
て
承
る
と
、
そ
れ
は
同
学
派
の
主
要
典
籍
で
あ
る
涼
ぐ
目
印
算
曾
四

の
。
曇
闘
昌
丙
彦
胃
‐
属
閏
涛
哩
．
の
第
九
頌
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
第
九
頌
に
は
以
下
の
よ
う
に
五
根
拠
が
示
さ
れ
て

い
る
。

③
無
不
レ
可
レ
作
故
（
無
か
ら
作
ら
れ
な
い
か
ら
）

⑧
必
須
レ
取
レ
因
故
（
果
は
質
料
因
を
取
る
か
ら
）

。
一
切
不
し
生
故
（
一
切
の
果
が
同
時
に
発
生
す
る
事
は
な
い
か

ら
）

、
能
作
一
所
作
一
故
（
能
力
あ
る
も
の
が
能
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
べ

き
も
の
を
作
る
か
ら
）

⑧
随
し
因
有
し
果
故
（
果
は
因
と
等
し
い
状
熊
で
あ
る
か
ら
）

以
上
の
故
に
因
中
有
果
で
あ
る
と
説
示
さ
れ
る
。

こ
の
㈹
～
⑧
を
先
の
本
論
説
示
の
「
因
中
有
果
論
」
の
い
～
い

と
対
照
さ
せ
て
見
る
と
、
切
求
取
故
Ｉ
⑧
必
須
取
因
故
、
側
所
作

決
定
故
Ｉ
Ｄ
能
作
所
作
故
、
側
生
故
Ⅱ
⑥
一
切
不
生
故
で
あ
り
、

仙
由
施
設
故
と
個
随
因
有
果
故
と
の
間
に
は
関
連
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
又
㈹
無
不
可
作
故
は
因
中
有
果
論
の
大
前
提
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
論
説
示
の
「
因
中
有
果

論
」
と
《
《
留
日
丙
辱
冒
１
厨
胃
涛
哩
》
第
九
頌
の
そ
れ
と
が
同
一
の
根

拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に

サ
ー
ン
キ
ャ
学
派
に
お
い
て
は
、
因
中
有
果
論
は
ぐ
閏
潤
彊
逼
“

室
町
時
代
に
お
け
る
京
都
日
蓮
教
団
各
門
流
を
構
成
す
る
要
素

を
検
討
す
る
こ
と
の
一
環
と
し
て
、
各
地
に
創
建
さ
れ
て
い
っ
た

の
所
説
が
扉
ぐ
肖
乎
再
普
四
に
よ
っ
て
第
九
頌
に
ま
と
め
ら
れ
た

こ
と
が
、
本
論
所
説
よ
り
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
方
本
論
に

お
い
て
は
、
ぐ
即
租
恩
葛
画
と
尿
ぐ
胃
四
傳
心
息
の
活
動
年
代
か
ら

し
て
、
そ
の
成
立
時
期
を
三
～
四
世
紀
半
頃
に
お
く
説
が
確
認
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
右
で
検
討
し
た
例
も
示
す
如
く
、
十
六
異
論
の

説
示
は
本
論
の
成
立
論
の
承
な
ら
ず
、
そ
こ
に
所
引
の
諸
思
想
を

検
討
す
る
資
料
等
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
な
す
も
の
で
あ
る
事

が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
註
〕（

１
）
『
大
正
』
三
○
・
三
○
三
Ｃ
以
下

（
２
）
『
印
仏
研
』
三
一
巻
跡
収

室
町
時
代
に
お
け
る
地
方
寺
院

の
形
成
・
発
展
に
つ
い
て

糸
久
宝
賢
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末
寺
の
形
成
・
発
展
に
視
座
を
置
き
、
岡
山
県
牛
窓
町
本
蓮
寺
の

展
開
を
そ
の
一
事
例
と
し
て
考
察
し
た
い
。
本
蓮
寺
は
日
隆
門
流

に
属
す
る
寺
院
で
あ
る
。
資
料
に
そ
の
存
在
が
初
出
す
る
の
は
宝

徳
二
年
で
、
法
花
堂
と
呼
ば
れ
る
堂
で
あ
っ
た
。
八
年
後
の
長
禄

二
年
に
門
流
の
祖
慶
林
日
隆
よ
り
寺
号
を
授
与
さ
れ
、
本
蓮
寺
と

称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
法
花
堂
は
、
日
隆
門
流
の
本
寺
の
法
式
に

従
う
寺
院
と
な
っ
た
。
本
蓮
寺
が
本
寺
の
法
式
に
従
っ
て
い
た
一

例
は
、
本
蓮
寺
二
世
日
澄
が
蓮
像
院
と
い
う
院
号
を
本
寺
か
ら
授

与
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
。
寺
号
授
与
以
降
、
永
禄
に
至

る
期
間
は
本
蓮
寺
が
寺
院
と
し
て
徐
含
に
発
展
し
て
い
っ
た
時
期

で
あ
る
（
永
禄
以
後
一
旦
不
振
と
な
り
、
万
治
三
年
に
至
っ
て
三

世
日
進
の
入
山
に
よ
り
寺
勢
が
復
活
し
た
）
。
こ
の
寺
号
授
与
よ
り

永
禄
に
至
る
時
期
の
本
蓮
寺
発
展
経
過
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
、

寺
領
地
の
収
得
を
検
討
す
る
方
法
が
あ
る
。
元
亀
四
年
の
「
本
蓮

寺
寺
領
帳
」
記
載
の
寺
領
面
積
は
約
八
町
程
で
あ
る
。
し
か
し
、

宝
徳
～
永
禄
の
時
期
に
本
蓮
寺
が
収
得
し
た
土
地
の
関
係
文
書
の

う
ち
、
年
月
日
と
差
出
人
が
明
記
し
て
あ
る
も
の
は
、
㈲
宝
徳
二

年
～
文
明
十
年
の
二
八
年
間
’
六
通
Ｉ
記
載
面
積
合
計
五
段
、
口

文
明
十
三
年
～
永
正
七
年
の
二
九
年
間
Ⅱ
十
一
通
Ⅱ
記
載
面
積
合

計
七
段
十
五
代
十
八
歩
、
日
大
永
四
年
～
永
禄
十
三
年
の
四
六
年

間
’
四
通
Ｉ
記
載
面
積
合
計
四
段
二
十
代
で
あ
る
。
こ
の
数
値
を

一
応
の
目
安
と
す
る
と
、
口
の
時
期
は
年
数
に
比
し
て
土
地
の
収

得
が
著
し
い
。
そ
し
て
、
収
得
年
月
日
は
未
確
定
な
が
ら
お
そ
ら

く
口
の
時
期
に
収
得
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
土
地
を
加
え
る

と
、
「
寺
領
帳
」
記
載
面
積
の
約
三
分
の
一
強
の
土
地
を
収
得
し

て
い
る
。
更
に
明
応
元
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
牛
窓
石
原
氏
を

中
心
と
し
て
、
諸
堂
の
整
備
も
な
さ
れ
て
い
る
。
口
の
時
期
に
収

得
し
た
と
確
定
で
き
る
七
段
余
の
土
地
の
う
ち
、
二
段
余
の
土
地

は
諸
堂
整
備
後
の
短
期
間
に
相
つ
い
で
石
原
氏
関
係
の
人
々
か
ら

本
蓮
寺
へ
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
、
文
明
後

半
か
ら
永
正
の
頃
に
か
け
て
、
本
蓮
寺
は
牛
窓
石
原
氏
の
外
護
を

受
け
な
が
ら
発
展
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
口
の
時
期
全
体
に
亘
っ
て
収
得
形
態
を
ゑ

る
と
、
Ｈ
の
時
期
が
主
と
し
て
買
得
に
よ
っ
て
土
地
を
収
得
し
て

い
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
時
期
は
寄
進
を
受
け
る
と
い
う
形
で
土

地
を
収
得
す
る
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
本
蓮
寺
に
そ
う
し
た
形

で
関
わ
る
人
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
田
畠
地
を
寄
進
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
寄
進
状
の
文
言
を
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ

い
程
、
寄
進
者
に
関
わ
る
人
だ
の
菩
提
に
資
す
る
為
の
霊
供
田
と

し
て
、
田
畠
地
が
本
蓮
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
石
原
氏
の
外
護
を
発
展
の
基
軸
と
し
つ

つ
、
本
蓮
寺
が
寺
院
と
し
て
牛
窓
の
人
々
の
宗
教
的
営
為
を
う
け
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と
め
う
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
で
あ
る

畠
ノ
０

以
上
の
如
く
、
本
蓮
寺
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
承
る
と
、

在
地
の
有
力
者
で
あ
る
石
原
氏
の
外
護
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
寺

領
地
を
増
大
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
具
体
像
を
示
し
、
こ
れ
が
文
明

後
年
か
ら
永
正
に
か
け
て
の
時
期
に
著
し
い
こ
と
、
寄
進
状
の
文

言
か
ら
本
蓮
寺
が
牛
窓
に
お
け
る
宗
教
的
役
割
の
一
分
を
荷
う
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
寺
院
の

発
展
事
例
は
、
例
え
ば
本
蓮
寺
の
本
寺
筋
で
あ
る
京
都
本
能
寺
が
、

公
武
と
交
渉
を
も
ち
つ
つ
流
通
の
中
心
で
あ
っ
た
京
都
の
中
で
発

展
し
て
い
っ
た
形
熊
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
本

蓮
寺
は
本
寺
で
あ
る
本
興
寺
の
法
式
に
従
う
日
隆
門
流
の
一
寺
院

で
あ
る
が
、
そ
の
置
か
れ
た
地
理
的
・
社
会
的
状
況
に
即
し
た
展

開
過
程
を
示
し
て
い
る
。
本
能
寺
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
本
・
末
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
有
し
つ
つ
門
流
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
更
に
他
の
事
例
に
つ
い
て
考

察
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

天
台
法
華
教
学
に
お
け
る
即
身
成
仏
論
は
こ
の
成
仏
位
の
問
題

が
中
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
仏
の
概
念
を
如
何
に
凡
夫

に
ま
で
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
或
は
、
凡
夫
を
如
何
に
仏

と
し
て
認
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
理
論
的
操
作
が
、

即
身
成
仏
論
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
は
、
円
教
初

住
・
分
証
即
以
上
を
証
道
と
し
、
成
仏
位
と
規
定
し
て
い
る
こ
と

は
天
台
教
学
の
常
識
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
澄
の
『
法
華
秀
句
』
即
身
成
仏
化
導

勝
、
憐
昭
の
『
天
台
法
華
宗
即
身
成
仏
義
』
、
安
然
の
『
即
身
成

仏
義
私
記
』
、
慧
心
の
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
を
見
、
そ
の
後
、

日
蓮
聖
人
遺
文
と
の
比
較
を
試
承
た
い
。

ま
ず
、
最
澄
は
天
台
教
学
の
原
則
を
遵
守
し
て
初
住
・
分
証
即

成
仏
を
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
生

ず
る
。
即
ち
、
天
台
教
学
で
は
分
証
即
以
上
は
分
段
身
で
は
な
く

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
即
身
成
仏

論
の
基
礎
的
考
察

ｌ
即
身
成
仏
位
に
関
連
し
て
ｌ

西
片
元
證

(I34)


