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近
世
の
関
東
十
八
檀
林
に
お
け
る
規
律
と
そ
の
変
遷

　
―
「
諸
檀
林
掟
書
」・「
所
化
寮
掟
書
」
を
中
心
に
―

研
究
生　

青
木　

篤
史

今
回
私
は
「
近
世
の
関
東
十
八
檀
林
に
お
け
る
規
律
と
そ
の
変
遷
―

「
諸
檀
林
掟
書
」「
所
化
寮
掟
書
」
を
中
心
に
―
」
と
い
う
論
題
で
発

表
を
行
っ
た
。

近
世
（
特
に
江
戸
時
代
）
に
浄
土
宗
僧
侶
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、

増
上
寺
を
筆
頭
と
し
て
関
東
に
十
八
ヶ
寺
あ
っ
た
「
関
東
十
八
檀
林
」

（
以
下
、
十
八
檀
林
と
す
る
）
に
入
寺
し
、
修
学
を
積
む
こ
と
が
必
須

条
件
と
な
っ
て
い
た
。

毎
年
正
月
十
一
日
に
入
寺
し
た
所
化
（
１
）は
、
様
々
な
法
度
の
下
で
生

活
や
修
学
を
し
、
そ
の
所
化
の
生
活
全
般
に
関
す
る
規
律
は
「
所
化

寮
（
衆
）
定
（
掟
）
書
」
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、

修
学
特
に
伝
法
や
法
問
に
関
す
る
規
律
は
「
諸
檀
林
定
（
掟
）
書
」

が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。「
所
化
寮
（
衆
）
定
（
掟
）
書
」
は
、

増
上
寺
か
ら
檀
林
学
寮
・
学
寮
所
化
に
発
布
さ
れ
た
も
の
、
ま
た
「
諸

檀
林
定
（
掟
）
書
」
は
、
増
上
寺
か
ら
檀
林
寺
院
に
発
布
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
発
布
対
象
が
異
な
っ
て
い
る
。

本
発
表
で
は
①
入
寺
②
伝
法
③
生
活
④
そ
の
他
の
四
項
目
に
分
け

て
考
察
を
施
し
た
。

ま
ず
入
寺
に
つ
い
て
は
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
九
月
五
日
に

発
布
さ
れ
た
「
照
誉
了
学
所
化
入
寺
掟
書
」
に
お
い
て
、
入
寺
は

一
五
歳
未
満
の
者
、「
浄
土
三
部
経
」
を
読
ん
で
い
な
い
者
、
様
子

見
悪
き
者
、
他
宗
の
者
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
世
ま
で
変
わ

る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
伝
法
に
つ
い
て
は
、
寛
文
一
一
年

（
一
六
七
一
）
の
「
関
東
諸
檀
林
掟
書
」
か
ら
五
重
・
宗
脈
・
戒
脈
の

記
述
は
見
ら
れ
る
も
の
の
布
薩
戒
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
結
果
、
学
誉
冏
鑑
が
享
保
一
一
年
（
一
七
二
六
）
に
増
上
寺

に
住
持
と
し
て
入
院
後
、
布
薩
戒
の
再
興
が
な
さ
れ
、
享
保
一
八
年

（
一
七
三
三
）
衍
誉
利
天
が
「
璽
書
并
ニ
布
薩
戒
定
書
」
を
発
布
し
、

こ
こ
で
初
め
て
布
薩
戒
に
つ
い
て
の
記
述
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
最
終
的
に
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
「
諸
檀

林
衆
議
判
永
規
」
発
布
の
時
点
で
、
布
薩
戒
の
制
定
が
ほ
ぼ
明
確
に

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
檀
林
修
学
初
期
よ
り
布
薩
戒
の
相
承
は
あ

っ
た
も
の
の
、
法
度
の
中
に
記
載
が
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
相
承

さ
れ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
相
承
す
れ
ば
い
い
の
か
不
明
で
あ

っ
た
も
の
が
、
享
保
一
八
年
（
一
七
三
三
）
以
降
布
薩
戒
に
つ
い
て

の
明
確
な
記
述
に
よ
り
、
そ
の
相
承
方
法
が
明
確
に
な
っ
た
と
言
え

よ
う
。

生
活
に
つ
い
て
は
、
名
聞
利
養
の
行
為
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
、

檀
林
寺
院
の
財
政
状
況
は
急
激
に
逼
迫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
財
政
的
に
厳
し
い
檀
林
寺
院
に
お
い
て
は
、

土
地
や
什
物
を
売
る
等
し
な
が
ら
寺
院
経
営
を
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
勿
論
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
檀
林
特

に
田
舎
檀
林
の
寺
院
に
と
っ
て
は
相
当
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
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推
測
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
所
化
寮
（
衆
）
定
（
掟
）
書
」
と
「
諸
檀
林
定
（
掟
）

書
」
は
一
見
同
じ
よ
う
な
法
度
に
見
え
る
が
、
そ
の
発
布
対
象
が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
条
目
の
記
載
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
所
化
は
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
法
度
の
下
で
、
修
学

を
積
み
僧
侶
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

今
後
も
檀
林
研
究
を
続
け
、
近
世
の
浄
土
宗
教
団
の
一
端
を
垣
間

見
た
い
と
考
え
て
い
る
。

  　
（
１
）
所
化
…
檀
林
に
入
寺
し
た
修
行
僧
の
こ
と
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唐
代
初
期
浄
土
教
に
お
け
る
種
子
説研

究
生　

長
尾　

光
恵

本
発
表
は
唐
代
初
期
浄
土
教
の
「
新
訳
経
論
の
受
容
」
を
め
ぐ
る

諸
相
の
中
か
ら
、
種
子
説
に
注
目
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
新
訳

経
論
所
説
の
種
子
説
は
本
有
種
子
な
ど
、
主
に
仏
性
論
争
を
論
じ
る

過
程
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
但
し
浄
土
教
に
お
い
て
も
、
往

生
構
造
の
中
で
種
子
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
、
と
い
う
点
に

お
い
て
新
訳
経
論
の
受
容
に
諸
相
が
見
受
け
ら
れ
る
。

当
時
主
流
で
あ
っ
た
の
は
『
仏
地
経
論
』
十
八
円
満
の
第
八
輔
翼

円
満
の
説
示
を
引
用
し
て
の
「
種
子
往
生
説
」
で
あ
る
。
輔
翼
円
満

の
記
述
は
前
半
部
が
相
分
浄
土
説
（
観
見
対
象
と
な
る
浄
土
は
衆
生
自

ら
の
相
分
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
と
す
る
説
）、
後
半
部
が
浄
土
種
子

説
（
そ
の
相
分
と
し
て
の
浄
土
は
衆
生
の
阿
頼
耶
識
内
に
あ
る
浄
土
種

子
を
因
と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
説
）で
あ
る
。
当
時
の
諸
師
た
ち（
例

え
ば
道
誾
・
靖
邁
・
基
・
道
世
な
ど
）
は
こ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ

り
、
西
方
浄
土
を
衆
生
自
身
の
阿
頼
耶
識
の
変
現
と
し
、
往
生
構
造

の
す
べ
て
を
阿
頼
耶
識
縁
起
で
説
明
す
る
、
す
な
わ
ち
種
子
往
生
説

を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
新
訳
経
論
を
受
容
し
な
が
ら
も
、

こ
の
よ
う
に
阿
頼
耶
識
縁
起
説
の
な
か
で
種
子
を
論
じ
ず
、
旧
時
代

（
摂
論
学
派
）
内
の
議
論
の
ま
ま
「
惑
業
」
と
し
て
種
子
を
論
じ
る
者

も
存
在
し
た
。
そ
れ
が
懐
感
で
あ
る
。

懐
感
は
そ
の
著
書
『
釈
浄
土
群
疑
論
』（
以
下
、『
群
疑
論
』）
の
中

で
新
訳
経
論
由
来
の
八
識
説
や
四
分
説
を
用
い
、ま
た「
唯
識
」や「
心

外
無
法
」
と
い
う
言
い
回
し
を
す
る
こ
と
か
ら
、
唯
識
学
派
の
教
学

を
受
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
は
観
見
対
象（
影

像
相
・
相
分
）
の
顕
現
の
根
拠
と
な
る
「
本
性
相
」
に
つ
い
て
阿
頼

耶
識
内
の
種
子
に
よ
る
顕
現
と
は
せ
ず
、「
衆
生
が
神
通
力
で
縁
じ

る
」や「
如
来
が
大
悲
で
衆
生
の
三
昧
中
に
顕
現
す
る
」と
説
明
す
る
。

ま
た
彼
は
『
仏
地
経
論
』
の
仏
身
・
仏
土
説
を
受
容
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
な
か
に
第
八
輔
翼
円
満
の
影
響
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
こ
で
彼
の
種
子
に
関
す
る
記
述
を
整
理
し
て
み
る
と
、
種

子
と
い
う
言
葉
と
対
比
し
て
「
上
心
」
と
い
う
語
句
を
用
い
る
こ
と
、

善
種
子
と
悪
種
子
を
互
滅
関
係
と
す
る
こ
と
、
種
子
を
罪
悪
の
滅
除

論
に
の
み
用
い
る
こ
と
、
な
ど
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
新

訳
登
場
以
前
の
摂
論
学
派
内
に
お
け
る
種
子
の
議
論
と
共
通
し
て
お

り
、
彼
の
種
子
説
の
ベ
ー
ス
が
旧
時
代
（
摂
論
学
派
）
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
ま
た
迦
才
『
浄
土
論
』
に
そ
の
摂
論
学
派
内
の
種
子

論
と
浄
土
教
を
関
連
さ
せ
る
記
述
が
あ
り
、
時
代
的
に
懐
感
は
迦
才

の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
種
子
説
一
つ
を
と
っ
て
も
「
新
訳
経
論
の
受
容
」
は

一
様
で
は
な
く
、
ま
た
そ
こ
に
は
旧
時
代
（
摂
論
学
派
）
の
議
論
の

残
滓
も
窺
え
る
。
今
後
が
「
新
訳
経
論
の
受
容
」
を
論
じ
る
際
、
そ

の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
で
も
い
う
べ
き
議
論
の
混
淆
性
に
十
分
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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『
弁
顕
密
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
た
『
五
秘
密
経
』

　
に
つ
い
て

研
究
生　

米
川　

佳
伸

空
海
（
七
七
四
―
八
三
五
）
撰
『
弁
顕
密
二
教
論
』（
以
下
『
二
教
論
』

と
略
称
）
に
引
用
さ
れ
た
『
五
秘
密
経
』
に
関
す
る
研
究
の
経
過
報

告
を
行
な
う
。
空
海
は
『
二
教
論
』
の
冒
頭
で
教
主
の
違
い
に
よ
っ

て
密
教
と
顕
教
と
を
区
別
し
て
、
所
謂
〈
法
身
説
法
〉
を
密
教
の
優

れ
た
特
徴
と
し
て
主
張
し
た
。『
二
教
論
』
に
お
け
る
〈
法
身
説
法
〉

の
議
論
は
、
緻
密
な
論
理
を
構
築
し
た
上
で
、
多
く
の
経
典
・
論
書

を
引
用
し
て
論
拠
を
示
す
形
で
展
開
し
て
い
る
。
即
ち
、
先
ず
『
釈

摩
訶
衍
論
』
を
引
用
し
て
「
因
分
可
説
・
果
分
不
可
説
」
の
他
に
「
果

分
可
説
」
の
見
方
も
あ
り
得
る
と
い
う
命
題
を
提
示
す
る
。
第
二
に

顕
教
各
宗
が「
因
分
可
説
・
果
分
不
可
説
」の
立
場
で
あ
る
と
指
摘
し
、

第
三
に
『
大
智
度
論
』
を
引
用
し
て
「
果
分
可
説
」
の
命
題
を
論
証

す
る
。
第
四
に
『
入
楞
伽
経
』
の
引
用
を
通
し
て
「
法
身
仏
が
自
ら

の
覚
り
即
ち
果
分
を
説
く
」
と
い
う
命
題
を
論
証
す
る
。
そ
し
て
第

五
に
『
五
秘
密
経
』
を
引
用
し
て
、
そ
れ
を
「
果
分
を
説
法
し
て
い

る
毘
盧
遮
那
仏
こ
そ
が
密
教
の
教
主
で
あ
る
」
こ
と
の
論
拠
と
す
る
。

こ
の
毘
盧
遮
那
仏
が
法
身
で
あ
る
点
に
は
ま
だ
検
討
の
要
が
残
る
も

の
の
、
空
海
の
〈
法
身
説
法
〉
の
論
証
は
実
質
的
に
は
一
応
こ
こ
で

完
結
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、『
五
秘
密
経
』
か
ら
の
引
用
文

は
空
海
が
〈
法
身
説
法
〉
の
論
証
を
展
開
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
る
、
と
言
え
る
。

さ
て
、
空
海
は
殊
更
に
『
五
秘
密
経
』
と
呼
ん
で
い
る
が
、『
金

剛
頂
瑜
伽
金
剛
薩
埵
五
秘
密
修
行
念
誦
儀
軌
』
と
い
う
そ
の
具
名
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
金
剛
薩
埵
に
関
連
す
る
一
連
の
儀
軌

類
の
一
つ
で
あ
る
。
因
み
に
『
二
教
論
』
に
引
用
さ
れ
た
儀
軌
を
冠

す
る
文
献
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。『
五
秘
密
経
』
は
『
第
八
会
金
剛

頂
経
』
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
序
文
で
、
密
教
が
顕
教
に
勝
る
こ

と
と
「
五
秘
密
法
」
の
得
益
と
を
説
く
。
そ
の
後
、
金
剛
薩
埵
や
そ

の
眷
属
で
あ
る
欲
・
触
・
愛
・
慢
の
四
金
剛
菩
薩
に
関
す
る
印
契
、

真
言
、
観
想
の
仕
方
な
ど
が
詳
述
さ
れ
て
い
て
『
五
秘
密
経
』
は
ま

さ
に
儀
軌
の
体
裁
を
と
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。『
五
秘
密
経
』

に
登
場
し
て
活
動
す
る
の
は
金
剛
薩
埵
と
四
金
剛
菩
薩
の
五
尊
の
み

で
あ
り
、
こ
れ
が
『
五
秘
密
経
』
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

空
海
が
『
二
教
論
』
に
引
用
し
た
文
章
と
『
五
秘
密
経
』
の
漢
訳

原
文
と
を
比
較
す
る
と
、
空
海
が
漢
訳
原
文
を
何
箇
所
に
も
亘
っ
て

改
変
し
た
も
の
を
『
二
教
論
』
に
引
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、『
五
秘
密
経
』
か
ら
の
引
用
に
限
っ
て
み
る
と
、
空
海
が

行
な
っ
た
文
章
操
作
は
、
原
文
の
文
意
を
明
確
に
す
る
効
果
は
あ
っ

て
も
、
故
意
に
文
章
の
意
味
を
変
え
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
言
え
よ
う
。

こ
の
引
用
箇
所
で
は
、
先
ず
、
顕
教
よ
り
も
密
教
の
方
が
速
く
成

仏
で
き
る
と
述
べ
て
か
ら
、
行
者
が
、
阿
闍
梨
の
指
導
の
も
と
に
、

こ
の
儀
軌
に
則
っ
て
「
五
秘
密
法
」
を
修
す
れ
ば
、
現
生
で
声
聞
・

縁
覚
や
十
地
の
菩
薩
を
超
え
て
、
密
教
の
覚
り
を
獲
得
す
る
、
と
説

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
引
用
文
の
中
で
空
海
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に
と
っ
て
重
要
な
記
述
は
た
だ
一
箇
所
、「
毘
盧
遮
那
仏
の
自
受
用

身
と
し
て
説
く
内
證
自
覚
聖
智
の
法
、（
即
ち
毘
盧
遮
那
仏
が
説
く
果

分
）
に
よ
る
な
ら
ば
、行
者
は
阿
闍
梨
に
導
か
れ
て
曼
荼
羅
に
入
る
」、

と
い
う
記
述
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
引
用
の
み
に
よ
っ
て
、空
海
は
「
毘

盧
遮
那
仏
が
果
分
を
説
く
」、
と
い
う
命
題
を
論
証
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
い
ま
だ
こ
の
毘
盧
遮
那
仏
が
密

教
教
主
の
「
法
身
」
毘
盧
遮
那
仏
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
明
確
に
な

っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、「
喩
釈
」
の
中
で
、
空
海
自
身
の
意
見
と
し
て
、「
果
分
」

を
説
く
毘
盧
遮
那
仏
が
「
密
教
教
主
の
法
身
で
あ
る
」、
と
い
う
点

を
補
足
し
よ
う
と
し
た
。
空
海
は
さ
ら
に
こ
の
後
、『
瑜
祇
経
』や『
分

別
聖
位
経
』な
ど
も
引
用
し
て「
法
身
毘
盧
遮
那
仏
が
果
分
を
説
く
」、

と
い
う
命
題
を
論
証
す
る
努
力
を
続
け
た
。

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。「
密
教
教
主
法
身
毘
盧
遮

那
仏
が
果
分
を
説
法
す
る
」
と
い
う
命
題
を
証
明
す
る
為
に
、
毘
盧

遮
那
仏
以
外
の
仏
格
が
主
役
と
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
儀
軌
で
あ
る

も
の
を
空
海
が
使
っ
た
特
別
な
理
由
が
果
た
し
て
有
る
の
だ
ろ
う

か
、
ま
た
、
も
し
も
有
る
の
な
ら
そ
れ
は
何
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
空
海
は
引
用
文
の
使
い
方
に
実
に
巧
み
で
、
自
分
の
主
張
に
合

致
す
る
引
用
文
を
的
確
に
見
つ
け
出
し
て
く
る
だ
け
で
は
な
く
、
必

要
な
ら
そ
の
引
用
文
に
改
変
を
加
え
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
空
海
の
引
用
文
に
は
空
海
の
意
図
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い

る
と
想
定
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
五
秘
密
経
』

か
ら
の
引
用
文
に
は
、
便
利
だ
か
ら
拾
っ
た
と
い
う
理
由
以
上
の
も

の
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

こ
の
疑
問
に
答
え
る
為
に
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
と
し
て
は
、
⑴

法
身
毘
盧
遮
那
仏
と
の
関
連
に
お
け
る
金
剛
薩
埵
の
性
質
、
⑵
『
第

八
会
金
剛
頂
経
』
の
内
容
と
法
身
毘
盧
遮
那
仏
と
の
関
連
、
⑶
『
理

趣
経
』
お
よ
び
『
理
趣
釈
』
と
『
五
秘
密
経
』
と
の
関
連
、
⑷
金
剛

薩
埵
関
連
の
七
つ
の
儀
軌
類
と
「
五
秘
密
」
と
の
関
係
、
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。
今
後
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

以
上
。
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Ía∆kara

作  P
raßnopani≈adbhå≈ya

　
の
真
偽
問
題

研
究
生　

田
中　

純
也

散
文
を
主
と
す
るPraßnopani≈ad

（= PU

）
に
対
す
る

Praßnopani≈adbhå≈ya

（
＝PU

Bh

）
と
、
韻
文
のM

u∫∂akopani≈ad

（= M
uU

）
に
対
す
るM

u∫∂akopani≈adbhå≈ya

（
＝M

uU
B
h

）
は
、

共
にÍa∆kara

（
八
世
紀
頃
）
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。PU

Bh

の
導
入

部
分
が
、
他
のÍa∆kara
の
真
作
と
さ
れ
るU

pani≈ad

の
註
釈
書

と
は
異
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、Ía∆kara

の
真
作
と

考
え
ら
れ
て
い
るM

uU
B
h

と
の
比
較
を
中
心
に
、
そ
の
真
偽
問
題

を
再
検
討
し
た
。

は
じ
め
に
、Ía∆kara

の
用
い
る
語
句
を
分
析
し
た
先
行
研

究
に
基
づ
き
、
そ
の
特
徴
を
概
観
し
つ
つ
、M

uU
Bh

とPU
Bh

に
見
ら
れ
る
用
例
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、M

uU
Bh.1.2.1

で

param
ånando ’dvaya[˙]

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
、
そ

し
てÍa∆kara

が
註
釈
し
たB˚hadåra∫yakopani≈ad
がK

å∫va

派
伝
本
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、PU

Bh

にM
ådhyandina

派
伝

本
か
ら
の
引
用
が
多
く
見
ら
れ
る
点
以
外
に
は
、Ía∆kara

の
特
徴

と
矛
盾
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
語
句
の
使
用
例

か
ら
、
両
テ
ク
ス
ト
を
偽
作
と
み
な
す
積
極
的
な
根
拠
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
結
論
付
け
た
。

次
に
、
両
テ
ク
ス
ト
の
相
違
点
を
確
認
し
た
。M

uU

が
、「
最
高

の
知
識
で
あ
るbrahm

avidyå

は
、vrata

を
伴
う
止
住
生
活
を
行
っ

た
者
に
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
一
方
で
、M

uU
Bh

は
導

入
部
分
で
知
行
併
合
論
を
否
定
し
、
行
為
の
放
棄
を
推
奨
し
て
い
る
。

対
し
て
、PU

は
、「brahm

acarya

へ
の
止
住
を
行
っ
た
者
に
知
識

を
語
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
き
、PU

Bh

も
導
入
部
分
で
同
様
の
説

明
を
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
不
一
致
の
背
景
を
探
っ
た
。M

uU

で
は
、

brahm
avidyå

と
祭
式
の
知
識
、
二
種
類
の
知
識
が
知
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
説
か
れ
る
が
、
一
見
す
る
と
祭
式
を
否
定
す
る
記
述
と
し

て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、Ía∆kara

は
註
釈
書

で
容
易
に
知
行
併
合
論
を
否
定
す
る
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
。
一
方
、PU

.5.2

で
は
聖
音oµ

がBrahm
an

と
等
置

さ
れ
て
い
る
た
め
、Ía∆kara

は
行
為
で
あ
る
聖
音oµ

の
瞑
想
を
、

単
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
註
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
祭
式
行
為
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
なM

uU

と
、
聖
音oµ

に
つ
い
て
語
るPU

、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
註
釈
の

姿
勢
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
てÍa∆kara

はM
uU

をm
antra

、
そ
し
てPU

をbråhm
a∫a

と
し
て
み
な
し
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
加
え
て
、PU

Bh

がM
uU

に
対
す
るbråhm

a∫a

を
註

釈
す
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
な
が
ら
も
、M

uU

の
主
題
で
あ
る

brahm
avidyå

の
語
をPU

Bh.6.8

で
一
度
し
か
用
い
て
い
な
い
点
も
、

そ
の
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。



所内研究発表会発表要旨

— 223 —

近
代
日
本
宗
教
史
研
究
に
お
け
る
「
勤
王
僧
」

　
研
究
の
意
義

研
究
員　

髙
橋　

秀
慧

「
勤
王
僧
」
と
は
、
主
に
幕
末
維
新
期
に
お
い
て
、
国
事
に
奔
走
し

た
と
さ
れ
る
僧
侶
の
総
称
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、「
王
政
復
古
」

に
貢
献
し
た
特
異
な
僧
侶
と
し
て
、「
英
雄
」の
ご
と
く
評
価
さ
れ
た
が
、

と
り
わ
け
清
水
寺
成
就
院
の
月
照
と
真
宗
妙
円
寺
の
月
性
は
、「
勤
王

僧
」
の
代
表
格
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

月
照
は
、
幕
末
安
政
期
の
将
軍
継
嗣
問
題
や
条
約
勅
許
問
題
と
い
っ

た
政
争
に
関
与
し
た
。
そ
の
た
め
、
同
志
の
西
郷
隆
盛
と
と
も
に
幕
府

か
ら
追
わ
れ
る
身
と
な
り
、
最
後
は
鹿
児
島
の
錦
江
湾
に
西
郷
と
と
も

に
入
水
し
た
。

月
性
は
、
九
州
を
遊
学
し
て
漢
学
や
仏
教
を
修
め
、
郷
里
の
長
州
に

お
い
て
私
塾
を
開
く
と
と
も
に
、
吉
田
松
陰
を
は
じ
め
と
す
る
長
州
藩

の
志
士
と
交
流
を
持
っ
た
。
ま
た
庶
民
に
は
「
海
防
」、
す
な
わ
ち
当

時
の
列
島
民
全
体
の
脅
威
で
あ
っ
た
外
国
か
ら
の
防
衛
策
に
つ
い
て
説

教
し
て
ま
わ
っ
た
。
月
性
は
こ
う
し
た
活
動
か
ら
本
山
で
あ
る
西
本
願

寺
に
登
用
さ
れ
、そ
の
著
作
は
『
仏
法
護
国
論
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。

同
書
で
は
、
仏
教
が
護
国
に
有
用
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
「
勤
王
僧
」
は
、幕
末
の
英
雄
と
の
関
わ
り
な
ど
か
ら
、

仏
教
勢
力
が
近
代
日
本
の
「
始
原
」
た
る
明
治
維
新
に
貢
献
し
た
こ
と

を
示
す
「
史
実
」
の
一
つ
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
最
終
的
に
は
戦
争
協

力
の
文
脈
で
も
戦
時
下
の
仏
教
者
た
ち
に
「
引
用
」
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
た
め
戦
後
に
は
「
勤
王
僧
」
と
呼
ば
れ
た
僧
侶
が
研
究
対
象
と
さ

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
幕
末
思
想
史
研
究
な
ど
の
文
脈
で
、
わ
ず
か
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
戦
後
忌
避
さ
れ
て
き
た
近
代
に
お
け
る
「
勤

王
僧
」
像
の
形
成
過
程
や
そ
の
影
響
力
も
ま
た
、
解
明
す
べ
き
重
要

な
論
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
勤
王
僧
」

は
戦
前
に
お
け
る
国
家
や
社
会
の
あ
り
よ
う
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

た
「
明
治
維
新
」
に
対
す
る
地
域
社
会
や
仏
教
者
の
歴
史
認
識
を
背

景
に
創
造
さ
れ
て
き
た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

近
代
日
本
を
対
象
と
し
た
宗
教
史
研
究
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
国

家
神
道
」
を
巡
る
一
連
の
研
究
史
は
、
近
代
天
皇
制
や
国
民
教
化
・

国
民
道
徳
な
ど
戦
前
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
わ
り
の
中
で
神
道
の

あ
り
よ
う
を
論
じ
て
き
た
。
こ
の
と
き
仏
教
は
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
従
属
者
と
し
て
後
景
化
し
て
き
た
。
ま
た
、
近
代
仏
教
史
研
究

に
お
い
て
も
、
仏
教
の
「
近
代
化
」
は
国
家
や
教
団
と
距
離
を
お
い

た
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
保
守
的
と
み
な
さ
れ
た
仏
教
国
益
論

の
系
譜
や
、
制
度
史
・
社
会
史
的
な
視
点
よ
り
も
、
思
想
史
的
な
視

点
の
深
化
が
先
行
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
研
究
史
に
対
し
て
、「
勤
王
僧
」
像
の
形
成
過
程
を
中

心
と
す
る
宗
教
社
会
史
研
究
が
、
一
石
を
投
じ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
と
報
告
者
は
考
え
て
い
る
。


