

)

　

　

　

せ

　

に

不
レ
　
令
二
下
暴
悪
諸
鬼
神
等
二
反
)
遊
中
止
其
中
上
(
書
陵
部
蔵
院
政
期
点
5
5

(
シ
テ
)

行
・
宝
瞳
院
点
)

d

H

コ

　

(

チ

)

　

カ

令
二
下
彼
耳
二
反
)
問
上
(
書
陵
部
蔵
院
政
期
点
聞
行
)

(
シ
テ
)

の
よ
う
に
再
読
表
現
に
し
て
い
る
。

他
の
事
象
で
も
、
南
都
の
資
料
に
は
古
い
訓
読
法
が
伝
存
し
て
い
る
。
「
～
ヲ

～
ミ
」
　
や
助
詞
　
「
イ
」
　
の
読
添
え
で
あ
る
。

は
ウ
レ
ヘ
ム
.
.
到
【
調
】
.
引
　
を
　
へ
ミ
)
　
を
l
　
(
ミ
)
　
を
　
(
ミ
)
　
を
　
(
ミ
)
ク
チ
ヒ
ル
を
　
(
ミ
)
　
を
　
(
ミ
)

或
患
二
眼
痛
　
耳
痛
　
鼻
痛
　
歯
痛
　
牙
痛
　
膏
　
痛
　
舌
癌
　
(
略
)

カ
タ
ウ
テ
セ
　
(
ミ
ス
ル
)
　
こ
と
を

肩
胎
.
痛
一
　
　
(
西
大
寺
蔵
寛
徳
二
年
点
6
7
行
)

(

ハ

)

ウ

レ

ヘ

セ

　

　

　

　

　

　

セ

ミ

を

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

ー

ロ

サ

キ

或
　
患
二
眼
痛
　
耳
痛
鼻
痛
歯
痛
牙
痛
膏
　
痛
看
病
或
断
愕
痛
戒
心
宵
痛

イ
タ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
タ
チ
ヒ
ル

ハ

ラ

　

イ

ク

ミ

　

　

　

　

　

(

ミ

ス

ル

)

こ

と

(

チ

)

或
腹
齋
痛
　
(
略
)
肩
腰
痛
一
　
　
(
東
寺
金
剛
蔵
長
保
頃
褐
朱
点
)

カ
タ

こ
の
南
都
の
　
「
～
テ
～
ミ
」
　
に
対
し
て
、
真
言
宗
小
野
流
で
は
、

ハ

ウ

レ

ヘ

　

　

「

ツ

ウ

」

(

量

)

　

　

　

　

　

　

シ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

ン

或
患
二
眼
・
痛
　
耳
・
痛
か
・
病
理
平
)
・
敷
(
毒
車
上
粛
義
幸
・
痛

二
二

ハ

ケ

ン

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

元

)

苧
痛
(
略
)
成
層
…
・
野
人
)
革
(
醍
醐
寺
蔵
保
□
□
年
移
点
本
舶
行

～
7
0
行
)

と
音
読
に
し
て
い
る
。
他
の
諸
本
で
も
音
読
が
多
く
て
　
「
テ
～
ミ
」
　
は
見
ら
れ

な
い
。助

詞
　
「
イ
j
　
は
、
次
の
よ
う
に

(
タ
)
　
(
メ
)
は
　
の
　
「
イ
」
　
ア
ハ
レ
ム
て
デ
ハ
レ
ム
」
　
レ
を
　
r
テ
」
　
「
ウ
テ
ミ
」

能
　
令
t
一
彼
人
　
怒
レ
　
　
　
己
元
一
レ
恨
　
(
東
寺
金
剛
蔵
永
長
元
年

点
)

「
　
」
　
の
仮
名
は
、
同
じ
興
福
寺
僧
の
深
静
が
興
福
寺
に
お
い
て
五
年
後
の
康

和
三
年
　
(
一
一
〇
一
)
　
に
追
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
助
詞
　
「
イ
」
　
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
助
詞
　
「
イ
」
　
は
他
の
不
空
尉
索
神
呪
心
経
の
諸
点
本
に
は
見

ら
れ
な
い
。

こ
の
経
典
の
南
都
系
と
真
言
宗
小
野
流
・
天
台
宗
比
叡
山
系
の
訓
読
法
の
異

な
る
事
象
を
表
示
す
る
と
、
第
三
表
　
(
次
頁
上
段
)
　
の
よ
う
で
あ
る
。

ビ

L

r

　

7

ハ

七

テ

　

カ

レ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

ム

南
都
系
の
方
に
、
「
者
」
　
「
井
　
」
　
「
故
」
等
の
古
い
訓
読
法
が
、
右
述
の
　
「
令

シ
ム

～
ニ
」
　
「
令
～
ヲ
」
、
「
ヲ
～
ミ
」
　
「
イ
」
　
と
共
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
文
諸
経
典
の
諸
宗
派
閥
の
訓
読
法
の
比
較
に
よ
っ
て
、

南
都
古
宗
だ
け
で
な
く
、
真
言
宗
・
天
台
宗
の
間
の
宗
派
・
流
派
の
訓
読
法
の

差
異
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。



[
第
三
表
]

講　読　陳　　 田　　　 並　　 並　　 後　　 動
添　添　述　　 果　　　 列
潮 害 酬

テ　助　「　　 詞　　　 詞

ヱ ィ

ヲ　×　将; 故2枚呈　乃　 乃井:　 者よ令ヱ令ヱ西 南
つ 圭 甘　 昌 大

寺
望
見
徳

都
系

ム )　　　 し　　　　　 ヲ 点

て イ ‡三 故… 藁歪 ; つ乃井:者‡者畠令ヱ令ヱ興
福
寺
浣

な定　　　　　　　　 テ 静
しの 点

×　×王将;　 故呈乃し　乃井:　 者よ令ヱ令ヱ醍 束
エ至て読至　 t　　　 l l 田

愛　 三 等桑 ナ　 つ 寺
戎
本

宗
小
野

レ　しの 流

×　×　将;　 故呈　　　　 井;　 者よ ‡令ヱ
ビ

勒
上~　　　　　　　 璧 修

寺
興己lL 然

×　×　　　　　 故呈　　　 乃井;　　　 ‡令Z 比 天
至　 ぎ 叡 ムCコ薫桑 ~　 雲 山

系
宗

なの
し

4
.
訓
読
法
の
変
遷
の
全
体
像
の
解
明
に
向
け
て

課
題
の
第
四
の
、
訓
読
法
の
変
遷
の
全
体
像
の
解
明
の
た
め
の
作
業
と
し
て
、

次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

の
訓
読
法
の
体
系
に
よ
っ
て
、
個
々
の
訓
点
資
料
の
記
述
を
行
い
、
そ
れ
ら
を

時
代
別
・
資
料
別
、
更
に
宗
派
別
に
配
慮
し
て
比
較
し
、
時
の
推
移
を
軸
と

し
て
変
遷
を
叙
述
す
る
。

コ
ヒ
ネ
ガ
フ

拘
並
列
の
連
詞
「
若
」
が
不
読
か
ら
「
モ
シ
バ
」
　
に
変
遷
し
た
り
、
「
唯
願
　
」

タ
ダ
シ
ネ
ガ
ハ
ク
ハ

が
　
「
唯
　
願
　
　
」
　
に
変
遷
し
た
り
す
る
の
と
同
じ
現
象
と
異
な
る
現
象
を

類
別
し
て
そ
の
全
体
的
な
把
捉
を
し
、
そ
の
変
遷
の
原
理
を
考
察
す
る
。

拘
そ
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
読
添
語
を
取
上
げ
る
。
読
添
語
に
は
変
遷
し

な
い
も
の
と
変
遷
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
変
遷
し
な
い
読
添
語
は
日
本
語
の

文
章
表
現
の
骨
髄
を
成
す
も
の
で
、
助
詞
で
は
語
と
語
、
句
と
句
と
の
関
係

を
示
す
格
助
詞
と
接
続
助
詞
の
テ
・
シ
テ
、
バ
・
ト
モ
・
ド
モ
、
用
言
の
陳

述
に
係
る
係
助
詞
ハ
・
モ
・
ヤ
・
カ
、
助
動
詞
で
は
叙
述
の
確
認
・
否
定
・

推
量
な
ど
判
断
を
表
す
指
定
ナ
リ
・
ク
リ
、
否
定
ズ
・
ジ
、
推
量
ム
・
ベ
シ
＼

完
了
ツ
・
ヌ
・
ク
リ
・
リ
、
回
想
キ
、
及
び
受
身
・
使
役
と
比
況
を
示
す
ル
・

テ
ル
、
シ
ム
、
ゴ
ト
シ
、
並
び
に
形
式
語
の
敬
語
ク
マ
フ
・
タ
テ
マ
ツ
ル
や

コ
ト
・
モ
ノ
等
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
変
遷
す
る
読
添
語
は
、
添
意
性
の
助
詞
の
副
助
詞
、
係
助

詞
の
ゾ
・
コ
ソ
、
終
助
詞
・
間
投
助
詞
、
及
び
接
続
助
詞
ツ
ツ
・
ナ
ガ
ラ
・

カ
ラ
ニ
、
助
動
詞
で
は
推
量
マ
シ
‥
7
ム
・
ケ
ム
、
回
想
ケ
リ
、
形
式
語
ソ

ユ
ニ
・
ヲ
～
ミ
等
で
あ
る
。

こ
の
変
遷
す
る
読
添
語
は
、
平
安
初
期
に
は
多
寡
の
差
は
あ
る
も
の
の
使
用

さ
れ
た
が
、
平
安
中
期
以
降
は
、
全
く
使
用
例
を
見
な
く
な
る
も
の
と
、
或

る
種
の
資
料
に
は
用
い
ら
れ
て
宗
派
や
資
料
の
差
を
作
る
も
の
と
が
あ
る
。

こ
の
宗
派
や
資
科
に
よ
る
差
を
作
り
つ
つ
平
安
中
期
以
降
も
用
い
ら
れ
た

主
な
も
の
を
取
上
げ
て
み
る
。

そ
の
中
で
象
徴
的
な
の
が
、
助
詞
「
イ
」
　
で
あ
る
。
助
詞
「
イ
」
　
は
、
山
田

孝
雄
博
士
が
因
明
関
係
の
経
典
に
は
後
世
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
(
響
以
来
、
平
安
初
期
訓
点
本
の
使
用
だ
け
で
な
い
こ
と
が
印

象
づ
け
ら
れ
た
が
、
平
安
時
代
に
お
け
る
使
用
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
度
刊
行
さ
れ
た
築
島
裕
博
士
の
畢
生
の
労
作
『
訓
点
語
彙
集
成
』
全
八

巻
は
、
平
安
時
代
の
読
添
語
の
実
態
を
知
る
に
も
重
要
な
手
掛
り
を
与
え
て

く
れ
る
。
こ
れ
に
基
づ
き
若
干
を
補
っ
た
上
で
、
平
安
時
代
の
仏
書
に
お
け

る
助
詞
「
イ
」
　
の
使
用
状
況
を
纏
め
る
と
、
次
の
①
～
⑧
の
よ
う
な
こ
と
が

二
三



分
っ
て
来
た
。

川
助
詞
　
「
イ
」
　
の
使
用
状
況
は
凡
そ
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

①
助
詞
「
イ
」
　
は
、
奈
良
時
代
の
訓
読
の
用
法
を
受
け
で
、
平
安
初
期
に
は

殆
ど
の
訓
点
資
料
で
主
語
を
明
示
す
る
こ
と
を
主
な
働
き
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
。

②
平
安
中
期
以
降
も
、
南
都
古
宗
で
は
院
政
期
に
至
っ
て
も
助
詞
「
イ
」
が

使
わ
れ
て
い
る
。
但
し
南
都
古
宗
で
も
平
安
後
期
以
降
は
「
イ
」
　
の
使
用

例
の
な
い
資
料
も
あ
る
(
例
、
西
大
寺
蔵
不
空
屑
索
神
呪
心
経
寛
徳
二
年

(
一
〇
四
五
)
点
、
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
寛
治
元
年
(
一
〇
八
七
)
点
)
。

③
平
安
中
期
に
は
、
天
台
宗
三
井
寺
で
も
比
叡
山
で
も
、
真
言
宗
小
野
流
で

も
、
助
詞
「
イ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
但
し
南
都
古
宗
に
比
べ
て
用
例

数
は
少
な
く
、
一
～
三
例
程
度
で
あ
る
。

④
平
安
中
期
に
は
、
経
疏
だ
け
で
な
く
儀
軌
に
も
用
い
ら
れ
る
。
金
剛
頂
蓮

華
部
心
念
詞
儀
軌
で
は
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
平
安
中
期
点
に
用
い
ら
れ

た
助
詞
　
「
イ
」
　
が
三
井
寺
の
倫
誉
説
　
(
永
延
元
年
　
へ
九
八
九
)
)
　
と
慶
詐

(
長
保
六
年
　
(
一
〇
〇
四
)
)
　
と
か
ら
文
慶
が
受
学
し
た
時
に
は
、
「
イ
」

は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
慶
詐
の
訓
読
法
は
祖
点
と
し
て
三
井
寺

に
伝
え
ら
れ
た
か
ら
、
慶
秤
の
流
で
は
　
「
イ
」
　
を
用
い
て
い
な
い
。

同
様
に
、
金
剛
頂
大
数
王
経
で
、
高
山
寺
蔵
寛
弘
五
年
　
(
一
〇
〇
八
)

点
に
用
い
ら
れ
た
　
「
イ
」
　
が
、
同
経
を
長
元
八
年
　
二
〇
三
五
)
　
に
仁

和
寺
で
伝
授
さ
れ
た
円
堂
点
の
訓
読
で
は
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

⑤
南
都
古
宗
所
依
の
経
典
を
天
台
宗
の
僧
が
訓
読
す
る
時
に
、
当
該
経
典
に

南
都
で
用
い
た
「
イ
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
南
都
古

宗
に
比
べ
て
数
量
は
少
な
い
(
例
、
吉
水
蔵
成
唯
識
論
、
金
剛
三
昧
院
蔵

本
唯
識
義
章
)
。

二
四

⑥
特
定
の
経
疏
に
は
、
宗
派
を
越
え
て
助
詞
「
イ
」
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。

特
に
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
の
諸
点
本
で
は
真
言
宗
の
小
野
流
・
広
沢
流

に
わ
た
っ
て
　
「
イ
」
　
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

又
、
蘇
悉
地
掲
羅
経
で
は
天
台
宗
三
井
寺
・
比
叡
山
、
真
言
宗
小
野
流
・

広
沢
流
に
わ
た
っ
て
　
「
イ
」
　
が
見
ら
れ
、
金
光
明
最
勝
王
経
、
大
乗
本

生
心
地
観
経
に
も
使
用
例
が
あ
る
。

⑦
特
定
の
伝
記
や
旅
行
記
に
も
助
詞
「
イ
」
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。
南
海

寄
帰
内
法
伝
、
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
、
大
店
西
域
記
で
あ
る
。

⑧
三
教
指
帰
注
集
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
本
邦
の
僧
に
よ
る
撰
述
書
に
若

干
の
　
「
イ
」
　
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
。

川
平
安
中
期
以
降
も
一
部
に
は
用
い
ら
れ
る
読
添
語
の
主
な
九
語
を
第
四
表

に
一
覧
す
る
。
九
語
を
用
い
た
訓
点
資
料
六
十
四
点
を
表
に
は
①
～
㊥
の
番

号
で
示
し
、
そ
の
各
資
料
は
第
四
表
の
後
に
掲
げ
た
【
3
1
〉
。
こ
の
作
業
は
、

助
詞
「
イ
」
と
同
じ
く
築
島
裕
博
士
の
労
作
『
訓
点
語
桒
集
成
」
に
基
づ
き

若
干
を
補
加
し
た
も
の
で
、
平
安
時
代
に
お
け
る
使
用
の
大
勢
は
窺
い
知
る

こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

助
詞
「
イ
」
　
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
読
漢
語
は
、
平
安
初
期
に

用
い
ら
れ
た
古
い
用
法
が
伝
存
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
、
そ
れ
自

体
の
変
遷
を
反
映
さ
せ
ず
に
平
安
初
期
の
用
法
の
ま
ま
に
使
い
伝
え
て
い

る
。

こ
れ
ら
の
読
添
語
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
仏
書
の
訓
読
法

は
、
或
る
時
期
に
一
拠
に
新
し
い
も
の
に
定
着
す
る
の
で
は
な
く
、
新
と
古

と
を
、
宗
派
や
資
料
に
よ
っ
て
混
ぜ
合
せ
な
が
ら
、
徐
々
に
新
し
い
訓
読
法

に
向
っ
て
行
く
姿
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。



[第四表]平安中期(十世紀)～院政期(十二世紀)　の読添語の助詞・助動詞

音
述
撰
等
伯
宗
言
文

・
台

等
記

行
旅

・
記

伝
琉

経
那

退
盛

批
大

宗
言
真

宗
台
天

そ品　　　
宗

古
都

両

替　　
)

平　
奈

安　
良

初　
時

期　
代

便　
の

用　
用

語　
法

⑬
⑫

⑪
⑬

⑨
⑧

⑦　　　
(◎

⑤
④　　

③
②　　

①
;

○
-

二
二

〇
○

○
一

一　　
〇

⑳
⑫

⑳　　
⑳　　

⑬
⑨

⑧
⑳

⑳
⑬　　　

⑥
(9

⑬　　
⑰

⑬
④

⑮
③　　　

⑱
首

○
.・.・.-b

○
○

⑳
⑳

⑳
⑳

㊧
⑰

⑳
⑳

⑳
⑳

⑳
①

⑫
①

⑳　　
⑳

⑳　　
⑨　　

⑳
⑳

⑳
⑬

⑳
毎

バ
度

カ
○

二
二

二
二

二
一

二
二

〇
)

リ

⑳
⑳

⑳　　
⑳　　　

⑫
⑳　　

⑳　　
⑬

⑬
⑨

⑧
⑳

㊨
⑳

⑳
⑮

㊨
⑬

⑫
⑳　　　

④　　
③

(診　　
⑭

ダ′つ　
△

一
一

〇
クモ

⑳　　　　
竺

竺
⑰　　　　　　

(診
⑳

一
〇

コソ

⑳　　　　　　　
⑫

⑳○

⑰　　　　　　　　　　
⑭

サへ

⑳
⑳　　　　　　　　　　

⑳○
三　

〇

⑳
◎　　　

⑳
⑳

翌
竺　　　

⑨
⑳

⑳
ケ

.__.-
.・.・.h

-
ム

◎
⑳

⑰
⑳　　

⑳
⑳

⑳　　
㊥

◎　　　
⑫

⑳
⑳

㊨
⑳

⑳
鷲
を

。

↓
蓮

(注)一〇(十世紀)、一一(十一世紀)、一二　(十二世紀)



[
助
詞
ツ
ツ
]

①
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
諭
義
抄
平
安
中
期
点

②
石
山
寺
蔵
成
唯
識
論
寛
仁
四
年
　
(
一
〇
二
〇
)
　
点
　
(
東
大
寺
平
能
)

③
石
山
寺
旧
蔵
(
春
日
和
男
博
士
蔵
)
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
後
期
点
(
東
大

寺
点
)

④
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
寛
治
元
年
(
一
〇
八
七
)
点
(
興
福
寺
経
朝
)

⑤
石
山
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
巻
第
六
平
安
中
期
点
　
(
淳
祐
)

⑥
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
文
句
平
安
後
期
点
(
天
台
僧
尭
円
)

⑦
育
蓮
院
吉
水
蔵
結
護
念
話
法
大
治
三
年
　
(
一
一
二
八
)
点
(
仁
都
波
迦
点
)

⑧
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
二
年
　
(
一
一
一
四
)

点
　
(
円
堂
点
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
四
年
二
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

⑲
醍
醐
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
元
暦
二
年
　
二
一
八
五
)
　
点
　
(
円
堂
点
)

⑪
興
聖
寺
蔵
大
唐
西
域
記
巻
第
十
二
平
安
中
期
点
(
第
四
群
点
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
唐
西
域
記
長
寛
元
年
二
一
六
三
)
点
(
東
大
寺
点
)

⑱
法
隆
寺
・
国
会
図
書
館
蔵
大
意
恩
寺
三
蔵
法
師
侍
天
治
三
年
　
(
一
一
二
六
)

点
　
(
覚
印
)

[
助
動
詞
ケ
リ
]

⑪
石
山
寺
蔵
法
華
義
疏
長
保
四
年
(
一
〇
〇
二
)
点
　
(
薬
師
寺
注
算
)

③
石
山
寺
旧
蔵
(
春
日
和
男
博
士
蔵
)
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
後
期
点
(
東
大

寺
点
)

⑱
真
福
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
優
婆
掟
舎
治
暦
四
年
　
(
一
〇
六
八
)
　
点

④
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
寛
治
元
年
　
(
一
〇
八
七
)
　
点
(
興
福
寺
経
朝
)

⑱
東
大
寺
図
書
館
蔵
因
明
論
疏
四
相
違
略
注
釈
巻
上
中
下
天
永
四
年
(
二
一

二
六

三
)
　
点
　
(
東
大
寺
点
)

⑱
東
大
寺
図
書
館
蔵
因
明
義
草
仁
安
四
年
　
二
一
六
九
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

⑬
佐
藤
正
憲
氏
蔵
菩
薩
投
身
施
餓
虎
経
院
政
期
点
　
(
喜
多
院
点
)

⑤
石
山
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
玄
賛
巻
第
六
平
安
中
期
点
　
(
淳
祐
)

⑥
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
文
句
平
安
後
期
点
　
(
天
台
僧
尭
円
)

⑲
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
蘇
磨
呼
童
子
語
間
経
巻
上
院
政
期
点
(
天
ホ
波
留
点
別

流
)

⑳
龍
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
経
平
安
後
期
点
　
(
明
算
、
中
院
僧
正
点
)

⑳
金
沢
文
庫
蔵
金
剛
頂
蓮
華
部
心
念
誠
次
第
天
承
元
年
(
一
一
三
一
)
点
(
円

堂
点
)

⑧
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
大
耽
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
二
年
　
二
一
一
四
)

点
　
(
円
堂
点
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
四
年
二
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

⑲
醍
醐
寺
蔵
大
枇
血
遮
那
成
仏
経
琉
元
暦
二
年
　
(
一
一
八
五
)
　
点
　
(
円
堂
点
)

⑳
仁
和
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
寛
治
七
年
二
〇
九
三
)
・
嘉
保
二
年
二

〇
九
五
)
　
点
　
(
寛
意
奉
受
、
円
堂
点
)

⑳
醍
醐
寺
蔵
大
枇
慮
遼
那
成
仏
経
疏
大
治
五
年
(
一
一
三
〇
)
点
(
浄
光
房
点
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
府
西
域
記
長
寛
元
年
　
(
一
一
六
三
)
　
点
(
東
大
寺
点
)

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
集
平
安
後
期
点
　
(
宝
橙
院
点
)

[
助
詞
バ
カ
リ
　
(
程
度
)
]

⑳
東
大
寺
図
書
館
蔵
大
般
捏
磐
経
平
安
後
期
点
　
(
観
覚
寺
伝
法
、
東
大
寺
点
)

⑱
佐
藤
正
憲
氏
蔵
菩
薩
投
身
施
餓
虎
経
院
政
期
点
　
(
喜
多
院
点
)

⑳
石
山
寺
蔵
不
動
念
謡
次
第
長
暦
元
年
　
(
一
〇
三
七
)
　
点
　
(
宝
畦
院
点
)

⑳
金
剛
三
昧
院
蔵
守
護
経
抄
本
院
政
期
点
　
(
円
堂
点
)



⑳
高
山
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
保
二
年
(
一
〇
八
二
)
点
(
東
大
寺
点
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
虚
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

⑳
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
大
耽
慮
遮
那
成
仏
経
疏
巻
第
二
十
康
和
四
年
二

一
〇
二
)
　
点
　
(
宝
瞳
院
点
)

⑳
高
山
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
康
和
五
年
(
一
一
〇
三
)
点
(
中
院
僧
正

点
)

⑳
醍
醐
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
大
治
五
年
(
一
一
三
〇
)
点
(
浄
光
房
点
)

⑪
輿
望
寺
蔵
大
府
西
域
記
巻
第
十
二
平
安
中
期
点
(
第
四
群
点
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
府
西
域
記
長
寛
元
年
(
一
一
六
三
)
点
(
東
大
寺
点
)

⑳
興
福
寺
蔵
高
僧
伝
巻
第
十
三
康
和
二
年
二
一
〇
〇
)
点
　
(
喜
多
院
点
)

⑳
天
理
図
書
館
蔵
南
海
寄
帰
内
法
伝
平
安
後
期
点
(
天
台
僧
成
禅
、
宝
睡
院
点
)

⑳
法
隆
寺
蔵
南
海
寄
帰
内
法
伝
大
治
三
年
　
(
一
一
二
八
)
点
(
仮
名
点
)

㊥
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
承
徳
三
年
(
一
〇
九
九
)
点
(
仮
名
点
)

⑳
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
永
久
四
年
　
(
一
一
一
六
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
唐
大
和
上
東
征
伝
院
政
期
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
東
大
寺
図
書
館
蔵
新
修
往
生
伝
下
保
元
三
年
(
一
一
五
八
)
点
(
古
紀
伝
点

カ
)

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
桒
平
安
後
期
点
　
(
宝
憧
院
点
)

⑲
大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
長
承
三
年
　
(
一
一
三
四
)
点
　
(
円
堂
点
)

⑳
天
理
図
書
館
蔵
三
教
指
帰
久
寿
二
年
　
(
一
一
五
五
)
点
(
古
紀
伝
点
)

⑩
仁
和
寺
蔵
医
心
方
院
政
期
点
　
(
古
紀
伝
点
)

㊨
天
理
図
書
館
蔵
日
本
極
楽
往
生
記
応
徳
三
年
　
(
一
〇
八
六
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

[
助
詞
ダ
ニ
(
ダ
モ
)
]

⑱
石
山
寺
蔵
法
華
義
硫
長
保
四
年
二
〇
〇
二
)
点
(
薬
師
寺
注
算
)

②
石
山
寺
蔵
成
唯
識
論
寛
仁
四
年
　
(
一
〇
二
〇
)
　
点
　
(
東
大
寺
平
能
)

③
石
山
寺
旧
蔵
(
春
日
和
男
博
士
蔵
)
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
後
期
点
(
東
大

寺
点
)

④
立
本
寺
蔵
妙
法
蓮
華
経
寛
治
元
年
　
(
一
〇
八
七
)
点
(
興
福
寺
経
朝
)

⑳
東
大
寺
図
書
館
蔵
大
般
捏
磐
経
平
安
後
期
点
(
観
覚
寺
伝
法
、
東
大
寺
点
)

⑫
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
経
二
十
八
品
略
釈
下
延
久
二
年
(
一
〇
七
〇
)
点
(
第

五
群
点
)

⑬
五
島
美
術
館
蔵
大
靴
底
遮
那
経
巻
第
一
平
安
中
期
角
筆
点
(
慈
覚
大
師
点
)

⑭
石
山
寺
蔵
菩
薩
戒
経
長
和
五
年
(
一
〇
一
六
)
点
(
天
台
宗
比
叡
山
僧
成
禅

が
興
福
寺
に
て
伝
読
、
宝
幅
院
点
)

⑮
五
島
美
術
館
蔵
妙
法
蓮
華
経
巻
第
五
平
安
後
期
点
　
(
西
墓
点
)

⑳
龍
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
経
平
安
後
期
点
　
(
明
算
、
中
院
僧
正
点
)

⑯
着
陸
部
蔵
妙
法
蓮
華
経
平
安
後
期
点
　
(
禅
林
寺
点
)

⑰
高
野
山
学
園
蔵
蘇
悉
地
掲
羅
経
承
保
元
年
(
一
〇
七
四
)
点
(
明
算
1
寛
智
、

円
堂
点
)

⑳
高
山
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
保
二
年
(
一
〇
八
二
)
点
(
東
大
寺
点
)

⑧
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
大
耽
虞
道
都
成
仏
経
疏
永
久
二
年
　
(
一
一
一
四
)

点
　
(
円
堂
点
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
靴
底
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

⑲
醍
醐
寺
蔵
大
耽
慮
遮
那
成
仏
経
疏
元
暦
二
年
　
(
一
一
八
五
)
点
(
円
堂
点
)

⑱
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
大
靴
底
遮
那
成
仏
経
疏
治
安
四
年
　
(
一
〇
二
四
)

点
　
(
西
墓
点
)

⑩
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
慮
遼
那
成
仏
経
疏
巻
第
二
延
久
二
年
(
一
〇
七
〇
)

点
　
(
宝
幅
院
点
)

二
七



⑳
日
光
輪
王
寺
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
疏
仁
平
元
年
二
一
五
一
)
点
(
宝
憧

院
点
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
店
西
域
記
長
寛
元
年
　
(
一
一
六
三
)
　
点
　
(
東
大
寺
点
)

⑳
法
隆
寺
蔵
南
海
等
帰
内
法
伝
大
治
三
年
　
(
一
一
二
八
)
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
仮
名
点
)

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
集
平
安
後
期
点
　
(
宝
唾
院
点
)

⑳
大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
長
承
三
年
(
一
一
三
四
)
点
　
(
円
堂
点
)

[
助
詞
コ
ソ
]

◎
小
川
本
　
(
国
蔵
)
　
大
乗
掌
珍
論
天
暦
九
年
　
(
九
五
五
)
　
点
　
(
東
大
寺
観
理
)

②
石
山
寺
蔵
成
唯
識
論
寛
仁
四
年
　
(
一
〇
二
〇
)
　
点
　
(
東
大
寺
平
能
)

⑱
東
大
寺
図
書
館
蔵
因
明
義
軍
仁
安
四
年
　
(
一
一
六
九
)
点
　
(
仮
名
点
)

⑧
東
京
大
学
国
語
研
究
重
蔵
大
耽
虚
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
二
年
　
(
一
一
一
四
)

点
　
(
円
堂
点
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
経
琉
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

⑳
醍
醐
寺
蔵
大
耽
底
遮
那
成
仏
経
疏
大
治
五
年
二
一
三
〇
)
点
(
浄
光
房
点
)

[
助
詞
サ
へ
]

⑪
石
山
寺
蔵
法
華
義
疏
長
保
四
年
　
(
一
〇
〇
二
)
　
点
　
(
薬
師
寺
注
算
)

⑰
東
大
寺
図
書
館
蔵
因
明
義
軍
仁
安
四
年
　
(
一
一
六
九
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
石
山
寺
蔵
居
中
辺
諭
延
長
八
年
　
(
九
三
〇
)
　
点
　
(
浮
祐
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
府
西
域
記
長
寛
元
年
　
(
一
一
六
三
)
　
点
　
(
東
大
寺
点
)

⑳
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
仮
名
点
)

[
助
動
詞
ラ
ム
]

⑳
知
恩
院
蔵
地
蔵
十
輪
経
巻
第
十
平
安
中
期
点
　
(
第
五
群
点
)

⑳
東
大
寺
図
書
館
蔵
大
般
捏
磐
経
平
安
後
期
点
　
(
観
覚
寺
伝
法
、
東
大
寺
点
)

二
八

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
集
平
安
後
期
点
　
(
宝
睡
院
点
)

[
助
動
詞
ケ
ム
]

⑭
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
大
枇
慮
遮
那
経
巻
第
一
康
平
七
年
(
一
〇
六
四
)
点
(
第

一
群
点
)

⑳
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
大
日
経
義
釈
演
密
妙
長
承
三
年
(
一
一
三
五
)
点
(
喜

多
院
点
、
中
川
成
身
院
本
)

⑨
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
鵬
慮
遮
那
成
仏
経
疏
永
久
四
年
(
一
一
一
六
)
点
(
円

堂
点
)

◎
高
山
寺
蔵
大
靴
底
遮
那
成
仏
経
疏
長
治
二
年
　
(
一
一
〇
五
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
醍
醐
寺
蔵
大
枇
慮
遼
那
成
仏
経
疏
大
治
五
年
(
一
一
三
〇
)
点
(
浄
光
房
点
)

⑬
興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
永
久
四
年
　
二
一
一
六
)
　
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
集
長
承
三
年
　
(
一
一
三
四
)
点
(
円
堂
点
)

⑳
書
陵
部
蔵
文
鋭
秘
府
諭
保
延
四
年
　
(
一
一
三
八
)
　
点
　
(
円
堂
点
)

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
集
院
政
中
期
点
　
(
仮
名
点
)

[
助
詞
ナ
ガ
ラ
　
(
連
用
形
に
付
く
)
]

⑳
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
虚
空
蔵
求
開
持
法
長
元
八
年
二
〇
三
五
)
点
(
西
墓

点
)

⑳
青
蓮
院
吉
水
成
阿
弥
陀
儲
軌
永
久
二
年
　
(
一
一
一
四
)
　
点
　
(
仁
都
波
迦
点
)

◎
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
仏
説
陀
羅
尼
集
経
久
安
二
年
(
一
一
四
六
)
点
(
西
墓

点
)

⑩
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
批
慮
遮
那
成
仏
経
疏
巻
第
二
延
久
二
年
二
〇
七
〇
)

点
　
(
宝
幌
院
点
)

⑳
醍
醐
寺
蔵
大
枇
虚
遮
那
成
仏
経
疏
大
治
五
年
二
一
三
〇
)
点
(
浄
光
房
点
)

⑫
石
山
寺
蔵
大
店
西
域
記
長
寛
元
年
　
(
一
一
六
三
)
点
　
(
東
大
寺
点
)

◎
前
田
背
徳
会
蔵
冥
報
記
長
治
二
年
　
(
一
一
〇
五
)
　
点
　
(
喜
多
院
点
)



㊥
来
迎
院
蔵
霊
異
記
院
政
期
点

⑯
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
唐
大
和
上
東
征
伝
院
政
期
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
東
大
寺
図
書
館
蔵
新
修
往
生
伝
下
保
元
三
年
(
一
一
五
八
)
点
(
古
紀
伝
点

カ
)

⑲
大
谷
大
学
蔵
三
教
指
帰
注
桒
長
承
三
年
　
(
一
二
二
四
)
　
点
　
(
円
堂
点
)

⑲
仁
和
寺
蔵
医
心
方
院
政
期
点
　
(
古
紀
伝
点
)

⑰
書
陵
部
成
文
鋭
秘
府
諭
保
延
四
年
(
一
一
三
八
)
点
　
(
円
堂
点
)

⑳
最
明
寺
蔵
往
生
要
集
院
政
中
期
点
　
(
仮
名
点
)

⑳
高
山
寺
歳
三
教
指
帰
巻
中
院
政
初
期
点
　
(
仮
名
点
)

注

(
1
)
　
大
坪
併
治
『
訓
点
語
の
研
究
し
　
(
昭
和
三
十
六
年
三
月
)
、

同
昂
緒
川
訓
点
語
の
文
法
〓
昭
和
五
十
六
年
八
月
)
等
。

(
2
)
　
春
日
政
治
『
銅
損
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
研
究
空

(
昭
和
十
七
年
十
二
月
)
。

(
2
)
　
中
田
祝
夫
『
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
総
論
算
』
(
昭
和
二
十
九
年
五

月)。

(
4
)
築
島
裕
『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考
髭
最
想
(
昭
和
六
十
一
年
十
月
)
。

同
『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考
研
究
窟
』
　
(
平
成
八
年
五
月
)
。

(
5
)
　
拙
稿
　
「
神
田
本
白
氏
文
集
の
訓
の
類
別
」
　
(
「
国
語
と
国
文
学
」
　
第
四

十
巻
第
一
号
)
。
後
に
拙
著
晶
矩
糎
晋
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』

(
昭
和
四
十
二
年
三
月
)
　
に
収
載
。

(
6
)
　
築
島
裕
　
「
成
唯
識
論
の
古
訓
法
に
つ
い
て
」
　
(
「
国
語
と
国
文
学
」
　
第

四
十
六
巻
第
十
号
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
)
。
同
「
平
安
時
代
の
古
訓

点
の
語
彙
の
性
格
-
大
日
経
の
古
訓
法
を
例
と
し
て
ー
」
　
(
「
国
語
学
」
　
第

八
十
七
集
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
)
。
同
「
大
日
経
疏
の
古
訓
法
に

っ
い
て
」
(
晶
璃
璃
鸞
代
文
学
論
叢
』
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
)
。

築
島
裕
『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考
研
究
窟
』
　
に
　
「
成
唯
識
論
の
古
訓

法
の
伝
流
」
　
「
大
日
経
の
古
訓
法
の
伝
流
」
　
「
大
日
経
疏
の
古
訓
法
の

伝
流
」
　
と
し
て
所
収
。

三
保
忠
l
夫
「
蘇
悉
地
経
古
点
の
訓
読
法
」
(
「
国
語
学
」
第
一
〇
二
集
、

昭
和
五
十
年
九
月
)
。

(
7
)
　
松
本
光
隆
『
平
安
鎌
倉
時
代
漢
文
訓
読
語
史
料
諭
し
(
平
成
十
九
年
二

月)。

(
8
)
　
拙
稿
「
漢
文
訓
読
史
上
の
一
間
題
1
再
読
字
の
成
立
に
つ
い
て
-
」
　
(
「
国

語
学
」
　
第
十
六
輯
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
)
。

(
9
)
　
拙
稿
　
「
及
字
の
訓
読
」
　
(
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
　
第
四
号
、
昭
和
三

十
四
年
五
月
)
。
同
　
「
博
士
読
み
の
源
流
-
ト
キ
ン
バ
　
(
則
)
を
例
と
し

て
-
」
(
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
第
十
五
号
、
昭
和
三
十
六
年
三
月
)
。

同
「
「
ら
く
の
み
」
　
「
ま
く
の
み
」
源
流
考
」
　
(
「
文
学
論
藻
」
第
八
号
、

昭
和
三
十
二
年
十
月
)
。
同
「
古
点
の
況
字
続
瑠
」
(
「
東
洋
大
学
紀
要
」

第
十
二
集
、
昭
和
三
十
三
年
二
月
)
　
等
。

(
1
0
)
　
門
前
正
彦
「
漢
文
訓
読
史
上
の
一
間
題
-
「
ヒ
ト
」
よ
り
「
モ
ノ
」
　
へ
-
」

(
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
　
第
十
一
輯
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
)
。
同

「
漢
文
訓
読
史
上
の
一
間
題
㈲
-
「
井
」
字
の
訓
に
つ
い
て
-
」
(
「
訓
点

語
と
訓
点
資
料
」
第
十
四
輯
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
)
。
同
「
漢
文
訓

読
史
上
の
一
間
題
㈲
-
「
欲
」
字
の
訓
に
つ
い
て
-
」
(
「
訓
点
語
と
訓
点

資
料
」
　
第
二
十
五
韓
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
)
等
。

(
1
1
)
　
拙
稿
　
「
漢
文
訓
読
史
研
究
の
一
試
論
」
　
(
「
国
語
学
」
　
第
五
十
五
輯
、

二
九



昭
和
三
十
八
年
十
二
月
)
。
同
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
-
『
金
剛
般
若
経
集

験
記
』
　
に
つ
い
て
-
」
　
(
『
日
本
の
説
話
』
第
七
巻
、
昭
和
四
十
九
年
十

一
月
)
。
同
　
「
訓
読
法
の
変
遷
-
平
安
時
代
の
妙
法
蓮
華
経
の
古
点
本
を
例

と
し
て
ー
」
　
(
『
漢
文
教
育
の
理
論
と
指
導
』
　
昭
和
四
十
七
年
二
月
)
。

同
「
字
訓
の
変
遷
-
観
弥
勒
上
生
兜
率
天
経
費
古
点
を
例
と
し
て
-
」
　
(
『
漢

字
と
日
本
語
』
漢
字
講
座
3
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
)
。

(
1
2
)
　
拙
著
『
角
筆
文
献
研
究
導
論
上
巻
　
東
ア
ジ
ア
篇
』
(
二
〇
〇
四
年
七
月
)
。

拙
稿
　
「
奈
良
時
代
の
角
筆
訓
点
か
ら
観
た
華
厳
経
の
講
説
」
　
(
『
論
集

東
大
寺
創
建
前
後
』
(
ザ
・
グ
レ
イ
ト
ブ
ツ
ダ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
論
集

第
二
号
)
、
平
成
十
六
年
十
二
月
)
。
同
「
日
本
の
訓
点
の
一
源
流
」
(
「
汲

古
」
第
四
十
九
号
、
平
成
十
八
年
六
月
)
。
同
「
日
本
語
訓
点
表
記
と

し
て
の
白
点
・
朱
点
の
始
原
」
　
(
「
汲
古
」
　
第
五
十
三
号
、
平
成
二
十

年
六
月
)
。

(
1
3
)
　
拙
稿
　
「
角
筆
に
よ
る
新
羅
語
加
点
の
華
厳
経
」
　
(
「
南
都
仏
教
」
　
第
九

十
一
号
、
平
成
二
十
年
十
二
月
)
。
同
「
日
本
の
経
典
訓
読
の
一
源
流

-
助
詞
イ
セ
手
掛
り
に
-
」
　
(
「
汲
古
」
第
五
十
五
号
、
平
成
二
十
一
年
六

月)。

(
1
4
)
　
主
に
牛
島
徳
次
『
漢
語
文
法
論
』
(
古
代
后
、
中
古
篇
)
　
に
拠
っ
て
い

る
。

(
1
5
)
　
注
　
(
1
4
)
文
献
の
　
「
古
代
篇
」
　
に
史
記
の
　
「
唯
上
察
之
」
　
を
挙
げ
て

祈
願
を
表
す
動
詞
と
し
て
い
る
。

.

-

　

　

　

　

　

な

h

ソ

(
空
　
石
山
寺
蔵
平
安
中
期
点
(
浮
祐
加
点
)
で
は
「
唯
l
者
敬
諾
之
辞
」
と

訓
ん
で
い
る
。

リ
′
.
フ

(
1
7
)
　
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
平
安
初
期
点
は
、
す
べ
て
　
「
唯
願
」
　
と

「
唯
」
　
に
は
　
「
リ
」
　
だ
け
が
施
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を
春
日
政
治
博

(
ひ
と
)

士
は
　
「
唯

リ
ブ

の
　
「
唯
願
」

し
て
い
る
。

三
〇

リ
フ

顧
」
　
と
訓
み
、
地
蔵
十
輪
経
元
慶
七
年
(
八
八
三
)
点

(
ひ
と
)
リ
.
フ

を
中
田
祝
夫
博
士
の
訳
文
篇
で
も
「
唯
　
原
」
と
補
読

(
1
8
)
　
注
　
(
2
)
　
文
献
、
三
九
一
・
四
三
〇
頁
、
並
び
に
注
　
(
4
)
　
文
献
研

究
篇
七
七
三
・
八
三
四
頁
。

(
1
9
)
　
こ
の
　
「
僧
都
」
　
を
、
注
　
(
4
)
　
文
献
　
(
七
八
四
頁
)
　
で
観
音
院
僧
都

寛
意
　
(
一
〇
五
四
1
一
一
〇
一
)
　
に
宛
で
て
い
る
。

(
2
0
)
　
成
蓮
房
は
血
脈
類
集
記
第
五
に
、
寛
意
の
弟
子
で
大
法
師
兼
意
が
成

蓮
房
と
号
し
た
と
あ
る
。

(
2
1
)
　
実
寛
　
(
一
〇
八
〇
-
一
一
一
〇
)
　
は
寛
助
の
潅
頂
弟
子
で
あ
る
　
(
血

脈
類
集
記
第
四
)
。
安
寛
が
奉
受
し
た
仁
和
寺
蔵
金
剛
頂
瑜
伽
護
摩
儀

軌
康
和
五
年
点
は
、
本
奥
書
に
よ
る
と
正
暦
二
年
　
(
九
九
一
)
　
に
寛

朝
の
弟
子
の
清
寿
が
大
師
大
僧
正
　
(
寛
朝
)
　
か
ら
伝
授
さ
れ
た
訓
読

法
を
伝
え
て
い
て
、
同
じ
仁
和
寺
蔵
金
剛
頂
瑜
伽
護
摩
俵
軌
で
寛
治

四
年
に
僧
都
　
(
寛
意
)
　
か
ら
奉
受
し
た
本
の
訓
読
法
と
殆
ど
一
致
し

て
い
る
(
拙
稿
「
胱
和
誓
剛
頂
瑜
伽
護
摩
儀
軌
二
本
の
訓
点
-
金
剛
頂

瑜
伽
護
摩
儀
軌
の
訓
読
史
よ
り
の
考
察
-
」
)
　
(
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
　
第

八
十
八
韓
、
平
成
四
年
三
月
)
。

(
2
2
)
　
円
楽
寺
は
仁
和
寺
の
塔
頭
の
一
つ
で
、
仁
海
僧
正
の
濯
頂
弟
子
の
成

典
が
建
立
し
、
観
恵
・
親
覚
等
が
継
い
だ
。
テ
コ
ト
点
は
す
べ
て
浄

光
房
点
を
用
い
、
観
恵
の
写
点
本
を
勧
修
寺
の
性
宙
心
が
建
久
年
間
に

写
し
た
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
観
恵
は
頼
尊
の
受
学
本
を
門
弟

に
書
写
さ
せ
て
い
る
(
西
大
寺
蔵
大
日
経
広
大
成
就
儀
軌
、
『
古
点
本

の
国
語
学
的
研
究
総
論
窟
」
　
に
よ
る
)
。

(
2
3
)
　
頼
尊
が
平
救
か
ら
受
学
し
た
こ
と
は
次
の
奥
書
で
知
ら
れ
る
。



○
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
大
枇
慮
遮
那
成
仏
神
変
加
持
経
蓮
華
胎
蔵
悲
生

受
蒼
羅
広
大
成
就
儀
軌
巻
上
、
巻
下
　
延
文
元
年
写
本

(
巻
下
奥
書
)
　
件
雷
本
被
記
云
/
長
保
四
年
　
二
〇
〇
二
)
九
月
六
日

讃
了
小
僧
平
救
描
…

苫
壽
三
年
　
二
〇
二
六
)
　
二
月
十
六
日
讃
了
於
神
應
之

/
根
本
度
唐
本

長
元
五
年
　
(
一
〇
三
二
)
　
六
月
二
日
於
木
寺
受
了
頬
等

(
以
下
略
)

○
西
大
寺
蔵
大
日
経
蓮
華
胎
蔵
悲
生
壁
茶
羅
広
大
成
就
儀
軌

(
奥
書
)
長
保
四
年
九
月
六
日
讃
了
　
小
僧
平
救
縞
…

(
マ
マ
)

苗
壽
三
年
二
月
十
六
日
讃
了
於
神
讃
之
根
本
本
度
唐
本

〓
二
こ

長
元
五
年
六
月
二
日
於
本
尊
受
了
　
頼
尊

右
大
法
者
上
下
雨
巻
是
池
上
故
平
救
闇
梨
之
被
侍
本
也

〓
二
こ被

闇
梨
再
受
之
由
被
記
之
　
樹
即
被
授
律
師

律
師
亦
令
被
授
之
　
尤
可
貴
重
両
親
恵
畠
其
門
弟
吉
富

仁
平
四
年
三
月
廿
九
日
奉
受
了
　
彿
子
聖
啓

(
中
田
祝
夫
『
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
総
論
望
改
訂
版
)

西
大
寺
蔵
の
奥
書
に
は
　
「
績
即
被
授
律
師
」
　
と
あ
る
。

(
2
4
)
　
平
故
が
元
晃
か
ら
受
学
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
次
に
よ
る
。
石
山

寺
蔵
孔
雀
明
王
毒
像
壇
場
儀
軌
一
帖
　
(
校
倉
聖
教
十
三
函
1
9
号
)
　
康

平
二
年
(
一
〇
五
九
)
写
本
に
、

(
奥
書
)
　
康
平
二
年
八
月
一
日
書
了

(
別
竺
　
「
過
池
上
律
師
借
受
了

又
移
鮎
他
本
了
」

と
あ
り
、
康
平
二
年
頃
の
朱
点
　
(
仮
名
、
タ
コ
ト
点
・
宝
唾
院
点
)

に
対
し
て
異
な
る
訓
点
を
別
墨
点
で
施
し
て
い
る
。
こ
の
別
墨
の
仮

名
に
は
「
て
(
一
こ
」
「
小
(
ナ
)
」
の
よ
う
な
石
山
内
供
淳
祐
と
そ
の

流
　
(
元
来
)
　
が
用
い
た
特
異
な
字
体
が
見
ら
れ
る
。
池
上
律
師
頼
尊

は
平
救
の
訓
読
を
伝
え
て
い
て
、
平
救
が
元
巣
の
付
法
弟
子
　
(
血
脈

類
集
記
第
三
)
　
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
特
異
な
仮
名
字
体
は
元

晃
か
ら
平
敦
を
経
て
頼
尊
に
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
空
　
頼
尊
の
訓
法
が
観
恵
に
伝
わ
っ
た
こ
と
は
、
注
(
空
　
の
西
大
寺
蔵

.

本
の
奥
書
に
　
「
律
師
亦
令
被
授
之
　
尤
可
貴
重
両
親
恵
焉
其
門
弟
書

寓
」
　
と
あ
る
の
で
知
ら
れ
る
。

(
2
6
)
　
例
え
ば
天
台
宗
三
井
寺
に
お
い
て
、
慶
辞
の
祖
点
が
二
代
三
代
の
孫

弟
子
に
伝
わ
る
間
に
、
タ
コ
ト
点
は
同
じ
西
墓
点
で
あ
る
が
、
訓
読

法
が
一
部
変
改
す
る
。
即
ち
、
慶
辞
が
並
列
の
連
詞
　
「
及
」
　
を
不
説

†
サ
ニ

に
し
、
「
昏
　
」
　
の
再
読
表
現
を
一
部
に
用
い
る
の
に
対
し
て
、
孫
弟

ベ
シ

オ

ヨ

ピ

　

　

　

マ

サ

ニ

子
の
中
に
は
　
「
及
　
」
　
や
　
「
苗
　
」
　
の
積
極
的
使
用
が
見
ら
れ
る
。

ベ
シ

又
、
南
都
の
法
相
宗
に
お
い
で
も
妙
法
蓮
華
経
の
訓
読
に
共
に
喜
多

院
点
を
用
い
る
が
、
法
隆
寺
蔵
巻
第
三
の
長
保
　
(
九
九
九
-
一
〇
〇

四
)
頃
点
が
　
「
嘗
」
　
「
宜
」
　
を
再
読
表
現
に
し
な
い
の
に
対
し
て
、
立

本
寺
蔵
本
に
伝
え
ら
れ
た
興
福
寺
僧
の
珂
照
　
(
一
〇
三
一
年
二
十
六

歳
)
　
の
訓
読
法
を
寛
治
元
年
　
(
一
〇
八
七
)
　
に
同
じ
興
福
寺
僧
の
経

朝
が
移
点
し
た
白
点
で
は
、
「
常
」
　
は
殆
ど
再
読
表
現
に
し
、
「
宜
」

も
再
読
表
現
に
し
て
い
る
。

(
2
7
)
　
注
　
(
4
)
　
文
献
、
研
究
篇
七
七
七
貢
。
高
野
山
学
園
蔵
金
剛
頂
大
教

王
経
三
巻
の
奥
書
に
、

(
巻
第
三
奥
書
)
(
朱
書
)
「
長
元
六
年
七
月
廿
二
日
於
大
師
僧
都
御
房

三
一



奉
受
了
/
比
丘
済
延
」

と
あ
り
、
済
延
　
(
一
〇
一
二
-
一
〇
七
一
)
　
は
仁
和
寺
の
観
音
院
僧

都
延
尋
　
(
九
九
二
-
一
〇
四
九
)
　
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
高
山
寺
蔵

金
剛
頂
大
数
王
経
の
　
「
僧
都
御
房
」
　
も
延
尋
の
可
能
性
が
大
き
い
。

(
2
8
)
　
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
造
塔
延
命
功
徳
経
(
一
一
三
箱
7
号
)
　
は
、
長

三
二

[
こ
ぼ
や
し
　
よ
し
の
り
、
広
島
大
学
名
誉
教
授
]

(
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
四
日
、
第
一
〇
〇
回
記
念
講
演
)

(
2
9
)

和
四
年
　
(
一
〇
一
五
)
　
に
朝
型
が
上
定
坊
で
奉
読
受
し
た
も
の
で
、

朱
書
の
仮
名
と
ヲ
コ
ト
点
　
(
西
墓
点
)
　
が
施
さ
れ
て
い
る
。
上
定
坊

は
、
唐
院
阿
閤
梨
興
慶
で
、
心
誉
の
弟
子
で
あ
る
。
心
音
は
慶
秤
の

資
で
あ
る
。

こ
の
点
本
は
、
一
三
〇
年
後
の
天
養
元
年
　
(
一
一
四
四
)
　
に
仁
和
寺

の
相
応
院
に
伝
わ
っ
た
こ
と
が
、
後
筆
墨
書
奥
書
で
知
ら
れ
る
。
相

応
院
は
寛
助
　
(
一
〇
五
二
-
一
一
二
五
)
　
の
弟
子
の
世
豪
か
ら
能
覚

が
仁
平
二
年
　
(
一
一
五
二
)
　
に
受
法
し
て
い
る
。
天
養
元
年
の
墨
書

に
よ
る
加
点
は
仮
名
と
ヲ
コ
ト
点
に
円
堂
点
を
用
い
て
い
る
。
こ
の

墨
書
加
点
の
訓
読
法
は
基
本
的
に
西
墓
点
の
朱
点
の
訓
読
法
を
踏
襲

し
て
い
で
、
一
部
に
異
訓
法
を
採
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
や
は
り
三

井
寺
の
訓
読
法
の
影
響
が
仁
和
寺
に
及
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

拙
稿
「
日
本
の
経
典
訓
読
の
一
源
流
-
助
詞
イ
を
手
掛
り
に
1
」
(
「
汲
古
」

第
五
十
五
号
、
平
成
二
十
一
年
六
月
)
。

山
田
孝
雄
　
『
奈
良
朝
文
法
史
』
　
二
九
一
三
年
刊
)
　
三
一
一
頁
。

天
台
宗
の
平
安
中
期
点
の
う
ち
、
石
山
寺
蔵
沙
弥
十
戒
威
儀
経
平
安

中
期
点
は
口
頭
語
的
要
素
が
存
し
、
石
山
寺
蔵
仏
説
太
子
須
陀
撃
経

平
安
中
期
末
点
は
和
文
的
要
素
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
除
い
た
。




