
本
書
の
著
者
で
あ
る
高
野
山
大
学
教
授
・
氏
家
覚
勝
氏
は
、
一
九
八
五

年
（
昭
和
六
十
年
）
に
四
十
六
歳
と
い
う
若
さ
で
急
逝
さ
れ
た
。
氏
は
、

一
九
七
一
年
に
高
野
山
大
学
ネ
・
ハ
ー
ル
学
術
調
査
団
の
副
団
長
と
し
て
、

ヒ
マ
ラ
ヤ
周
辺
の
仏
教
文
化
の
実
地
調
査
に
、
一
九
七
九
年
に
は
同
大
学

の
第
三
回
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文
化
調
査
団
の
一
行
と
共
に
、
北
イ
ン
ド
・
ラ

ダ
ッ
ク
地
方
に
、
引
き
続
き
一
九
八
二
年
に
も
第
四
回
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
文

化
調
査
団
の
団
長
と
し
て
、
ス
ピ
テ
ィ
地
方
に
出
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
だ
け
に
急
逝
の
報
は
余
り
に
も
突
然
で
信
じ
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

氏
は
、
か
ね
て
よ
り
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
流
れ
を
洞
察
し
つ
つ
、
大

変
興
味
深
い
視
点
を
折
々
の
発
表
の
機
会
に
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
本
書

は
、
数
多
く
の
論
文
の
中
か
ら
、
ダ
ー
ラ
’
一
Ｉ
（
目
間
Ｐ
日
・
陀
羅
尼
）

思
想
を
解
明
し
発
表
さ
れ
て
い
た
代
表
的
な
論
文
九
締
が
選
ば
れ
収
載
さ

れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
九
年
春
に
も
著
者
は
『
陀
羅
尼
の
世
界
』
（
東
方
出
版
刊
）
を

発
表
さ
れ
た
。
こ
の
書
は
、
『
聖
愛
』
誌
上
で
「
陀
羅
尼
講
話
」
と
し
て

連
載
さ
れ
て
い
た
も
の
に
基
づ
き
、
加
筆
追
加
し
て
お
纒
め
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
仏
教
思
想
史
の
流
れ
の
中
で
ダ
ー
ラ
’
－
－
思
想
に
つ
い
て

冷
静
に
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
着
眼
を
試
み
つ
つ
、
判
り
や
す
い
表
現
に
よ
っ

氏
家
覚
勝
著

「
陀
羅
尼
思
想
の
研
究
」

片
野
道
雄

て
「
陀
羅
尼
と
は
何
か
」
と
い
う
点
を
、
一
般
読
者
人
の
た
め
に
や
さ
し

く
説
い
て
解
明
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
度
刊
行
さ
れ
た
本
書
は
、

そ
れ
ら
の
解
明
に
至
っ
た
、
あ
る
い
は
、
素
材
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
論
文

の
代
表
的
な
も
の
が
収
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
文
の
中
で
も
、
今

後
更
に
究
明
す
べ
き
諸
問
題
の
幾
多
を
提
起
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
本

書
収
載
の
諸
論
文
に
よ
っ
て
、
近
代
仏
教
学
的
な
「
陀
羅
尼
思
想
」
の
解

明
の
基
盤
が
す
で
に
築
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
か
ら
も
本
書
の
刊
行
は
意
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
構
成
は
、
論
文
の
発
表
年
時
順
に
収
載
さ
れ
て
い

る
の
で
な
く
て
、
〔
Ｉ
〕
念
佛
よ
り
陀
羅
尼
へ
、
〔
Ⅱ
〕
ダ
ー
ラ
’
一
ｌ
説
、

〔
Ⅲ
〕
陀
羅
尼
か
ら
真
言
陀
羅
尼
へ
、
の
三
章
の
も
と
に
取
り
纒
め
ら
れ

て
い
る
。
巻
末
に
は
、
著
者
の
「
略
歴
」
並
び
に
「
主
要
著
作
目
録
」
が

附
せ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
章
に
は
、

「
念
佛
よ
り
陀
羅
尼
へ
」

「
初
期
大
乗
経
典
の
親
近
善
知
識
」

「
聞
持
陀
羅
尼
に
つ
い
て
ｌ
陀
羅
尼
の
原
意
と
そ
の
展
聞
ｌ
」

の
論
文
三
編
が
、
第
二
章
に
は
、

「
多
聞
の
軍
習
と
し
て
の
ダ
ー
ラ
’
一
－
説
」

「
護
法
と
総
持
」

「
大
集
経
に
お
け
る
陀
羅
尼
の
研
究
」

「
法
師
を
守
護
す
る
も
の
」

の
四
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

介 庁
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「
今
日
で
は
ダ
ー
ラ
ニ
ー
は
真
言
と
同
一
視
さ
れ
、
ダ
ー
ラ
｝
－
－
と
い

え
ば
真
言
陀
羅
尼
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
」
（
本
書
七
一
頁
）

と
著
者
が
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
思
想
史
的
な
流
れ
の
中
で
、
ダ

ー
ラ
ニ
ー
の
思
想
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
鑑
み
て
、
取
り
組
ま
れ

て
い
た
。
こ
こ
に
収
載
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
は
、
ダ
ー
ラ
’
－
１
思
想
の
形

成
と
発
展
に
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
初
期
仏
教
（
原
始
仏
教
）

で
は
ダ
ー
ラ
’
一
Ｉ
説
は
存
在
せ
ず
、
ダ
ー
ラ
ニ
ー
机
は
大
乗
仏
教
独
自
の

教
義
、
思
想
で
あ
る
と
し
て
、
初
期
大
乗
経
典
に
脱
か
れ
る
ダ
ー
ラ
’
一
－

説
か
ら
中
期
以
後
の
大
乗
経
典
や
密
教
経
典
に
あ
ら
わ
れ
る
真
言
と
し
て

の
陀
羅
尼
呪
へ
と
い
う
発
展
が
解
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
一
章
の
第
一
編
に
組
ま
れ
て
い
る
論
文
で
は
、
そ
の
大
乗
独
自
の
教

義
と
し
て
形
成
さ
れ
る
に
至
る
ダ
ー
ラ
｝
－
－
の
思
想
史
的
背
景
に
つ
い
て
、

先
ず
考
察
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

初
期
仏
教
の
色
身
無
常
説
か
ら
大
乗
の
永
遠
の
佛
陀
観
へ
と
発
展
す
る

佛
身
観
が
主
に
注
目
さ
れ
、
併
せ
て
、
初
期
仏
教
の
「
観
念
の
念
佛
」
の

中
に
、
口
称
の
念
佛
を
汲
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
佛
身
観
に
注
目
さ
れ
る
の
は
念
佛
と
陀
羅
尼
が
菩
薩
行
の
根
底
を

な
す
も
の
と
し
て
、
大
乗
佛
教
の
興
起
と
伝
承
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

教
義
ま
た
は
思
想
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
念
佛
思

想
を
佛
身
観
と
の
関
連
の
中
で
、
『
’
一
カ
ー
ャ
』
並
び
に
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の

問
い
』
（
特
に
こ
の
資
料
の
扱
い
に
感
銘
を
も
つ
）
か
ら
『
デ
ィ
ヴ
ャ
・
ア

ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
へ
と
辿
り
、
更
に
は
、
『
般
若
経
』
『
般
舟
三
昧
経
』
『
華

厳
経
」
「
入
法
界
品
」
な
ど
初
期
大
乗
経
典
に
お
け
る
様
相
に
そ
の
究
明

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
イ
ン
ド
で
は
二
世
紀
の
大
乗
仏
教
の
興

起
直
後
か
ら
念
佛
と
陀
羅
尼
と
を
同
視
す
る
考
え
が
あ
っ
た
」
（
本
書
二

五
’
二
六
頁
）
と
し
、
「
教
説
を
完
全
に
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
陀
羅
尼
が
、

念
佛
三
味
の
自
明
の
内
容
と
し
て
包
摂
」
さ
れ
て
い
る
点
に
言
及
し
て
い

る
。
更
に
、
「
念
佛
も
陀
羅
尼
も
、
空
の
般
若
波
羅
蜜
の
理
解
と
伝
承
に

か
か
わ
っ
て
い
た
」
し
、
「
陀
羅
尼
は
と
く
に
大
乗
の
教
法
を
記
憶
し
て

忘
れ
し
め
な
い
念
力
（
記
憶
力
）
の
意
義
と
性
格
を
有
し
て
い
た
。
そ
の

記
憶
の
対
象
と
な
る
大
乗
の
教
法
と
は
説
者
な
る
佛
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
陀
羅
尼
は
か
な
ら
ず
念
佛
を
前
提
と
し
た
。
念
佛

も
そ
れ
は
単
に
色
身
の
相
好
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
終
る
も
の
で

は
な
く
、
〔
念
法
に
よ
る
〕
値
佛
と
同
時
に
聞
法
を
予
想
す
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
発
生
は
異
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
陀
羅
尼
と
念
佛
と
は
必

ず
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」
（
本
書
二
七
頁
）
と
進

め
て
い
る
。
「
私
見
に
よ
れ
ば
、
般
若
波
羅
蜜
の
聞
法
こ
そ
念
佛
と
陀
羅

尼
と
が
結
び
つ
い
た
決
定
的
要
素
で
あ
っ
た
」
（
本
書
二
九
頁
）
と
も
述

尋
へ
て
い
る
。
空
観
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
念
佛
・
念
法
は
般
若
波
羅
蜜
の
憶

持
で
川
発
し
た
陀
羅
尼
と
結
び
つ
く
こ
と
に
至
っ
た
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
大
乗
が
典
起
し
た
当
時
か
ら
善
知
識
に
よ
っ
て
正
法
が

謹
ま
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
正
智
に
導
か
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
経
典
の
記
述
に
注
目
し
て
、
善
知
識
は
し
ば
し
ば
法
師
と
同
一
視
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
法
師
で
あ
る
善
知
識
は
、
大
乗
の
宣
教
や
伝
承
に
大
き
な

役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
。
大
乗
仏
教
の
諸
佛
や
法
を
歴
史
的
な
現
在

に
位
置
づ
け
、
伝
承
さ
せ
て
い
く
役
割
を
も
っ
て
活
躍
す
る
そ
の
善
知
識

の
教
え
に
、
親
し
く
接
し
て
菩
薩
行
が
遂
げ
ら
れ
て
い
く
菩
薩
行
の
基
本

と
し
て
、
値
佛
聞
法
の
念
佛
や
、
聞
法
憶
持
の
陀
羅
尼
が
帰
せ
ら
れ
る
こ
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と
を
著
者
は
更
に
研
究
視
野
に
お
い
て
い
る
。

第
一
章
第
二
編
は
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
親
近
善
知
識
と
い

う
点
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
続
い
て
第
三
編
で
は
、
無
生
法
忍
に
注
意

し
つ
つ
、
ダ
ー
ラ
’
－
１
の
原
意
を
尋
ね
、
「
経
法
を
憶
持
し
て
忘
れ
な
い
」

と
い
う
聞
持
陀
羅
尼
（
含
目
Ｐ
ｐ
四
‐
目
目
色
員
）
の
究
明
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。
聞
持
陀
羅
尼
を
「
聞
持
す
る
こ
と
が
陀
羅
尼
で
あ
る
」
と
い
う
持

業
釈
に
理
解
し
、
更
に
、
聞
数
習
、
間
薫
習
の
思
想
へ
の
展
開
に
言
及
し

て
、
陀
羅
尼
思
想
の
大
乗
に
と
っ
て
の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。第

二
章
所
載
の
第
一
編
の
論
文
は
、
多
聞
窯
習
と
し
て
の
ダ
ー
ラ
’
一
－

説
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
著
者
の
最
も
注
意

を
注
い
だ
初
期
大
乗
佛
教
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
検
討
の
中

で
、
こ
の
時
代
の
ダ
ー
ラ
｝
一
－
説
は
、
真
言
呪
と
の
関
係
は
な
い
が
、
関

連
性
を
も
つ
に
至
っ
て
は
、
ダ
ー
ラ
ニ
ー
と
神
呪
と
の
関
わ
り
が
あ
く
ま

で
目
的
（
ダ
ー
ラ
’
－
－
）
と
手
段
（
神
呪
、
真
言
）
と
い
う
依
存
関
係
に
あ

る
と
す
る
観
点
が
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
期
以
後
の
大
乗
経
典
や

密
教
経
典
に
見
ら
れ
る
真
言
と
し
て
の
陀
羅
尼
呪
（
目
胃
四
日
‐
目
煙
具
圖
）

の
思
想
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

真
言
ダ
ー
ラ
ニ
ー
（
目
色
口
角
且
目
愚
員
）
、
ダ
ー
ラ
’
－
－
句
（
合
腎
色
昌
‐

園
目
昌
）
な
ど
の
合
成
語
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
ダ
Ｉ
ラ
｝
－
－
と
同
一
視

す
る
向
き
の
見
方
に
対
し
て
、
前
者
は
「
真
言
と
い
う
ダ
ー
ラ
’
－
－
」
と

い
う
よ
う
に
同
格
限
定
複
合
語
に
理
解
す
る
の
で
な
く
、
「
真
言
を
成
就

さ
せ
る
ダ
ー
ラ
ニ
ー
」
と
い
う
よ
う
に
格
限
定
複
合
語
と
で
も
理
解
す
べ

き
で
（
本
書
九
三
頁
）
、
ま
た
、
後
者
は
「
ダ
ー
ラ
’
－
－
と
い
う
（
真
言
）

句
」
で
は
な
く
、
「
ダ
ー
ラ
ニ
ー
を
得
る
た
め
の
句
」
と
解
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
本
書
九
六
頁
）
、
と
述
尋
へ
、
真
言
句
や
真
言
は
直
接
、
ダ
ー
ラ

ニ
ー
を
意
味
し
な
く
、
真
言
は
三
昧
を
内
容
と
す
る
ダ
ー
ラ
ニ
ー
の
契
機

ま
た
は
手
段
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
大
品
系
般
若
経
に
ダ
ー
ラ

’
－
１
の
種
々
の
功
徳
が
見
ら
れ
る
が
（
本
書
七
七
頁
）
、
『
智
度
論
』
に
照

応
さ
せ
て
の
解
明
や
、
そ
れ
と
も
関
連
す
る
四
十
二
字
門
の
ダ
ー
ラ
ニ
ー

説
の
論
究
も
注
意
を
引
く
。

ま
た
、
こ
の
章
の
第
二
編
で
は
、
大
乗
経
典
の
受
持
崇
拝
と
深
い
関
係

を
も
つ
「
正
法
の
護
持
」
（
す
な
わ
ち
護
法
の
且
目
閏
日
名
Ｐ
烏
圖
冒
）
、

或
い
は
、
総
持
ａ
同
国
員
）
を
検
討
し
て
い
る
。
誰
法
と
は
、
大
乗
教
徒

自
身
の
う
ち
に
正
法
を
受
け
と
め
、
わ
が
も
の
と
す
る
菩
薩
の
内
な
る
確

信
を
意
味
す
る
と
共
に
、
法
を
説
き
示
す
法
師
（
農
肖
冒
四
冒
営
騨
冒
説

法
者
）
を
尊
敬
し
供
養
し
、
擁
護
、
守
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
経

典
に
は
、
法
師
に
対
す
る
諸
天
の
守
護
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
と
共
に
、

守
護
の
た
め
の
真
言
す
な
わ
ち
守
護
呪
（
目
色
員
国
冨
８
日
）
が
説
か
れ
る

よ
う
に
な
る
点
に
つ
い
て
究
明
し
、
護
法
と
法
師
と
守
護
呪
と
ダ
ー
ラ
ニ

ー
と
の
関
係
、
或
い
は
結
び
つ
き
が
大
乗
諸
経
典
の
上
で
解
明
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。

第
三
編
は
大
集
経
に
お
け
る
陀
羅
尼
思
想
の
考
察
で
あ
っ
て
、
「
科
学

研
究
」
「
大
集
経
の
総
合
的
研
究
」
の
分
担
の
報
告
で
あ
る
。
そ
の
後
、

更
な
る
研
究
に
よ
っ
て
取
り
纒
め
ら
れ
た
よ
う
に
聞
き
及
ん
で
お
り
、
い

さ
さ
か
気
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
、
「
大
集
経
に
お
け
る
陀

羅
尼
説
」
と
題
し
て
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
一
号
特
別
号
（
仏

教
思
想
史
論
集
ｌ
、
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
八
八
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
『
大
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集
経
』
の
主
に
「
陀
羅
尼
自
在
王
菩
薩
品
」
「
宝
女
品
」
「
海
苔
菩
薩
品
」

な
ど
の
所
説
に
基
づ
き
究
明
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
綿
密
な
解
明
が
な

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ダ
ー
ラ
’
－
－
思
想
の
本
格
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
科
研
に
よ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の

第
三
章
に
は
、
初
期
大
乗
仏
教
の
ダ
ー
ラ
ニ
ー
思
想
が
ど
の
よ
う
に
発

展
し
て
、
真
言
陀
羅
尼
に
包
括
止
揚
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
と
い
う
視
点

に
基
づ
く
労
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
編
は
「
初
期
密
教
の
解
脱
観
」
で
あ
る
。
初
期
の
雑
密
経
典

に
お
い
て
、
作
佛
・
正
覚
（
解
脱
）
を
目
的
と
す
る
ダ
ー
ラ
’
－
－
と
、
現

世
利
益
を
目
的
と
す
る
神
呪
と
が
別
々
に
説
か
れ
て
い
た
点
と
、
こ
の
別

々
に
説
か
れ
て
い
た
ダ
ー
ラ
ニ
ー
と
神
呪
と
が
後
に
同
化
し
て
両
者
の
区

別
が
つ
か
な
く
な
る
と
共
に
、
同
化
し
た
が
ゆ
え
に
神
呪
に
も
作
佛
の
目

的
が
加
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
点
と
の
、
二
点
に
そ
っ
て
考
察
が
進
め
ら
れ

て
い
る
。
第
二
編
は
「
毘
盧
遮
那
佛
の
説
法
」
で
あ
る
。
本
学
仏
教
学
会

の
公
開
講
演
会
で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
の
要
旨
で
あ
る
。
更
な
る

研
究
課
題
の
芽
ば
え
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
巻
末
の
「
主
要
著
作
目
録
」

論
文
も
本
書
に
収
録
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

以
上
、
ま
ず
し
い
理
解
に
も
と
づ
き
、
本
書
の
内
容
を
い
さ
さ
か
紹
介

し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
の
論
文
に
も
著
者
の
温
厚
な
人
柄
、
着
実
な
研
究

が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
陀
羅
尼
理
解
に
貴
重
な
成
果
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と

共
に
、
仏
教
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
陀
羅
尼
思
想
の
解
明
を
通
し
て
の

仏
教
と
の
川
遇
を
ま
の
あ
た
り
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

な
お
、
収
載
さ
れ
て
い
る
論
文
の
問
に
は
、
重
複
し
た
資
料
の
扱
い
や
論

究
、
或
い
は
、
用
語
の
不
統
一
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
本
書
の
成
る
に

つ
い
て
の
事
情
も
あ
っ
て
、
決
し
て
本
書
の
刊
行
の
意
味
を
損
う
も
の
で

は
な
い
。
貴
重
な
論
文
の
数
均
を
こ
の
よ
う
に
纒
め
て
い
た
だ
き
、
関
係

の
方
々
に
御
礼
申
し
述
、
へ
た
い
・

（
昭
和
六
二
年
二
月
、
東
方
出
版
㈱
、
Ａ
５
版
、
一
九
五
頁
＆
九
頁
、

二
八
○
○
円
）

に
よ
る
と
、
最
後
の
労
作
の
よ
う
で
あ
る
。
転
法
輪
印
の
毘
盧
遮
那
に
対

し
て
、
密
教
の
、
い
わ
ゆ
る
智
拳
印
の
毘
臘
遮
那
の
世
界
に
注
目
し
つ
つ

密
教
の
法
身
説
法
に
つ
い
て
、
主
に
空
海
の
税
に
基
づ
い
て
解
明
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
。
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