
書

評

多
田
實
道
﹃
紀
伊
半
島
東
部
曹
洞
宗
史
研
究
﹄

太

田

光

俊

平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
七
巻
第
一
号

抜
刷



書

評

皇
學
館
論
叢

第
四
十
七
巻
第
一
号

平

成

二

十

六

年

二

月

十

日

多
田
實
道
﹃
紀
伊
半
島
東
部
曹
洞
宗
史
研
究
﹄

太

田

光

俊

一

端
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
︑
中
世
・
近
世
を
見
通
し
た
三
重
県
初
の
宗
門

史
的
な
通
史
叙
述
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
評
者
の
感
想
で
あ
る
︒
ま
た
︑

史
料
が
僅
少
の
分
野
を
い
か
に
し
て
切
り
開
く
か
と
い
う
問
題
に
︑
丹
念

な
作
業
を
以
て
真
摯
に
挑
ん
だ
︑
誠
実
な
書
と
も
い
え
よ
う
︒

三
重
県
は
︑
神
宮
を
は
じ
め
︑
数
々
の
法
宝
物
を
今
日
に
伝
え
る
専
修

寺
な
ど
を
擁
し
︑
宗
教
的
な
要
地
と
し
て
古
来
か
ら
栄
え
て
き
た
こ
と
は

い
う
を
ま
た
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
三
重
県
の
仏
教
を
地
道
に
繙
い
た

研
究
は
案
外
少
な
い
︒
個
別
の
寺
史
こ
そ
い
く
つ
か
編
ま
れ
て
い
る
も
の

の
︵
１
︶

︑
自
治
体
史
の
叙
述
も
含
め
て
宗
教
の
分
野
史
的
通
史
や
宗
門
別
の
通

史
は
寡
少
で
あ
る
︵
２
︶

︒
た
だ
︑
平
松
令
三
氏
に
よ
る
専
修
寺
を
中
心
と
し

た
︑
中
世
高
田
派
教
団
の
研
究
が
唯
一
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
存
在
す

る
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
中
︑
多
田
實
道
氏
は
中
世
・
近
世
前
期
を

中
心
に
︑
﹁
紀
伊
半
島
東
部
﹂
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
︑
宗
門
史
的
な
通

史
を
編
ん
だ
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
﹁
紀
伊
半
島
東
部
﹂
と
は
三
重
県
域
を

示
す
︑
氏
の
造
語
で
あ
り
︑
対
象
地
域
は
現
在
の
三
重
県
域
で
あ
る
︒

目
次
構
成
は
次
の
通
り
と
な
っ
て
お
り
︑
ほ
ぼ
一
冊
の
書
き
下
ろ
し
に

近
い
︒は

し
が
き

第
一
章

中
世
に
お
け
る
紀
伊
半
島
東
部
の
曹
洞
宗

は
じ
め
に

第
一
節

各
国
の
概
況

第
二
節

神
宮
祠
官
と
曹
洞
宗
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第
二
章

近
世
に
お
け
る
紀
伊
半
島
東
部
の
曹
洞
宗

は
じ
め
に

第
一
節

紀
伊
半
島
東
部
に
お
け
る
本
末
制
度
の
確
立

第
二
節

各
国
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
状
況

第
三
章

大
空
玄
虎
禅
師
と
伊
勢
国
司

は
じ
め
に

第
一
節

浄
眼
寺
・
廣
泰
寺
建
立
の
意
図

第
二
節

大
空
玄
虎
禅
師
伝
の
再
検
討

ま
と
め

む
す
び

は
し
が
き
で
は
︑
三
重
県
に
は
現
在
四
四
八
ヶ
寺
の
曹
洞
宗
寺
院
が
あ

る
こ
と
を
紹
介
し
︑
こ
れ
ら
の
現
在
に
至
る
来
歴
を
探
る
こ
と
を
宣
言
す

る
︒
そ
し
て
︑
南
北
朝
時
代
︑
地
方
武
士
を
外
護
者
と
し
て
全
国
に
曹
洞

宗
が
弘
ま
っ
た
と
い
う
通
説
や
︑
江
戸
時
代
に
僧
録
制
度
や
本
末
制
度
に

よ
り
組
織
化
さ
れ
幕
藩
体
制
下
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
通
説
を
︑
三
重

県
内
の
事
例
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
三
重
県

の
曹
洞
宗
僧
侶
で
最
も
有
名
な
大
空
玄
虎
︵
一
四
二
八
～
一
五
〇
五
︶
と

北
畠
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
告
げ
る
︒

二

第
一
章
で
は
︑
中
世
を
考
察
す
る
︒
そ
も
そ
も
研
究
の
条
件
と
し
て
︑

浄
眼
寺
以
外
に
は
中
世
史
料
が
皆
無
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
寺
伝

類
を
精
査
し
考
察
す
る
ほ
か
な
い
と
し
︑
寺
伝
類
全
体
を
把
握
し
︑
そ
の

傾
向
を
踏
ま
え
利
用
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
︒
本
書
に
は
そ
の
前
提
と
し

て
︑
本
末
帳
を
基
に
自
治
体
史
収
録
の
寺
誌
情
報
を
整
理
し
た
﹁
紀
伊
半

島
東
部
曹
洞
宗
寺
院
一
覧
﹂
が
付
く
︒
こ
の
様
な
作
業
は
︑
地
域
の
寺
社

を
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
誰
も
が
思
い
つ
く
も
の
か
も
知
れ
な
い
︒

し
か
し
︑
余
り
に
も
煩
雑
な
た
め
︑
実
際
に
成
し
遂
げ
る
も
の
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
︒
こ
の
様
な
丹
念
な
作
業
の
上
に
︑
国
別
の
考
察
が
具
体
的
に

展
開
さ
れ
る
た
め
︑
寺
伝
を
基
に
し
た
考
察
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
説
得
力

は
否
応
に
も
増
し
て
く
る
︒

ま
ず
︑
伊
勢
国
で
は
︑
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
︶
開
基
の
瑞
光
寺
︵
亀

山
市
関
町
︶
を
最
古
の
曹
洞
宗
寺
院
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
中
世
開
基
の
寺

は
︑
北
部
で
一
二
ヶ
寺
︵
う
ち
戦
国
期
開
基
は
五
ヶ
寺
︶
︑
南
部
で
三
二
ヶ

寺
︵
う
ち
戦
国
期
開
基
は
二
六
ヶ
寺
︶
と
す
る
︒
他
国
で
活
発
な
教
線
拡

大
を
推
し
進
め
た
総
持
寺
末
が
北
部
に
存
立
し
た
も
の
の
教
線
が
不
振
で

あ
っ
た
理
由
を
︑
高
田
派
・
本
願
寺
派
の
戦
国
以
降
の
隆
盛
に
求
め
る
︒

一
方
︑
南
部
の
戦
国
期
の
曹
洞
宗
隆
盛
を
︑
北
畠
氏
の
支
配
に
求
め
る
︒

多
田
實
道
﹃
紀
伊
半
島
東
部
曹
洞
宗
史
研
究
﹄
︵
太
田
︶

―59―



志
摩
国
で
は
中
世
開
基
の
寺
が
一
三
ヶ
寺
︑
永
正
三
年
︵
一
五
〇
六
︶

開
基
の
桂
光
院
︵
鳥
羽
市
神
島
町
︶
を
最
古
と
し
︑
三
河
国
常
光
寺
か
ら

海
上
交
通
を
背
景
に
教
線
が
広
が
っ
た
と
す
る
︒
半
島
部
で
は
︑
龍
泉
寺

︵
文
明
一
六
年
︹
一
四
八
四
︺
か
永
正
五
年
︹
一
五
〇
八
︺
開
基
︑
鳥
羽

市
小
浜
︶
が
最
古
で
あ
り
︑
全
体
で
戦
国
期
に
六
ヶ
寺
︑
安
土
桃
山
時
代

期
に
三
ヶ
寺
が
開
基
し
︑
伊
勢
国
南
部
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
教
線
が
広
が
っ

た
と
す
る
︒
な
お
︑
中
世
の
伝
承
が
少
な
い
の
は
︑
近
世
に
至
り
鳥
羽
藩

の
元
で
鳥
羽
常
安
寺
末
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
た
め
と
す
る
︒

伊
賀
国
で
は
︑
中
世
開
創
の
寺
院
は
五
ヶ
寺
で
︑
大
永
三
年
︵
一
五
二
三
︶

開
基
の
天
照
寺
︵
伊
賀
市
霧
生
︶
を
最
古
と
し
︑
旧
仏
教
の
影
響
が
非
常

に
強
か
っ
た
た
め
︑
教
線
は
著
し
く
不
振
だ
っ
た
と
す
る
︒

紀
伊
国
東
部
︵
東
紀
州
︶
で
は
︑
中
世
開
基
の
寺
院
は
一
〇
ヶ
寺
で
あ

り
︑
文
安
元
年
︵
一
四
四
四
︶
開
基
の
安
楽
寺
︵
熊
野
市
有
馬
町
︶
を
最

古
と
す
る
︒
安
楽
寺
は
有
馬
氏
が
開
基
で
︑
当
時
紀
伊
国
守
護
だ
っ
た
大

内
氏
が
関
係
す
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
他
に
中
世
開
基
の
寺
院
の
本
末
を
た

ど
る
と
︑
越
前
国
足
羽
郡
心
月
寺
︑
伊
豆
国
加
茂
郡
最
勝
院
︑
遠
州
国
周

知
郡
可
睡
斎
︑
周
防
国
龍
文
寺
の
末
寺
が
確
認
で
き
︑
東
国
か
ら
九
州
に

い
た
る
太
平
洋
の
往
来
を
背
景
と
し
た
教
線
で
あ
る
と
す
る
︒
ま
た
︑
戦

国
織
豊
期
に
開
基
の
時
期
が
集
中
す
る
こ
と
か
ら
︑
堀
内
氏
の
安
定
し
た

支
配
が
背
景
に
あ
っ
た
と
す
る
︒

ま
た
︑
第
二
節
で
は
特
に
中
世
の
神
宮
と
曹
洞
宗
と
の
関
係
を
探
り
︑

無
著
妙
祐
︵
一
三
三
三
～
一
三
九
三
︶
が
粥
見
︵
松
阪
市
飯
南
町
︶
の
千

光
院
住
持
だ
っ
た
時
に
︑
度
会
氏
へ
の
布
教
に
成
功
し
た
と
す
る
︒
そ
し

て
︑
神
宮
祠
官
を
外
護
者
と
す
る
曹
洞
宗
寺
院
が
存
在
し
た
と
す
る
︒
他

に
︑
宝
徳
二
年
︵
一
四
五
〇
︶
か
ら
文
明
八
年
︵
一
四
七
六
︶
の
間
に
︑
雲
岡

舜
徳
︵
一
四
三
八
～
一
五
一
六
︶
が
清
涼
院
︵
中
之
地
蔵
︑
伊
勢
市
︶
を
草

創
し
た
こ
と
や
︑
文
明
二
年
︵
一
四
七
〇
︶
か
ら
天
正
三
年
︵
一
五
七
五
︶

に
は
崇
恩
寺
︵
伊
勢
市
︶
の
存
在
が
確
認
で
き
︑
度
会
氏
か
ら
寺
領
を
寄

附
さ
れ
︑
塔
頭
も
存
在
す
る
大
規
模
寺
院
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

第
二
章
で
は
近
世
が
扱
わ
れ
る
︒
寺
伝
や
本
末
帳
か
ら
︑
寺
院
増
加
の

時
期
を
洗
い
出
し
︑
寛
永
九
年
︵
一
六
三
二
︶
︑
寛
文
四
年
～
五
年

︵
一
六
六
四
～
一
六
六
五
︶
︑
元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
に
行
わ
れ
た
幕
府

の
諸
宗
寺
院
の
本
末
改
の
前
後
に
ピ
ー
ク
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
発
見
す
る
︒

特
に
寛
文
期
に
多
い
理
由
を
︑
当
該
期
に
行
わ
れ
た
宗
旨
人
別
帳
作
成

や
︑
無
本
寺
寺
院
禁
止
に
求
め
る
︒
な
お
︑
万
治
元
年
︵
一
六
五
八
︶
︑

元
禄
五
年
︵
一
六
九
二
︶
と
︑
幕
府
は
寺
院
の
新
規
建
立
を
禁
止
し
た
が
︑

﹁
引
地
・
復
興
・
改
宗
﹂
等
の
合
法
的
な
名
目
で
建
立
が
継
続
し
た
た
め
︑

寺
院
の
増
加
が
続
い
た
と
す
る
︒

伊
勢
国
で
は
︑
当
初
録
所
は
四
天
王
寺
︵
津
市
︶
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑

元
禄
一
四
年
︵
一
七
〇
一
︶
紀
州
藩
の
録
所
が
廣
泰
寺
︵
度
会
郡
玉
城
町
︶

に
設
定
さ
れ
た
︒
廣
泰
寺
は
︑
藩
主
の
落
胤
と
さ
れ
る
大
梁
の
住
職
就
任

後
︑
本
末
関
係
が
整
備
さ
れ
た
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
録
所
に
な
っ
た
段
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階
で
一
〇
五
ヶ
寺
の
末
寺
を
数
え
た
︒
一
方
︑
四
天
王
寺
が
管
轄
し
た
北

部
地
域
で
は
︑
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
一
二
ヶ
寺
か
ら
七
〇
ヶ
寺
へ
大

幅
に
寺
院
数
が
増
え
た
︒
桑
名
郡
・
鈴
鹿
郡
・
安
濃
郡
で
は
増
加
し
︑
員

弁
郡
・
朝
明
郡
・
三
重
郡
・
河
曲
郡
・
菴
芸
郡
で
は
あ
ま
り
増
加
し
な
か
っ

た
︒
こ
こ
に
は
︑
高
田
派
や
東
西
本
願
寺
派
の
影
響
が
あ
っ
た
と
す
る
︒

桑
名
郡
で
︑
本
願
寺
派
の
寺
院
が
優
勢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
線
が

伸
び
た
の
は
︑
新
田
開
発
地
域
で
住
民
か
ら
寺
院
を
要
請
さ
れ
た
こ
と

や
︑
大
名
の
菩
提
寺
の
例
が
あ
っ
た
た
め
と
す
る
︒
一
方
︑
南
部
地
域
で
は
︑

録
所
が
廣
泰
寺
に
設
定
さ
れ
︑
三
二
ヶ
寺
か
ら
二
九
四
ヶ
寺
に
寺
院
数
が

大
幅
に
増
加
し
た
︒

な
お
︑
当
時
の
寺
院
の
取
り
立
て
は
︑
藩
の
寺
社
奉
行
へ
の
許
可
が
必

要
で
あ
り
︑
そ
の
中
で
政
策
が
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
紀
州
藩
領
で

具
体
的
に
説
明
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
寛
文
年
間
の
本
末
改
め
の
際
に
自
領

内
の
寺
院
の
み
を
本
寺
と
認
め
る
こ
と
で
︑
領
内
の
把
握
を
試
み
た
と
す

る
︒
ま
た
︑
白
子
領
・
松
坂
領
・
田
丸
領
な
ど
の
紀
州
藩
の
勢
州
領
全
般

で
も
︑
同
様
の
政
策
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
中
世
の
北
畠
氏
の
支

配
と
紀
州
藩
の
支
配
の
差
を
︑
外
護
に
統
制
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
求
め
る
︒

一
方
︑
神
宮
領
は
江
戸
期
に
三
九
ヶ
寺
確
認
で
き
る
も
の
の
︑
﹃
延
享

度
本
末
牒
﹄
等
の
本
末
帳
に
は
た
っ
た
の
五
ヶ
寺
が
伊
勢
国
録
所
の
四
天

王
寺
に
よ
っ
て
﹁
神
領
組
体
寺
院
﹂
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
姿
し
か
見

え
ず
︑
無
本
寺
や
本
末
帳
で
把
握
で
き
な
い
曹
洞
宗
寺
院
が
多
か
っ
た
こ

と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
山
田
奉
行
が
寺
院
を
直
接
把
握
す

れ
ば
幕
府
の
威
令
は
行
き
届
く
た
め
︑
僧
録
制
度
︑
本
末
制
度
を
徹
底
す

る
こ
と
は
不
要
だ
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
く
︒

志
摩
国
で
は
︑
元
真
言
宗
の
大
福
寺
が
︑
九
鬼
氏
と
関
係
を
持
ち
慶
長

一
二
年
︵
一
六
〇
七
︶
に
常
安
寺
︵
鳥
羽
市
︶
と
名
乗
り
の
ち
録
所
と
な
っ

た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
島
嶼
部
の
三
河
国
渥
美
郡
常
光
寺
末
六
ヶ
寺
を
除

く
六
五
ヶ
寺
は
︑
常
安
寺
末
と
な
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
九
鬼
守

隆
の
政
策
と
す
る
︒
な
お
︑
九
鬼
氏
の
移
転
後
の
正
保
二
年
︵
一
六
四
五
︶

五
月
に
本
末
改
め
が
行
わ
れ
︑
そ
の
際
︑
波
切
村
︵
志
摩
市
大
王
町
︶
泉

住
庵
︑
隣
仲
庵
︑
湲
昌
庵
︑
名
田
村
︵
同
前
︶
杲
月
庵
︑
畔
名
村
︵
同
前
︶

田
向
寺
︑
立
神
村
︵
志
摩
市
阿
児
町
︶
少
林
庵
︑
本
福
寺
の
七
ヶ
寺
が
︑

紀
伊
国
由
良
の
興
国
寺
末
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
︑
常
安
寺
末
か
ら
の
離

脱
を
は
か
っ
た
︒
こ
こ
か
ら
︑
鳥
羽
藩
領
内
の
本
末
関
係
が
途
絶
し
た
寺

院
や
無
本
寺
寺
院
が
調
査
さ
れ
︑
末
寺
帳
に
常
安
寺
末
と
し
て
書
き
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
と
し
︑
事
件
が
九
鬼
氏
転
封
後
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
こ
の
政
策
が
九
鬼
氏
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
︒

伊
賀
国
で
は
︑
中
世
起
源
の
五
ヶ
寺
か
ら
近
世
に
な
り
五
四
ヶ
寺
に
増

加
し
た
と
す
る
︒
録
所
は
︑
も
と
は
大
山
田
村
の
威
徳
寺
︵
伊
賀
市
︶
で

あ
っ
た
が
大
破
し
︑
寛
文
七
年
︵
一
六
六
七
︶
上
野
の
廣
禅
寺
︵
伊
賀
市
︶

が
録
所
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
阿
拝
郡
・
山
田
郡
で
は
旧
録
所
の
威
徳

寺
以
外
は
︑
廣
禅
寺
末
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
一
方
︑
伊
賀
郡
は
廣
禅
寺
末
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は
三
ヶ
寺
の
み
で
︑
残
り
は
中
世
草
創
の
三
ヶ
寺
の
末
寺
だ
っ
た
︒
名
張

郡
は
藤
堂
高
吉
が
菩
提
寺
と
し
た
徳
蓮
院
の
み
で
あ
り
︑
全
般
と
し
て
津

藩
と
し
て
の
政
策
は
見
い
だ
せ
な
い
と
し
た
︒
天
正
伊
賀
の
乱
で
焼
失
し

た
寺
院
が
復
興
し
た
際
に
︑
曹
洞
宗
と
な
る
例
が
一
二
例
あ
り
︑
半
僧
半

俗
の
僧
侶
の
活
躍
が
み
ら
れ
︑
伊
賀
国
の
浪
人
が
入
道
し
草
創
し
た
例
が

多
か
っ
た
と
し
︑
そ
の
原
因
を
武
士
に
は
禅
宗
が
好
ま
れ
て
い
た
か
ら
と

す
る
︒

紀
伊
国
東
部
︵
東
紀
州
︶
に
つ
い
て
は
︑
宗
応
寺
︵
和
歌
山
県
新
宮
市
︶

と
安
楽
寺
︵
熊
野
市
有
馬
︶
が
録
所
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
安
楽
寺
は
︑
周

防
龍
文
寺
の
下
に
あ
り
二
六
の
直
末
寺
︑
七
つ
の
孫
末
寺
を
数
え
た
︒
ま

た
︑
越
前
心
月
寺
は
八
つ
の
直
末
寺
︑
一
一
の
孫
末
寺
を
数
え
る
︒
伊
豆

最
勝
院
・
遠
江
国
可
睡
斎
も
近
世
に
末
寺
増
加
し
た
︒
そ
の
ほ
か
に
︑
遠

江
・
周
防
・
越
前
・
武
蔵
・
甲
斐
・
大
和
・
伊
賀
の
寺
や
︑
永
平
派
が
入
っ

て
き
た
︒
こ
の
様
に
多
様
な
本
末
関
係
が
展
開
し
た
こ
と
か
ら
︑
長
い
戦

乱
で
宗
教
的
空
白
地
帯
に
な
り
︑
陸
上
交
通
で
は
容
易
に
進
出
で
き
な
い

地
域
に
曹
洞
宗
各
派
は
目
を
つ
け
︑
寛
文
期
の
寺
院
改
め
以
前
に
進
出
を

終
え
た
と
解
釈
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
時
代
背
景
と
し
て
︑
幕
府
の

宗
教
政
策
上
︑
各
集
落
毎
に
寺
院
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

第
三
章
で
は
︑
特
に
中
世
の
伊
勢
国
司
と
曹
洞
宗
の
関
係
が
と
り
あ
げ

ら
れ
る
︒

大
空
玄
虎
︵
一
四
二
八
～
一
五
〇
五
︶
は
︑
浄
眼
寺
︑
廣
泰
寺
の
開
山

と
な
り
︑
﹁
碧
厳
録
﹂
の
注
釈
を
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
︒
そ
の
大

空
と
伊
勢
国
司
と
の
関
連
を
検
討
し
︑
伊
勢
国
司
北
畠
政
郷
・
材
親
父
子

の
浄
眼
寺
・
廣
泰
寺
建
立
は
純
粋
な
帰
依
だ
け
で
は
な
く
︑
戦
略
的
政
策

が
あ
っ
た
と
し
︑
中
世
城
郭
と
禅
宗
寺
院
の
密
接
な
関
係
を
示
し
た
︒
ま

た
︑
大
空
の
伝
説
に
あ
る
︑
天
照
大
神
参
禅
・
受
戒
は
︑
僧
侶
を
天
照
大

神
の
上
に
位
置
づ
け
る
点
で
洞
門
僧
侶
の
伝
記
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
と

し
︑
材
親
が
神
宮
を
蹂
躙
し
た
た
め
︑
大
空
に
神
を
不
必
要
に
恐
れ
な
い

境
地
を
期
待
し
た
と
す
る
︒

三

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
本
書
の
成
果
を
述
べ
る
と
︑
ま
ず
第
一
に
中

世
・
近
世
の
系
統
だ
っ
た
仏
教
史
が
皆
無
で
あ
っ
た
三
重
県
内
の
状
況
に

対
し
て
︑
一
定
の
見
通
し
を
打
ち
立
て
た
こ
と
が
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り

特
筆
さ
れ
よ
う
︒
そ
し
て
︑
紀
州
藩
︑
鳥
羽
藩
の
宗
教
政
策
に
つ
い
て
も
︑

概
ね
の
筋
書
き
が
示
さ
れ
た
︒
今
後
︑
三
重
県
内
の
仏
教
や
藩
の
宗
教
政

策
の
通
史
的
叙
述
を
す
る
際
に
は
︑
曹
洞
宗
以
外
の
宗
派
を
扱
う
場
合
で

あ
っ
て
も
︑
必
ず
参
照
す
べ
き
著
作
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

ち
な
み
に
︑
三
重
県
の
宗
教
史
的
流
れ
を
概
括
し
た
先
行
研
究
は
︑
鈴

木
泰
山
氏
の
著
作
と
な
る
︵
３
︶

︒
鈴
木
氏
は
︑
志
摩
と
南
伊
勢
を
中
心
に
取
り

上
げ
︑
世
義
寺
や
金
剛
証
寺
︵
伊
勢
市
︶
な
ど
の
真
言
宗
寺
院
︑
一
乗
寺
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︵
松
阪
市
︶
な
ど
の
天
台
宗
寺
院
の
展
開
︑
十
三
世
紀
末
か
ら
の
安
養
寺

︵
多
気
郡
明
和
町
︶
を
中
心
と
し
た
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
禅
密
の
展
開
︑

東
岳
文
昱
に
よ
る
金
剛
証
寺
の
禅
宗
化
︑
戦
国
期
の
天
台
宗
の
真
盛
派
に

よ
る
再
興
と
浄
土
教
化
︑
そ
し
て
庶
民
の
信
者
を
獲
得
し
た
曹
洞
宗
の
展

開
と
い
っ
た
流
れ
で
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
鈴
木
氏
の
叙
述
は

有
名
な
曹
洞
宗
寺
院
を
拾
い
上
げ
る
手
法
を
と
る
と
と
も
に
︑
特
に
志

摩
・
三
河
の
伊
勢
湾
を
越
え
た
教
線
の
広
が
り
を
強
調
し
て
い
る
た
め
︑

志
摩
の
寺
院
が
叙
述
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
︒
伊
勢
国
︑
伊
賀
国
︑
東
紀

州
も
含
め
た
︑
三
重
県
域
全
体
の
有
り
様
は
︑
多
田
氏
の
研
究
で
初
め
て

明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
県
内
の
仏
教
諸
派
の
展
開
の

全
体
像
把
握
へ
と
︑
ま
た
一
歩
近
づ
い
た
の
で
あ
る
︵
４
︶

︒

第
二
に
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
近
世
前
期
の
紀
州
藩
や
鳥
羽

藩
︑
神
宮
領
の
統
制
の
実
態
の
概
要
と
そ
の
領
域
ご
と
の
差
を
明
ら
か
に

し
︑
そ
こ
か
ら
通
り
一
遍
の
﹁
幕
藩
制
国
家
の
支
配
﹂
と
は
異
な
る
説
明

を
な
し
た
点
で
あ
ろ
う
︒
氏
は
﹁
統
制
﹂
﹁
許
認
可
制
度
﹂
と
い
う
語
を

使
用
し
︑
一
見
従
来
と
変
わ
ら
ぬ
よ
う
に
論
じ
て
い
る
様
に
み
え
る
︒
し

か
し
︑
一
方
で
神
宮
領
で
本
末
制
度
が
し
っ
か
り
と
確
立
し
な
か
っ
た
︑

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
︑
成
立
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
様
を
描
き
出
し
て
い

る
︒
氏
の
﹁
統
制
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
所
与
の
前
提
と
し
て
幕
藩
制
国
家

が
あ
り
︑
当
然
の
こ
と
と
し
て
支
配
の
貫
徹
を
目
指
す
と
い
う
硬
直
し
た

も
の
で
は
無
い
︒
支
配
者
が
何
を
目
的
と
し
て
︑
ど
の
様
な
﹁
統
制
﹂
を

か
け
る
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
配
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
︒
一
見
︑
本
末
制
度
が
緩
く
見
え
る
神
宮
領
は
︑
山
田
奉
行
が
あ

る
こ
と
で
支
配
の
貫
徹
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
逆
に
︑
本
末
制
度
が
厳
し
く

し
か
れ
た
様
に
み
え
る
紀
州
藩
勢
州
領
は
︑
そ
も
そ
も
飛
び
地
や
本
拠
地

か
ら
遠
隔
に
あ
る
な
ど
の
問
題
が
存
在
し
支
配
の
貫
徹
を
妨
げ
る
よ
う
な

前
提
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
三
の
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
寺
院
と
城
郭
研
究
を
結
び
つ

け
た
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
大
規
模
な
寺
院
遺
構
を
﹁
寺
院
城
塞
都
市
﹂

と
定
義
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︵
５
︶

︑
中
世
寺
院
と
中
世
城
郭
の
差
は
微

妙
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
中
世
城
郭
研
究
者
が
中
世
山
岳
寺
院
研
究
へ
も

足
を
踏
み
入
れ
︑
研
究
が
展
開
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
平
地
城
館
と
寺
院
の

関
連
性
に
つ
い
て
は
滋
賀
県
の
事
例
を
も
と
に
し
た
小
島
道
裕
氏
の
先
駆

的
な
研
究
が
あ
る
︵
６
︶

︒
三
重
県
内
に
は
︑
北
畠
氏
関
係
の
寺
院
と
城
郭
が
並

ぶ
例
と
し
て
︑
他
に
天
台
宗
の
一
乗
寺
︵
松
阪
市
中
万
町
︶
が
存
在
す
る

が
︑
こ
れ
ら
他
の
寺
院
の
解
釈
に
も
援
用
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
︒
曹
洞

宗
に
限
ら
ず
︑
今
後
の
検
討
︑
展
開
が
望
ま
れ
る
部
分
で
あ
る
︒
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四

こ
の
様
に
︑
地
域
の
一
宗
門
史
と
い
う
限
定
し
た
枠
で
書
き
つ
つ
も
︑

大
変
多
く
の
論
点
を
提
示
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
が
︑
本
書
で
あ

る
︒
一
方
で
︑
日
本
史
全
体
の
流
れ
を
考
え
る
と
︑
宗
門
史
の
枠
に
つ
い

て
は
︑
限
界
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
本
書
へ
そ
の
様
な
批
判
を

す
る
こ
と
は
容
易
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
様
な
作
業
を
現
在
の

三
重
県
内
の
僅
少
の
仏
教
史
研
究
の
中
で
し
た
と
こ
ろ
で
︑
空
中
で
逆
立

ち
す
る
ぐ
ら
い
の
上
滑
り
な
議
論
と
な
る
だ
ろ
う
︒
仮
に
そ
の
よ
う
な
議

論
が
出
来
た
と
し
て
も
︑
研
究
の
極
め
て
重
要
な
一
段
階
と
し
て
︑
宗
門

史
的
視
角
に
た
ち
着
実
に
叙
述
さ
れ
た
本
書
が
上
程
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
出

来
る
議
論
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
本
格
的
に
本
書
を
批
判
せ
ん
と
す

る
な
ら
ば
︑
本
書
単
体
で
は
な
く
他
宗
派
の
状
況
を
踏
ま
え
た
り
︑
未
活

用
の
史
料
を
活
用
し
つ
つ
︑
吟
味
・
批
判
し
な
が
ら
議
論
を
組
み
立
て
て

い
く
︑
建
設
的
な
態
度
が
必
要
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
書
に
は
︑
そ
ん

な
建
設
的
な
作
業
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
︑
魅
力
的
な
素
材
や
実
例

が
︑
ふ
ん
だ
ん
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
様
な
認
識
に
立
っ
た
上
で
︑
ど
の
様
な
事
例
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
︑
多
田
氏
の
著
作
か
ら
議
論
を
更
に
展
開
で
き
る
か
を
紹
介
し
︑
批

判
点
の
指
摘
に
変
え
た
い
︒

ま
ず
︑
他
宗
派
と
の
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
今
後
︑
多
宗
派
も
含
め

て
伊
勢
国
全
体
の
状
況
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
ど
の
様
な
層
に

禅
宗
が
浸
透
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
先
行
研
究
と
な
る

鈴
木
氏
は
︑
﹁
曹
洞
土
民
﹂
と
い
う
言
葉
を
引
き
つ
つ
︑
曹
洞
宗
の
庶
民

的
性
格
を
示
し
て
い
る
︒
一
方
︑
同
じ
禅
宗
で
も
臨
済
宗
東
福
寺
派
の
禅

密
的
な
寺
院
は
︑
村
単
位
の
お
堂
と
い
っ
た
規
模
と
は
隔
絶
し
た
一
定
規

模
の
伽
藍
が
想
定
で
き
る
寺
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︵
７
︶

︒
こ
の
様

な
︑
宗
派
間
の
階
層
差
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
寺
院
の
展
開
を
想
定
す
る
必

要
が
あ
る
︒

例
え
ば
︑
庶
民
的
性
格
を
具
体
的
に
深
め
る
な
ら
ば
︑
各
宗
派
の
葬
送

へ
の
取
り
組
み
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
県
内
の
研
究
で
は
︑
高
田

派
の
真
慧
︵
一
四
三
四
～
一
五
一
二
︶
が
野
袈
裟
︑
野
仏
と
い
っ
た
簡
易

な
葬
送
具
を
取
り
入
れ
︑
庶
民
の
葬
送
へ
の
欲
求
に
答
え
た
と
い
う
指
摘

が
あ
る
︵
８
︶

︒
庶
民
的
と
さ
れ
る
曹
洞
禅
が
ど
の
様
に
民
衆
の
要
求
に
応
え
︑

い
い
意
味
で
﹁
葬
式
仏
教
﹂
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
の
も
︑
宗
門
史
と

直
結
す
る
切
り
口
で
あ
ろ
う
︒
真
宗
の
教
線
の
広
が
り
を
も
っ
て
︑
曹
洞

宗
の
教
線
伸
張
が
ふ
る
わ
な
い
と
い
う
説
明
を
し
て
い
る
著
者
に
と
っ

て
︑
曹
洞
宗
と
真
宗
が
同
じ
対
象
に
働
き
か
け
て
い
た
の
か
ど
う
か
や
︑

教
線
拡
大
の
元
は
葬
儀
な
の
か
な
ど
は
︑
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
︒
当

然
︑
教
義
の
部
分
に
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
︑
史
料
の

限
界
か
ら
紀
伊
半
島
東
部
独
自
の
見
解
は
述
べ
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
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い
︒
し
か
し
︑
そ
う
だ
と
し
て
も
︑
何
を
以
て
し
て
民
衆
を
教
化
し
て

い
っ
た
か
を
想
定
し
て
も
ら
う
と
議
論
が
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒

次
に
︑
権
力
と
の
位
置
や
関
係
を
更
に
深
め
て
い
く
な
ら
ば
︑
領
主
的

な
寺
社
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
鍵
と
な

る
の
が
領
主
と
し
て
の
神
宮
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
伊
勢
国
司
北
畠
政

郷
・
材
親
父
子
の
浄
眼
寺
・
廣
泰
寺
建
立
の
戦
略
的
意
味
や
︑
材
親
の
神

宮
蹂
躙
を
背
景
と
し
た
洞
門
僧
侶
大
空
の
天
照
大
神
参
禅
・
受
戒
伝
説

は
︑
例
え
ば
﹁
新
仏
教
﹂
特
に
真
宗
を
扱
っ
た
平
雅
行
氏
や
小
島
道
裕
氏

の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
︑
さ
ら
に
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ

な
い
︵
９
︶

︒
平
氏
は
︑
専
修
念
仏
が
荘
園
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
解
放
を

導
い
た
と
い
う
論
を
提
示
し
︑
小
島
氏
は
平
氏
の
論
に
影
響
を
受
け
つ
つ

近
江
の
地
域
の
勢
力
が
戦
国
期
に
領
主
比
叡
山
の
支
配
か
ら
脱
却
し
て
い

く
な
か
で
真
宗
を
選
び
取
っ
て
い
く
様
を
描
き
出
し
た
︒
な
お
神
宮
側

の
︑
神
威
と
支
配
と
の
関
係
は
︑
こ
れ
ま
で
も
戦
国
期
の
事
例
が
知
ら
れ

て
い
る
︒
文
明
十
二
年
︵
一
四
八
〇
︶
十
一
月
︑
北
畠
氏
被
官
山
崎
氏
の

代
官
と
称
し
て
新
警
固
設
置
︑
神
宮
で
は
﹁
黄
衣
榊
持
﹂
を
内
宮
十
名
︑

外
宮
三
十
余
名
︑
そ
の
他
合
わ
せ
て
総
勢
六
十
余
名
を
発
向
さ
せ
︑
榊
を

立
て
神
灰
を
蒔
く
調
伏
を
行
お
う
と
し
た
事
例
︑
文
明
十
四
年
四
月
︑
羽

津
氏
の
新
警
固
設
置
に
対
し
て
︑
﹁
木
戸
ニ
神
札
并
立
神
木
﹂
と
調
伏
し

た
事
例
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
れ
ら
の
事
例
も
含
み
つ
つ
︑
大
空
の
位

10

置
づ
け
を
︑
政
治
史
的
︑
あ
る
い
は
宗
教
史
的
な
研
究
史
を
意
識
し
つ
つ

よ
り
大
き
な
枠
組
み
で
考
え
て
い
く
こ
と
も
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
︒

三
つ
目
に
︑
史
料
的
な
課
題
で
あ
る
︒
三
重
県
内
の
寺
社
を
ト
ー
タ
ル

で
み
る
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
史
料
集
は
︑
存
在
し
な
い
︒
多
田
氏
の

と
っ
た
自
治
体
史
の
叙
述
を
総
合
す
る
手
法
を
超
え
て
︑
更
に
史
料
に
即

し
た
手
法
を
と
ろ
う
と
す
る
な
る
な
ら
ば
︑
﹃
三
国
地
誌
﹄
︑
﹃
宗
国
史
﹄
︑

﹃
続
紀
伊
国
風
土
記
﹄
な
ど
の
地
誌
類
を
活
用
す
る
し
か
な
い
︒
し
か
し
︑

そ
れ
と
て
も
地
誌
で
あ
る
し
︑
叙
述
は
ば
ら
ば
ら
で
粗
密
著
し
く
︑
本
書

の
よ
う
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
我
々
が

こ
の
史
料
状
況
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
参
考
と

な
り
そ
う
な
史
料
で
あ
る
が
手
つ
か
ず
の
も
の
と
し
て
︑
三
重
県
神
社
庁

所
蔵
の
社
寺
明
細
帳
や
︑
野
田
精
一
氏
旧
蔵
史
料
・
神
宮
文
庫
所
蔵
史
料

に
含
ま
れ
て
い
る
紀
州
藩
の
寺
社
書
上
︑
あ
る
い
は
全
く
未
調
査
で
あ
る

が
各
寺
院
各
宗
派
が
保
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
社
寺
明
細
帳
が
挙
げ

ら
れ
る
︵

︶
︒
こ
れ
ら
の
︑
発
掘
︑
調
査
︑
翻
刻
な
ど
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
︒

11

な
お
︑
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
︑
特
に
紀
州
藩
の
寺
社
書
上
が
充
実
し

て
い
る
様
に
思
え
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
紀
州
藩
の
寺
社
﹁
把
握
﹂
が
如
何
に

な
さ
れ
た
か
を
︑
先
述
の
紀
州
藩
関
連
資
料
の
編
纂
に
つ
い
て
意
義
付
け

も
含
め
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
が
︑
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
に
つ
な
が
る

可
能
性
が
高
い
︒
そ
し
て
︑
近
世
史
の
世
界
で
議
論
さ
れ
た
由
緒
論
な
ど

も
踏
ま
え
つ
つ
︑
そ
れ
ら
の
寺
伝
が
︑
近
世
社
会
に
於
い
て
ど
の
よ
う
に

多
田
實
道
﹃
紀
伊
半
島
東
部
曹
洞
宗
史
研
究
﹄
︵
太
田
︶
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作
り
出
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
も
一
つ
の
課
題
と
な
ろ
う
︒

｢
市
町
村
史
や
地
名
辞
典
に
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
学
術
的
検
討
を

経
て
い
る
も
の
と
考
え
て
設
定
﹂
し
て
︑
そ
れ
に
援
拠
し
た
と
い
う
点
は
︑

本
書
の
批
判
点
の
一
つ
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
現
在
の
史

料
状
況
の
中
︑
そ
れ
を
乗
り
越
え
批
判
す
る
た
め
に
は
︑
我
々
三
重
県
の

宗
教
史
を
扱
う
も
の
の
相
当
な
覚
悟
が
必
要
と
な
る
︵

︶
︒
こ
の
あ
た
り
を
︑

12

今
後
の
課
題
と
し
て
自
ら
も
受
け
止
め
つ
つ
︑
擱
筆
す
る
︒

註
︵
１
︶
臨
済
禅
関
係
で
は
︑
坂
倉
賢
芳
﹃
圓
光
寺
六
百
年
史
﹄
︵
円
光
寺
︑

二
〇
〇
四
年
︶
が
︑
周
辺
寺
社
関
連
の
中
世
史
料
検
索
な
ど
も
お

こ
な
っ
た
上
で
執
筆
さ
れ
て
お
り
大
変
参
考
と
な
る
︒
そ
の
他
︑

浄
土
宗
︑
浄
土
真
宗
の
寺
史
︑
色
井
秀
譲
氏
の
天
台
真
盛
宗
関
連

の
著
作
な
ど
が
あ
る
︒

︵
２
︶
﹃
鈴
鹿
市
史
﹄
第
一
巻
︵
一
九
八
〇
年
︶
︑
﹃
四
日
市
市
史
﹄
一
七

通
史
編
近
世
︵
一
九
九
八
年
︶
や
︑
﹃
亀
山
市
史
﹄
の
通
史
編
の

古
代
中
世
︵
Ｈ
Ｐ
上
に
掲
載
︶
が
あ
る
︒

︵
３
︶
鈴
木
泰
山
﹁
伊
勢
湾
周
辺
に
お
け
る
中
世
仏
教
の
伝
流
﹂
︵
﹃
曹
洞

宗
の
地
域
的
展
開
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
三
年
︶
︒

︵
４
︶
県
内
の
仏
教
の
展
開
全
体
を
よ
む
上
で
︑
重
要
で
あ
り
な
が
ら
研

究
が
ほ
と
ん
ど
無
い
の
は
浄
土
宗
で
あ
る
︒
明
治
期
の
廃
仏
毀
釈

前
の
宇
治
山
田
の
寺
院
の
比
率
を
見
る
が
よ
い
︒
こ
の
分
野
の
研

究
を
簡
易
な
形
で
あ
っ
て
も
進
め
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
︑
概

ね
の
見
通
し
が
付
く
だ
ろ
う
︒
幸
い
︑
浄
土
宗
に
関
し
て
は
由
緒

を
総
合
し
た
江
戸
期
の
史
料
︑
﹁
蓮
門
精
舎
旧
詞
﹂
︵
﹃
浄
土
宗
全

書
﹄
続
一
八
・
続
一
九
︑
浄
土
宗
開
宗
八
百
年
記
念
慶
讃
準
備
局
︑

一
九
七
三
年
︶
が
存
在
し
︑
特
に
同
史
料
で
は
伊
勢
国
と
宇
治
山

田
の
項
を
別
に
立
項
す
る
程
︑
宇
治
山
田
の
寺
誌
が
多
く
収
め
ら

れ
て
い
る
︒
宇
治
山
田
の
寺
院
由
緒
は
︑
神
宮
文
庫
所
蔵
の
三
方

会
合
関
係
の
記
録
に
も
詳
し
い
︒
そ
れ
ら
を
対
照
さ
せ
る
と
よ
い

だ
ろ
う
︒

︵
５
︶
多
賀
町
教
育
委
員
会
編
﹃
敏
満
寺
の
謎
を
解
く
﹄
︵
サ
ン
ラ
イ
ズ

出
版
︑
二
〇
〇
三
年
︶
︒

︵
６
︶
小
島
道
裕
﹁
平
地
城
館
趾
と
寺
院
・
村
落

︱

近
江
の
事
例
か

ら

︱
﹂
︵
﹃
中
世
城
郭
研
究
論
集
﹄
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
九
〇

年
︶
︒

︵
７
︶
萩
原
龍
夫
﹁
中
世
に
お
け
る
禅
密
一
致
と
伊
勢
神
宮
﹂
︵
﹃
神
々
と

村
落
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
七
八
年
︶
参
照
︒
こ
の
書
で
は
︑
真
福
寺

︵
愛
知
県
名
古
屋
市
︶
が
所
蔵
す
る
神
道
書
の
伊
勢
と
の
関
係
に

つ
い
て
話
︑
そ
し
て
伊
勢
神
道
と
安
養
寺
︵
明
和
町
︶
と
の
つ
な

が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
こ
の
あ
た
り
を
子
細
に
た

ど
っ
て
み
る
と
︑
真
福
寺
と
安
養
寺
だ
け
で
は
な
く
︑
大
福
田
寺
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︵
桑
名
市
︶
︑
慈
恩
寺
︵
亀
山
市
・
現
在
は
浄
土
宗
︶
︑
阿
弥
陀
寺

︵
津
市
・
現
在
の
阿
弥
陀
寺
と
は
直
接
の
つ
な
が
り
は
な
い
︶
と

い
っ
た
県
内
の
一
定
規
模
の
臨
済
宗
の
中
世
寺
院
の
存
在
や
︑
さ

ら
に
は
称
名
寺
︵
神
奈
川
県
横
浜
市
︶
と
の
つ
な
が
り
な
ど
が
確

認
で
き
る
︵
﹃
亀
山
市
史
﹄
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
︶
︒

︵
８
︶
平
松
令
三
﹁
専
修
寺
真
慧
の
教
化
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
龍
谷
史
壇
﹄

九
九
・
一
〇
〇
合
併
号
︑
一
九
九
二
年
︶
︒

︵
９
︶
平
雅
行
﹁
専
修
念
仏
の
歴
史
的
意
義
﹂
︵
﹃
日
本
中
世
の
社
会
と
仏

教
﹄
塙
書
房
︑
一
九
九
二
年
︶
︑
小
島
道
裕
﹁
平
地
城
館
趾
と
寺

院
・
村
落

︱

近
江
の
事
例
か
ら

︱
﹂
︵
前
掲
︶
︒

︵

︶
飯
田
良
一
﹁
文
明
年
間
に
お
け
る
伊
勢
湾
の
警
固
と
廻
船
﹂
︵
﹃
三

10

重
県
史
研
究
﹄
四
︑
一
一
九
八
八
年
︶
︒
ま
た
神
木
の
威
力
に
つ

い
て
は
︑
櫻
井
勝
之
進
﹁
伊
勢
御
師
の
実
像
﹂
︵
﹃
神
道
研
究
ノ
ー

ト
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
九
八
年
︶
︒

︵

︶
西
川
順
土
﹃
三
重
県
の
神
社
調
査
資
料
﹄
︵
一
九
八
五
年
︶
参
照
︒

11

明
細
帳
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
︑
﹁
元
禄
十
年
丑
七
月

勢
州
松
坂
領
駅
部
田
組
寺
社
御
改
帳
﹂
︵
神
宮
文
庫
所
蔵
二
門

三
七
九
七
号
︶
︑
﹁
勢
州
一
志
郡
寺
改
帳
﹂
︵
寛
文
七
年
写
︑
神
宮

文
庫
所
蔵
二
門
四
二
六
九
号
︶
︑
﹁
伊
勢
国
白
子
領
寺
社
関
係
文

書
﹂
︵
一
括
︑
神
宮
文
庫
所
蔵
︑
五
門
六
五
五
四
号
︶
や
︑
野
田

精
一
氏
旧
蔵
資
料
︵
現
在
松
阪
市
寄
託
︶
中
の
寺
社
書
上
な
ど
が
︑

紀
州
藩
の
宗
教
政
策
か
ら
生
じ
た
寺
社
の
書
上
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶
な
お
︑
近
世
後
期
の
紀
州
藩
の
地
誌
編
纂
に
つ
い
て
は
本
居
大
平

12

ら
が
携
わ
っ
て
お
り
︑
こ
れ
も
仏
教
史
と
は
直
接
関
連
し
な
い
が

三
重
県
を
主
と
し
た
紀
州
藩
研
究
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
︵
﹁
本

居
紀
伊
国
和
歌
山
本
居
家
旧
蔵
紀
伊
続
風
土
記
編
纂
史
料
﹂
国
文

学
研
究
資
料
館
所
蔵
な
ど
が
関
連
資
料
と
な
る
︶
︒

︵
二
〇
〇
八
年
三
月
刊
︑
山
喜
房
佛
書
林
︑

二
三
〇
頁
︑
本
体
七
五
〇
〇
円
︶

︵
お
お
た

み
つ
と
し
・
三
重
県
環
境
生
活
部
新
博
Ｐ
Ｔ
主
事
︶

多
田
實
道
﹃
紀
伊
半
島
東
部
曹
洞
宗
史
研
究
﹄
︵
太
田
︶
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