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聖
二
師
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巻
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め
ぐ
っ
て

山
王
神
道
に
お
け
る
偽
書
の
位
相

―

門

屋

温

１

中
世
の
神
道
説
に
お
い
て
は
、
空
海
仮
託
の
も
の
を
始
め
と
す
る
膨
大
な
数
の
「
偽
書
」
が
作
成
さ
れ
、
流
布
し
て
い
た
こ
と
は

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
教
説
の
核
と
な
り
、
ま
た
あ
る
も
の
は
教
説
の
新
た
な
展
開
を
促
し
、
そ
の
存
在
は
無
視
で

き
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
「
偽
書
」
こ
そ
が
、
中
世
神
道
説
を
生
み
出
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
象
徴
し
て

い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
「
偽
書
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
研
究
の
上
で
は
長
い
間
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
も

事
実
で
あ
り
、
「
偽
書
」
の
研
究
は
未
開
拓
の
分
野
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
中
世
神
道
説
に
見
る
「
偽
書
」
の
構
造

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
研
究
は
、
今
は
ま
だ
基
礎
作
業
の
段
階
で
あ
り
、
今
回
の
発
表
も
そ
う
し
た
位
置
づ
け
で
考
え
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
う
。

中
世
の
天
台
系
の
神
道
、
い
わ
ゆ
る
山
王
神
道
に
お
い
て
は
、
『
山
家
要
略
記
』
が
最
大
の
理
論
書
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な

い
。
山
王
七
社
と
い
う
山
王
信
仰
を
具
現
化
す
る
体
制
が
確
立
し
た
あ
と
、
そ
の
教
理
的
な
解
釈
が
進
ん
で
き
た
、
そ
の
ひ
と
つ
の

到
達
点
が
こ
の
『
山
家
要
略
記
』
と
言
っ
て
良
い
。
一
方
中
世
末
か
ら
山
王
神
道
に
も
吉
田
神
道
の
影
響
が
及
ん
で
き
て
変
質
が
始

ま
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
近
世
に
は
い
る
と
天
海
の
山
王
一
実
神
道
へ
と
大
き
く
転
回
し
て
ゆ
く
が
、
そ
の
時
も
理
論
的
な
基
盤
と
な

っ
て
い
る
教
説
は
、
大
体
が
こ
の
『
山
家
要
略
記
』
か
ら
の
孫
引
き
が
中
心
で
あ
り
、
『
山
家
要
略
記
』
が
山
王
神
道
の
言
説
形
成
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に
果
た
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
『
山
家
要
略
記
』
に
関
す
る
研
究
と
い
う

も
の
は
、
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
い
く
つ
か
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
肝
心
の
そ
の
内
容
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

い
と
言
っ
て
良
い

。
そ
の
理
由
は
、
異
本
が
多
く
、
し
か
も
そ
の
相
互
の
関
係
が
非
常
に
複
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
前
は

(1
)

早
く
か
ら
知
ら
れ
な
が
ら
も
長
ら
く
活
字
化
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
２
年
程
前
に
神
道
大
系
の
「
天
台
神
道

（
下
）
」
に
神
宮
文
庫
本
と
仙
岳
院
本
他
が
翻
刻
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
共
通
の
テ
キ
ス
ト
を
得
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
続
天
台
宗
全

書
に
も
叡
山
文
庫
天
海
蔵
本
が
収
録
さ
れ
て
来
年
度
中
に
も
刊
行
の
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
で
主
要
な
伝
本
が
揃
う
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
で
こ
の
機
会
に
、
今
後
の
山
王
神
道
研
究
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
さ
ぐ
る
意
味
で
、
『
山
家
要
略
記
』
に
引
か
れ
る
山
王
神
道
の

「
偽
書
」
に
つ
い
て
、
す
こ
し
述
べ
て
み
た
い
。

『
山
家
要
略
記
』
の
成
立
は
、
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
成
乗
坊
義
源
の
手
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
、
大
方
の
見
方
は
一
致
し
て
い
る

。
そ
の
内
容
は
、
独
自
の
著
作
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
山
王
神
道
教
説
集

(2
)

成
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
主
に
山
王
七
社
を
中
心
と
す
る
本
迹
関
係
に
つ
い
て
、
細
か
な
事
項
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
箇
条
書
き
に

し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
と
な
る
諸
書
を
引
用
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
る
典
籍
は
、
仏
教
経
典
は
も
と

よ
り
、
日
本
書
紀
や
旧
事
本
紀
と
い
っ
た
史
書
か
ら
、
五
行
大
義
や
太
極
図
説
の
よ
う
な
漢
籍
ま
で
、
実
に
広
範
に
渉
っ
て
い
る
が
、

な
ん
と
言
っ
て
も
そ
の
中
心
は
素
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
い
わ
ゆ
る
「
偽
書
」
の
類
で
、
そ
の
引
用
回
数
は
全
体
の
半
数
を
超
え
る
。

こ
れ
ら
の
偽
書
の
中
に
は
、
大
江
匡
房
撰
と
さ
れ
る
『
扶
桑
明
月
集
』
や
、
都
良
香
撰
と
さ
れ
る
『
扶
桑
古
語
霊
異
集
』
な
ど
も
含

ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
着
目
す
る
の
は
叡
山
の
祖
師
た
ち
に
仮
託
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
と
称
す
る
書
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
最
澄
『
三
宝
住
持
集
』
、
円
仁
『
三
宝
輔
行
記
』
、
円
珍
『
顕
密
内
證
義
』
、
安
然
『
四
明
安
全
義
』
、
良

源
『
御
遺
告
』
の
五
部
こ
と
を
呼
ぶ
。

華
蔵
院
本
『
山
家
要
略
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

。

(3
)

一

四
分
記
録
事
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已
上

一
顕

二
密

三
戒

四
記

一

付
記
録
六
章
事

浄
刹
結
界

安
置
仏
像

厳
神
霊
応

已
上

鎮
護
国
家

法
住
方
軌

禅
侶
修
行

口
云
、
他
流
記
引
用
之
云
々

散
在
流
章
記

自
他
共
知
也

名
字
体
知
不
知
也

雑
記

総
目
録

別
目
録

名
義
共
不
知
也

已
上
成
乗
房
面
授
詞
記
之

秘
目
録

面
授
決

一

三
聖
二
師
二
十
巻
記
録
事

山
家
御
釈

三
宝
住
持
集
上
下
二
巻前

唐
院
御
釈

三
宝
輔
行
記
五
巻

顕
密
内
證
義
上
下
二
巻

已
上
三
聖

山
王
院
御
釈

五
大
院
御
釈

四
明
安
全
義
十
巻

御
遺
告
一
巻

已
上
二
師

御
廟
御
釈

こ
れ
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
ま
ず
叡
山
に
は
顕
教
・
密
教
・
戒
律
・
記
録
の
四
部
が
あ
り
、
「
記
録
」
と
い
う
も
の
が
、
顕
密
の

教
学
や
戒
律
と
同
様
の
宗
教
実
践
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
記
録
に
は
六
章
あ
る
い
は
六
科
と
呼
ば
れ
る
分
類
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
浄
刹
結
界
章
は
七
重
の
結
界
に
関
す
る
こ
と
、
安
置
仏
像
章
は
九
院
十
六
院
の
本
尊
、
厳
神
霊
応
章
は
吾
山
の
開
闢
や
諸

天
・
聖
衆
の
瑞
応
、
鎮
護
国
家
章
は
天
子
本
命
の
道
場
や
鎮
護
国
家
の
秘
密
念
誦
、
法
住
方
軌
章
は
三
学
の
霊
場
と
顕
密
軌
則
、

禅
侶
修
行
章
は
六
条
八
条
四
条
の
学
生
式
に
関
す
る
こ
と
を
記
録
す
る
。
そ
し
て
、
記
録
の
中
で
も
最
重
要
の
書
が
、
天
台
宗
の
祖

師
た
ち
で
あ
る
最
澄
・
円
仁
・
円
珍
の
三
聖
、
安
然
・
良
源
の
二
師
が
記
し
た
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
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と
こ
ろ
で
、
実
は
こ
の
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
は
一
冊
と
し
て
現
存
し
て
い
な
い
。
残
欠
は
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
見
た
と
い
う
記

録
す
ら
残
っ
て
い
な
い
。
今
我
々
は
『
山
家
要
略
記
』
や
『
渓
嵐
拾
要
集
』
と
い
っ
た
山
王
神
道
の
言
説
を
類
従
し
た
書
籍
中
の
引

用
を
通
し
て
の
み
、
そ
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
九
巻
本
『
山
家
要
略
記
』
に
は
、
書
名
の
明
確
な
引
用
が
全

部
で
四
百
余
項
目
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
こ
の
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
だ
け
で
約
五
分
の
一
を
し
め
る
。
割
合
と
し
て
は
か
な
り
の
も

の
だ
が
、
試
み
に
そ
の
す
べ
て
を
抜
き
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
量
と
し
て
は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
二
十
巻
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
全
巻
そ
ろ
っ
て
い
れ
ば
か
な
り
の
分
量
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
は
二
巻
分
に
も
満
た
な
い
で
あ
ろ
う

。
し

(4
)

か
し
、
こ
れ
以
降
の
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
に
関
す
る
言
説
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
山
家
要
略
記
』
の
孫
引
き
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
は
、
こ
れ
が
現
在
我
々
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
の
内
容
の
ほ
と
ん
ど
に
あ
た
る
と
言
っ
て
よ
い
。

始
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
山
家
要
略
記
』
の
叙
述
形
式
は
項
目
ご
と
の
箇
条
書
き
で
、
た
と
え
ば
「
山
王
者
震
旦
天
台
山
鎮

守
明
神
事
」
と
い
う
項
目
で
は
、
『
三
宝
輔
行
記
』
を
引
い
て
「
先
師
求
法
帰
朝
の
海
中
に
在
り
て
云
々
」
と
、
天
台
山
の
鎮
守
が

円
宗
擁
護
の
た
め
に
わ
が
国
に
東
漸
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
よ
う
に
、
各
項
目
典
拠
と
な
る
書
目
を
挙
げ
、
そ
の
原
文
を
引
い
て

説
明
す
る
。
『
渓
嵐
拾
要
集
』
の
該
当
部
分
も
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
山
王
神
道
の
記
録
を
め
ぐ
る
三
つ
の
異
な

る
位
相
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「
記
家
六
章
」
と
い
う
分
類
と
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
な
る
典
籍
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
言
説
を
収
録
す
る
『
山
家
要
略
記
』
や
『
渓
嵐
拾
要
集
』
の
三
つ
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く
書
き
直
せ
ば
、

Ⅰ

「
記
録
六
章
」
…
言
説
の
分
類
・
ス
ト
ッ
ク

Ⅱ

「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
…
直
接
言
説
の
典
拠
と
な
る
書
籍

Ⅲ

『
山
家
要
略
記
』
『
渓
嵐
拾
要
集
』
等
…
言
説
の
集
成

と
い
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
言
説
の
重
層
化
・
構
造
化
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２
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山
王
神
道
の
神
道
説
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
『
山
家
要
略
記
』
や
『
渓
嵐
拾
要
集
』
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
Ⅰ
お
よ
び
Ⅱ
か
ら
の
引

用
が
骨
格
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
Ⅱ
に
当
た
る
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
は
実
在
し
な
い
架

空
の
書
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
推
論
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
作
業
仮
説
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
ポ
イ
ン
ト
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

①
『
山
家
要
略
記
』
の
出
典
に
は
、
「
三
宝
輔
行
記
云
」
「
顕
密
内
證
義
云
」
と
い
う
の
と
同
様
に
、
「
厳
神
霊
応
章
云
」
「
浄

刹
結
界
章
云
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
記
録
六
章
」
と
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
が
混
在
し
て
い
る
。

ま
た
『
渓
嵐
拾
要
集
』
巻
八
は
内
題
に
「
厳
神
霊
応
章
巻
三
」
と
あ
っ
て
、
十
巻
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
『
厳
神
霊
応
章
』
の
一

部
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
に
は
「
三
宝
輔
行
記
云
」
「
顕
密
内
證
義
云
」
と
い
う
の
と
並
ん
で
「
厳

神
霊
応
章
云
」
と
い
う
引
用
も
見
え
、
「
厳
神
霊
応
章
」
が
「
厳
神
霊
応
章
」
を
引
く
と
い
う
不
自
然
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「
厳
神
霊
応
章
」
と
さ
れ
る
の
と
同
内
容
の
文
章
が
、
他
の
本
で
は
『
顕
密
内
證
義
』
や
『
御
遺
告
』
の
文
章
と
し
て

引
用
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
レ
ベ
ル
Ⅰ
と
Ⅱ
の
境
界
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
し
か
し
一
方
、
『
山
家
要
略
記
』
所
引
の
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
を
見
る
限
り
、
こ
の
「
三
宝
住
持
集
」
以
下
の
五
部
の
書
物

相
互
の
間
に
は
、
錯
綜
は
全
く
な
い
。
『
山
家
要
略
記
』
を
読
む
と
、
異
な
る
巻
に
同
じ
話
が
重
複
し
て
出
て
く
る
の
で
、
杜
撰
な

編
集
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
実
は
内
部
で
は
見
事
に
統
制
が
と
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
三
宝
住
持
集
』
は
当

山
の
由
緒
に
関
わ
る
言
説
、
『
三
宝
輔
行
記
』
は
大
宮
の
本
迹
を
、
『
顕
密
内
證
義
』
は
山
王
三
聖
、
『
四
明
安
全
義
』
は
山
王

鎮
護
国
家
の
こ
と
、
『
御
遺
告
』
は
十
禅
師
に
関
す
る
言
説
を
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
実
は
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
だ

け
に
限
ら
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
『
神
祇
宣
令
』
は
山
王
三
聖
以
外
の
八
王
子
や
三
宮
を
扱
う
と
き
に
引
か
れ
、
『
扶
桑
明
月
集
』

は
三
輪
や
八
幡
、
熊
野
に
関
し
て
述
べ
る
時
に
引
か
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
か
な
り
周
到
な
計
算
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。

- 6 -

③
さ
ら
に
、
『
山
家
要
略
記
』
の
各
項
目
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
口
伝
」
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
古
い
形
式
を
残
す
伝
本

で
は
「
裏
書
き
」
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
口
伝
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
説
の
真
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
「
偽
書
」

と
そ
う
で
な
い
経
典
や
典
籍
と
が
そ
の
裏
の
意
味
を
介
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
で
も
っ
て
初
め
て
、
こ
れ
ら
の

言
説
は
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
『
山
家
要
略
記
』
は
引
用
さ
れ
る
典
籍
と
口
伝
と
を
併
せ
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
口
伝
に
つ
い
て
系
統
だ
っ
た
研
究
は
ま
だ
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。

も
し
、
さ
き
に
立
て
た
仮
説
の
よ
う
に
、
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
が
実
在
し
な
い
「
偽
書
」
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
山
王
神

道
の
言
説
の
中
核
は
、
こ
れ
ら
架
空
の
書
籍
群
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
見
断
片
的
で
ま
と
ま
り
の
な
い
よ

う
に
見
え
る
言
説
の
束
を
、
口
伝
と
い
う
糸
に
よ
っ
て
う
ま
く
綴
り
併
せ
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
大
き
な
「
綴
れ
織
り
」
の
よ
う
に
、

ひ
と
つ
の
体
系
が
存
在
す
る
か
の
ご
と
く
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
非
常
に
よ
く
で
き
た
「
装
置
」
の
背
後
に
は
、
や
は
り
「
記
家
」
と
い
う
集
団
の
存
在
が
大
き
く
与
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
叡
山
の
「
記
家
」
に
つ
い
て
は
比
較
的
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
の
硲
慈
弘
氏
か
ら
最
近
で
は
黒
田
俊
雄
氏
ま
で
研

究
も
あ
る

。
し
か
し
、
記
家
の
実
態
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
最
初
に
も
紹
介
し
た
叡
山
の
顕
・
密
・
戒
・

(5
)

記
の
四
部
の
う
ち
の
記
家
、
つ
ま
り
記
録
管
理
の
専
門
集
団
で
あ
り
、
叡
山
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
彼
ら
が
「
一
流
相
伝
之
外
、
不
及
散
在
之
流
布
」
と
い
え
ば
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
彼
ら
の
口
を
通
し
て
し
か
窺
い
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
言
説
に
対
し
て
か
な
り
厳
格
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戒
家
ほ
か
他
の
集
団

へ
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
か
ら
叡
山
の
神
に
関
す
る
言
説
を
、
義
源
の
手
に
よ
っ
て
口
伝
を
も
含
め

て
整
理
、
編
集
し
、
一
個
の
書
物
に
ま
と
め
た
の
が
、
こ
の
『
山
家
要
略
記
』
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
山
家
要
略
記
』
の
構
造
は
、

そ
の
ま
ま
記
家
の
シ
ス
テ
ム
の
構
造
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３
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閑
話
休
題
、
こ
こ
で
眼
を
中
世
神
道
説
の
も
う
一
方
の
雄
で
あ
る
両
部
神
道
に
向
け
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
両
部
神
道
で

は
『
天
地
麗
気
記
』
に
代
表
さ
れ
る
空
海
に
仮
託
さ
れ
た
神
道
書
を
中
心
と
す
る
数
多
く
の
「
偽
書
」
が
実
際
に
作
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
偽
書
」
を
引
用
す
る
形
で
言
説
が
継
承
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
言
説
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
展
開
の

背
景
に
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
解
釈
の
自
由
、
注
釈
の
自
由
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
き
に
そ
れ
は

と
ん
で
も
な
い
逸
脱
を
さ
え
生
み
出
す
こ
と
が
あ
る
が
、
同
時
に
言
説
生
成
の
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で

は
、
こ
う
し
た
両
部
神
道
説
生
成
の
主
要
な
「
場
」
は
伊
勢
に
あ
っ
て
、
伊
勢
の
神
宮
周
辺
を
舞
台
に
、
園
城
寺
や
醍
醐
寺
や
西
大

寺
に
属
す
る
僧
侶
た
ち
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
登
場
し
、
そ
こ
に
内
宮
や
外
宮
の
祠
官
が
加
わ
っ
て
、
あ
や
し
げ
な
「
言
説
の

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
」
を
繰
り
広
げ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た

。
常
に
固
定
し
た
相
手
で
は
な
く
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変

(6
)

わ
る
相
手
と
の
や
り
と
り
の
結
果
、
ボ
ー
ル
が
思
わ
ぬ
方
向
へ
変
化
を
し
た
り
、
後
ろ
へ
そ
ら
し
た
り
と
い
っ
た
、
言
説
生
成
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
生
じ
た
と
も
言
え
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
ア
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
解
放
性
の
あ
る
両
部
神
道
の
言
説
形
成
に
対
し
、
記
家
と
い
う
管
理
者
に
よ
る
言
説
の
厳

格
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
山
王
神
道
は
、
一
見
ま
る
で
正
反
対
を
指
向
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
そ
う
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
両
部
神
道
の
言
説
形
成
を
支
え
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
「
嫡
嫡
相
承
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
密
室
の
中
で
の

一
対
一
の
伝
授
を
核
と
し
た
知
の
継
承
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
伝
え
ら
れ
る
知
は
、
漢
籍
の
よ
う
に
万
人
に
開
か
れ
た
「
読
む
」
テ

キ
ス
ト
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
「
閉
じ
ら
れ
た
」
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
師
か
ら
所
作
（
印
）
や
声
（
真
言
）
や
象
徴
的
な
絵

図
な
ど
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
「
読
む
」
の
で
は
な
く
、
全
身
で
「
理
解
す
る
」
テ
キ
ス
ト

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
以
前
山
本
ひ
ろ
子
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
記
録
を
旨
と
す
る
記
家
の
真
骨
頂
も
や
は
り
口
伝
に
あ

る

。
目
に
見
え
る
表
の
意
味
に
対
し
て
、
目
に
見
え
な
い
裏
の
意
味
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
真
の
意
味
に
た
ど
り

(7
)

つ
け
る
と
い
う
、
い
わ
ば
知
の
密
教
化
と
で
も
言
う
べ
き
思
惟
が
、
記
家
の
存
在
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
考
察
し
た
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
の
説
得
力
も
、
単
に
「
そ
れ
を
祖
師
た
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ち
が
書
い
た
」
と
い
う
虚
構
の
事
実
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
祖
師
が
書
い
た
と
さ
れ
る
言
説
に
口
伝
が

付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
今
明
か
さ
れ
る
真
実
」
が
立
ち
上
が
る
。
そ
こ
に
こ
そ
強
い
説
得
力
の
源
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
一
種
の
解
釈
に
他
な
ら
な
い
の
だ
が
、
口
伝
と
い
う
注
釈
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
富
さ
が
、
中
世
の
神
道
説
の
豊
か
さ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
三
聖
二
師
二
十

巻
」
自
体
、
現
実
に
二
十
巻
の
本
と
し
て
こ
の
世
に
存
在
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
三
聖
二
師
二
十

巻
」
と
い
う
聖
典
は
、
記
家
が
守
る
「
お
山
の
幻
想
図
書
館
」
の
棚
の
奥
深
く
に
永
遠
に
秘
蔵
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

４

こ
こ
で
話
を
山
王
神
道
全
体
の
流
れ
に
戻
す
と
、
自
ら
『
山
家
要
略
記
』
を
ま
と
め
て
口
伝
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
は

光
宗
に
伝
授
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
渓
嵐
拾
要
集
』
を
生
み
出
し
た
義
源
の
し
た
こ
と
と
い
う
の
は
、
山
王
神
道
の
質
を
大
き
く
転

換
す
る
重
大
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
義
源
が
突
出
し
た
異
端
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
の
要
請
が

義
源
を
し
て
そ
う
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
慈
遍
の
活
動
な
ど
と
も
併
せ
て
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
当
然
慈
遍
を
介
し
て
、
両
部
や
伊
勢
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
、
中
世
神
道
説
全
体
を
覆
う
問
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
義
源
が

な
し
た
こ
と
の
評
価
と
い
う
の
も
、
も
う
一
度
き
ち
ん
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く
視
点
を
提
示
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
非
常
に
大
雑
把
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
具
体
的

な
言
説
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
正
直
い
ざ
や
り
始
め
て
み
て
、
「
口
伝
」
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
し
な
け
れ

ば
、
他
の
偽
書
と
の
関
係
も
整
理
し
な
け
れ
ば
と
、
思
っ
た
よ
り
ず
っ
と
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
と
わ
か
っ
た
。
す
べ
て
は
今
後
の
課

題
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
本
日
の
発
表
の
締
め
く
く
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。



菅
原
信
海
『
山
王
神
道
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
二
）
、
大
島
亮
幸
「
円
融
蔵
本
山
家
要
略
記
の
成
立
に
関
す
る
一
考

(1
)察

」
、
野
本
覚
成
「
山
家
要
略
記
の
全
体
像
」
（
と
も
に
『
天
台
学
報
』
二
五
、
一
九
八
三
）
、
佐
藤
真
人
「
神
道
大
系
『
天
台

神
道
（
下
）
』
収
録
文
献
解
題
」
（
一
九
九
三
）
。

前
掲
菅
原
著
作
・
佐
藤
解
題
の
他
、
野
本
覚
成
「
『
山
家
要
略
記
』
属
諸
本
と
成
乗
房
義
源
の
位
置
」
（
『
天
台
学
報
』
二

(2
)六

、
一
九
八
四
）
、
「
成
乗
房
義
源
の
行
跡
」
（
『
天
台
学
報
』
二
七
、
一
九
八
五
）
。

神
道
大
系
『
天
台
神
道
（
下
）
』
（
一
九
九
三
）
。

(3
)

発
表
当
日
は
、
『
山
家
要
略
記
』
所
引
「
三
聖
二
師
二
十
巻
」
本
文
一
覧
を
参
考
資
料
と
し
て
お
配
り
し
て
、
話
を
進
め
た
。

(4
)本

稿
は
そ
れ
を
掲
載
す
る
だ
け
の
紙
数
が
な
い
の
で
、
以
下
の
論
旨
に
多
少
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご

容
赦
願
い
た
い
。

硲
慈
弘
『
日
本
仏
教
の
開
展
と
そ
の
基
調
（
下
巻
）
』
（
三
省
堂
、
一
九
五
三
）
、
黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
社
会
と
宗
教
』

(5
)（

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）
、
窪
田
哲
正
「
戒
家
と
記
家
の
交
渉
」
（
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
七
〇
、
一
九
八
二
）
。

拙
稿
「
両
部
神
道
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
６
０
・
１
２
、
一
九
九
五
）
参
照
。

(6
)

山
本
ひ
ろ
子
「
説
話
の
ト
ポ
ス
」
（
説
話
の
講
座
Ⅰ
『
説
話
と
は
何
か
』
勉
誠
社
、
一
九
九
一
）

(7
)
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﹇
附
記
﹈
本
稿
は
、
大
会
当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
表
原
稿
に
、
若
干
の
加
筆
補
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
ご
質

問
下
さ
っ
た
諸
先
生
方
へ
の
回
答
を
本
稿
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
筆
者
の
怠
慢
の
せ
い
で
あ
る
。
今

後
の
研
究
で
お
答
え
す
る
こ
と
で
、
ど
う
か
ご
容
赦
願
い
た
い
。


