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日
本
海
を
隔
て
て
大
陸
の
縁
辺
に
位
置
す
る
わ
が
国
に
は
古
来
異
国
の
人
と
文
化
が
頻
繁
に

渡
来
し
、
そ
の
記
憶
と
と
も
に
多
種
多
様
な
文
化
財
が
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
正
倉
院

は
ま
さ
に
そ
の
象
徴
的
存
在
で
す
。

し
か
し
刊
本
大
蔵
経
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
の
写
経
が
中
国
で
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
っ

た
現
在
、
正
倉
院
の
聖
語
蔵
や
奈
良
平
安
時
代
の
古
写
経
が
敦
煌
写
経
と
と
も
に
、
刊
本
大
蔵
経

以
前
の
写
経
あ
る
い
は
そ
の
伝
写
本
と
し
て
、
一
切
経
の
古
型
あ
る
い
は
原
型
を
回
復
す
る
た
め

に
貴
重
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
発
見
に
、
胸
の
高
鳴
り
を
覚
え
な
い
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
馳
せ
る
夢
と
は
違
っ
て
、
奈
良
平
安
古
写
経
に
対
し
て
は
、
そ
の
課
題

の
大
き
さ
を
思
え
ば
、
単
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
を
抱
く
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
ま
せ
ん
。

一
切
経
の
写
経
の
た
め
に
は
多
大
な
労
力
と
資
金
が
不
可
欠
で
す
が
、
紙
に
書
か
れ
た
写
経

が
ど
れ
ほ
ど
亡
び
や
す
く
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
写
経
が
度
重
な
る
戦
乱
・
焼
き
討
ち
・
失
火
に
よ

っ
て
消
滅
し
た
か
を
思
え
ば
、
大
量
の
写
経
が
現
代
に
ま
で
保
存
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
真

に
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
千
年
前
後
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ら
古
写
経
の
保

存
と
護
持
の
た
め
に
関
係
者
が
払
わ
れ
た
御
労
苦
は
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

日
本
文
化
は
海
外
の
文
化
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
豊
か
に
展
開
し
ま
し
た
。
そ
し
て
古

写
経
に
学
問
の
新
た
な
光
を
注
い
で
、
古
写
経
が
本
来
も
っ
て
い
た
意
義
を
再
発
見
す
る
こ
と

は
、
一
切
経
の
原
型
の
復
元
と
い
う
国
際
的
に
極
め
て
価
値
の
高
い
事
業
に
対
す
る
貢
献
で
あ
る

と
と
も
に
、
こ
の
事
業
を
通
じ
て
日
本
仏
教
の
み
な
ら
ず
日
本
文
化
の
再
評
価
と
再
確
認
に
道
を

開
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
成
十
七
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
さ
い
わ
い
に
し
て
国
内

外
の
研
究
者
の
協
力
の
も
と
に
推
進
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
成
果
は
公
開
研
究
会
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
お
い
て
発
表
さ
れ
、
諸
種
の
出
版
物
を
通
じ
て
公
表
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー

は
そ
の
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
広
い
範
囲
の
研
究
者
の
研
究
交
流
の
場
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
発
刊
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

（
研
究
代
表
者
）

約
二
千
五
百
年
前
、
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
川
中
流
域
で
誕
生
し
た
仏
教
は
、
そ
の
後
、
イ
ン
ド
各
地
の
み

な
ら
ず
、
周
辺
の
諸
国
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
中
国
に
伝
来
し
、
や
が
て
韓
国
（
朝
鮮
）
・

日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
ほ
ぼ
全
域
に
広
ま
っ
た
仏
教
を
、
総
称
し
て
「
東
ア
ジ
ア
仏
教
」
と
呼
ぶ
。
こ
の

「
東
ア
ジ
ア
仏
教
」
の
も
っ
と
も
基
本
的
で
重
要
な
特
徴
は
、
漢
訳
仏
典
（
漢
語
＝
古
典
中
国
語
に
翻
訳
さ

れ
た
仏
典
）
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
経
・
律
・
論
の
三
蔵
に
区
分
さ
れ
る
仏
典
の
数
は
、
き
わ
め
て
多
い
。
開
祖
釈
尊
の

教
説
と
さ
れ
る
「
経
」
だ
け
で
も
、
大
乗
経
典
ま
で
含
め
る
と
長
短
合
わ
せ
て
数
千
に
上
る
が
、
そ
れ
ら
の

仏
典
の
う
ち
、
か
な
り
の
も
の
が
諸
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
残
っ
て
い
る
。「
漢
訳
仏
典
」
は
、
二
世
紀
以
来
、

訳
経
僧
を
中
心
に
遂
行
さ
れ
て
き
た
仏
典
中
国
語
訳
の
集
積
で
あ
り
、
パ
ー
リ
語
仏
典
群
、
チ
ベ
ッ
ト
語
仏

典
群
と
並
ぶ
仏
典
の
一
大
宝
庫
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
仏
教
が
人
々
の
心
の
支
え
と
な

っ
て
流
布
す
る
の
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ら
漢
訳
仏
典
の
書
写
と
整
理
が
繰
り
返
さ
れ
、
印
刷
技
術
が
発
展
し
て

く
る
と
、
そ
の
大
掛
か
り
な
編
纂
・
刊
行
も
何
度
か
行
わ
れ
た
。
前
世
紀
の
前
半
、
日
本
で
公
刊
さ
れ
た

「
大
正
大
蔵
経
」
全
百
巻
は
、
そ
の
一
つ
の
集
大
成
で
あ
り
、
刊
行
以
来
、
内
外
を
問
わ
ず
、
研
究
上
も
っ

と
も
権
威
あ
る
漢
訳
仏
典
叢
書
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
前
世
紀
初
頭
に
敦
煌
で
大
量
の
古
写
経
（
そ
の
大
半
は
漢
訳
仏
典
）
が
発
見
さ
れ
、
各
国
に
も

た
ら
さ
れ
て
、
一
部
の
研
究
者
た
ち
に
知
ら
れ
始
め
た
。
そ
し
て
、
や
が
て
国
際
的
な
協
力
の
下
で
そ
れ
ら

の
全
貌
が
写
真
版
等
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
研
究
も
次
第
に
進
ん
で
き
た
。
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
中

に
、
一
方
で
は
、「
大
正
大
蔵
経
」
な
ど
の
大
蔵
経
類
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
貴
重
な
仏
典
が
存
在
す
る

こ
と
、
他
方
で
は
、
大
蔵
経
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
漢
訳
仏
典
の
底
本
な
ど
よ
り
も
古
く
成
立
し
た
も
の
や

信
頼
性
の
高
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
大
蔵
経
類
そ
の
他
の
「
刊
本
」
だ

け
に
頼
っ
て
い
て
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
仏
教
研
究
を
進
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た
敦
煌
発
見
の
も
の
と
並
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
貴
重
な
古
写
経
類
を
所
蔵
す
る
の
が
、

わ
が
国
の
寺
社
等
で
あ
る
。
現
在
わ
れ
わ
れ
は
、
日
本
に
現
存
す
る
そ
う
し
た
諸
文
献
を
網
羅
的
に
調
査

し
、
そ
の
研
究
を
精
力
的
に
遂
行
し
て
い
る
。
完
成
の
暁
に
は
、
お
そ
ら
く
仏
教
研
究
、
と
く
に
漢
訳
仏
典

を
多
く
利
用
す
る
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
研
究
に
対
し
て
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
大
き
く

変
わ
っ
て
い
く
た
め
の
確
乎
た
る
基
盤
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
新
し
い
先
駆
的
な
諸
成
果
を
開
示
で
き
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

東
ア
ジ
ア
仏
教
の
視
点
か
ら
見
た
古
写
経
研
究

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
長
　
木
村
　
清
孝

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
　
今
西
　
順
吉

発
刊
の
辞

（
国
際
仏
教
学
院
理
事
長
）
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本
研
究
の
意
義
に
つ
い
て

奈
良
時
代
か
ら
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
書

写
さ
れ
た
一
切
経
は
相
当
数
に
上
る
が
、
そ
の
中

今
日
ま
で
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
一
切

経
は
両
手
で
数
え
る
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
ど
う
い
う
訳
か
、こ
れ
ら
の
本
来
的
な
研
究

―
文
献
学
に
基
づ
く
厳
密
な
研
究
―
は
殆
ど
行
わ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
仏
教
研
究
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

よ
り
も
、
古
写
経
文
化
財
と
し
て
価
値
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
文
化
財
と
な
れ

ば
仏
教
の
研
究
者
が
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク（
校

訂
）の
１
本
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易

で
は
な
い
。
し
か
し
、テ
キ
ス
ト
が
提
供
さ
れ
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
を
用
い
よ
う
と
す
る
研
究

者
も
殆
ど
現
れ
て
こ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
近
年
、

正
倉
院
聖
語
蔵
の
経
巻
が
カ
ラ
ー
Ｃ
Ｄ
と
し
て
市

中
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
販
売
実
績
は

芳
し
く
な
く
、
ま
た
聖
語
蔵
を
参
照
し
て
研
究
成

果
を
発
表
し
た
と
い
う
話
し
も
殆
ど
耳
に
し
な
い
。

こ
れ
は
単
に
高
価
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
な

く
、
一
般
的
に
日
本
の
古
写
経
に
対
す
る
位
置
づ

け
が
低
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。

大
正
新
脩
大
蔵
経
の
底
本
に
は
高
麗
版
が
採
用

さ
れ
、
対
校
本
と
し
て
宋
版
、
元
版
、
明
版
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
聖
語
蔵
、
そ
の
他
の
古
写

経
や
江
戸
時
代
の
刊
本
な
ど
も
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
基
本
は
12
、13
世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
木
版
大
蔵

経
に
拠
っ
て
い
る
。
確
か
に
高
麗
版
な
ど
は「
厳
密
」

な
校
訂
を
し
た
と
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
矛
盾
す
る

先
行
文
献
の
問
題
解
決
に
高
麗
時
代
の
価
値
判
断

が
な
さ
れ
た
感
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

隋
唐
時
代
に
確
立
し
た
聖
典
テ
キ
ス
ト
と
し
て

の
一
切
経
は
、
盛
唐
の
開
元
十
八
年（
７
３
０
）に

成
立
し
た『
開
元
録
』に
依
拠
す
る
。
十
世
紀
末
北

宋
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
開
宝
蔵（
北
宋
勅
版
・
蜀

版
）も
こ
れ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
実

際
に
手
に
取
り
閲
覧
し
た
、
盛
唐
時
代
に
長
安
で

書
写
さ
れ
た「
宮
廷
写
経
」は
実
に
見
事
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
最
初
の
刊
本
一
切
経
・
開
宝
蔵
も
最

高
度
の
精
美
な
聖
典
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
者
間
に

根
本
的
な
相
違
な
ど
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
う
の

は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
不
思
議
な
こ

と
に
細
部
に
わ
た
る
文
字
の
異
同
ば
か
り
で
な
く

換
骨
奪
胎
さ
れ
た
経
典
も
数
点
確
認
さ
れ
て
き
て

い
る
。
聖
典
テ
キ
ス
ト
は
仏
教
教
団
に
と
っ
て
最
も

重
要
な
コ
ア
で
あ
る
か
ら
変
化
が
起
こ
り
に
く
い

部
位
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
係
わ
ら
す
変
化
が
生
じ

て
い
る
の
は
何
ら
か
の
背
景
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
必
ず
や
思
想
的
な
変
動
の
ド

ラ
マ
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
研
究
の
現
状

日
本
の
奈
良
平
安
古
写
経
の
総
体
は
驚
く
ほ
ど

豊
饒
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
最
も
重
要
な
奈
良
写

経
の
現
存
品
は
千
巻
余
と
限
ら
れ
て
い
る
が
、
平

安
・
鎌
倉
写
経
を
加
え
る
と
数
万
巻
に
達
す
る
量

と
な
る
。

九
世
紀
初
頭
、
弘
法
大
師
空
海
に
よ
っ
て
将
来

さ
れ
た『
貞
元
録
』に
拠
っ
て
全
体
を
復
元
し
て
み

よ
う
と
い
う
の
が
提
案
で
あ
る
。『
貞
元
録
』は
高
麗

版
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
日
本
の
古
写
経

に
残
る
も
の
と
で
は
細
部
に
わ
た
っ
て
相
当
異
な

る
。
そ
の
た
め
古
本『
貞
元
録
』の
な
か
で
最
も
善

本
と
さ
れ
る
七
寺
本
を
用
い
た
。
そ
の
最
初
の
研

究
事
業
は
、
七
寺
本『
貞
元
録
』を
基
準
と
し
た
現

存
一
切
経
の
対
照
目
録
の
作
成
で
あ
っ
た
。
か
く

し
て
成
っ
た『
日
本
現
存
七
種
一
切
経
対
照
目
録
』

（
暫
定
版
）の
上
梓
の
あ
と
、
敦
煌
本
と
の
対
照
も

含
め
、
新
た
に
石
山
寺
一
切
経
を
加
え
て『
日
本
現

存
八
種
一
切
経
対
照
目
録
』を
今
年
度
の
研
究
成

果
報
告
書
と
し
て
刊
行
し
た
。
こ
の
目
録
を
座
右

に
置
い
て
各
地
に
残
る
古
写
経
を
博
捜
す
れ
ば
一

部
一
巻
の
遺
漏
も
な
く『
貞
元
録
』の
描
い
た
唐
仏

学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア「
奈
良
平
安
古
写
経
研
究
拠
点
の
形
成
」

の
研
究
概
要
と
現
状
、
意
義
に
つ
い
て
　

落
合
　
俊
典

教
と
平
安
仏
教
の
基
本
典
籍
の
復
元
が
可
能
と
な

る
。学

術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア「
奈
良
平
安
古
写
経
研
究
拠

点
の
形
成
」が
成
功
す
る
か
否
か
は
ひ
と
え
に
所

蔵
寺
院
の
寛
大
な
理
解
と
協
力
に
か
か
っ
て
い
る

が
、
幸
い
ど
の
寺
院
も
学
術
研
究
へ
の
深
い
理
解
を

持
た
れ
、
こ
の
研
究
事
業
の
成
果
を
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
誠
に
僥
倖
で
あ
っ
た
。
加
え
て
日
々

高
度
化
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｔ
化
の
流
れ
も
強
力
な

応
援
団
と
な
っ
た
。
本
事
業
に
先
行
す
る
形
で「
金

剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出
仏
典
の
研

究
」（
平
成
12
年
度
〜
平
成
15
年
度
。
科
学
研
究
費

基
盤
研
究（
Ａ
）（
１
））、「
金
剛
寺
一
切
経
の
総
合

的
研
究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究
」（
平
成
16

年
度
〜
平
成
18
年
度
。
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ａ
）

と
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
ま
さ
に

一
切
経
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
化
の
研
究
が
進
展
し
つ

つ
あ
っ
た
。
こ
の
蓄
積
の
上
に
京
都
国
立
博
物
館
、

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
和
歌
山
大
学
、
大

谷
女
子
大
学
等
に
属
す
る
研
究
者
の
積
極
的
な
協

力
を
得
て
研
究
が
開
始
さ
れ
た
。

平
成
12
年
度
か
ら
の
科
研
に
よ
る
研
究
事
業
も

含
め
て
、
す
で
に
今
年
度
末
で
三
千
巻
余
の
デ
ジ

タ
ル
画
像
が
サ
ー
バ
ー
や
Ｈ
Ｄ
Ｄ
等
の
ス
ト
レ
ー
ジ

に
蓄
積
さ
れ
た
。
当
面
の
目
標
は
五
千
三
百
巻
余

で
あ
る
か
ら
、
研
究
事
業
五
ヵ
年
内
の
復
元
達
成

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
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本
研
究
の
方
向

こ
の
研
究
事
業
の
発
端
は
落

合
が
七
寺
一
切
経
中
に
真
本『
馬

鳴
菩
薩
伝
』を
発
見
し
た
平
成
二

年
に
遡
る
。
七
寺
本『
馬
鳴
菩
薩

伝
』は
、
高
麗
版
を
底
本
と
し
宋

元
明
の
三
本
を
対
校
本
と
し
て

活
字
化
し
た
大
正
蔵
本
と
全
く

異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
興
聖
寺
一
切
経
本
も
ま
た
西

方
寺
一
切
経
本
も
七
寺
本
と
同

一
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
本
に
数
多

く
残
る『
馬
鳴
菩
薩
伝
』の
真
偽

に
つ
い
て
は
唐
代
に
引
用
さ
れ
た

『
法
苑
珠
林
』、
玄
応
撰『
一
切
経

音
義
』な
ど
か
ら
明
確
に
、
か
つ

容
易
に
真
本
と
判
断
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
ど
れ
を

も
が
大
正
蔵
本『
馬
鳴
菩
薩
伝
』

の
一
文
一
句
を
引
用
し
な
い
の

で
あ
る
。

七
寺
一
切
経
の『
馬
鳴
菩
薩

伝
』と
高
麗
版
と
の
比
較
を
上
図

に
か
か
げ
て
み
た
。
全
く
異
な
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
研
究
事
業
で
は
古
本

『
貞
元
録
』に
基
づ
く
古
写
経
を

特
定
す
る
た
め
刊
本
と
の
校
勘
を
効
率
的
に
行
う

予
定
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
刊
本
か
ら
の
転
写
本

と
奈
良
写
経
か
ら
の
転
写
本
と
の
比
率
お
よ
び
総

数
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
研
究
は
多
く
の

苦
難
を
伴
う
道
で
あ
る
が
、
各
研
究
者
が
文
献
研

究
を
行
う
際
、
集
大
成
さ
れ
た
デ
ジ
タ
ル
画
像
一

切
経
は
重
要
な
判
断
基
準
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
近
未
来
の
方
向
を
提
示
し
て
お
き
た

い
。
こ
の
研
究
事
業
は
、
古
本
『
貞
元
録
』
に
基

づ
く
一
切
経
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
集
大
成
が
目
標
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
究
極
の
目
標
で
は
な

く
、
無
限
の
研
究
活
動
を
惹
起
さ
せ
る
端
緒
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
研
究
代
表

の
今
西
順
吉
教
授
の
発
案
で
は
新
た
な
デ
ジ
タ

ル
版
大
正
蔵
の
出
発
だ
と
い
う
。
世
界
中
の
仏

教
研
究
者
が
漢
文
大
蔵
経
の
一
点
一
点
に
つ
き

新
た
な
校
訂
本
を
作
成
し
、
ネ
ッ
ト
上
で
記
名

し
公
表
す
る
。
そ
の
時
用
い
る
資
料
の
一
つ
に

今
回
の
奈
良
平
安
古
写
経
が
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
実
に
気
宇
壮
大
で
楽
し
い
研
究
計
画

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
も
が
ー
経
典
の
一
文
一

句
の
相
違
に
注
意
し
読
み
進
む
情
熱
さ
え
あ
れ
ば

ー
仏
教
基
本
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
本
作
り
に
参
加
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
固
め
を
行
う
の
が

「
奈
良
平
安
古
写
経
研
究
拠
点
の
形
成
」
研
究
事

業
に
他
な
ら
な
い
。

（
本
学
教
授
）

七寺一切経の『馬鳴菩薩伝』

高麗版大蔵経中の『馬鳴菩薩伝』
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組
み
の
中
に
玄
応
の
音
義
を
置
い
て
捉
え
る
必
要

性
が
あ
る
と
論
じ
た
。
高
田
教
授
は
、
音
義
と
い

う
儒
家
の
経
典
読
解
の
形
式
が
仏
典
解
釈
に
応
用

さ
れ
た
の
は
斬
新
な
試
み
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、

仏
教
の
音
義
が
な
お
六
朝
以
来
の
学
問
伝
統
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
捉

え
、「
玄
応
の
よ
う
な
比
較
的
早
い
時
期
に
成
立
し

た
音
義
に
つ
い
て
は
、
よ
り
広
い
中
国
の
学
問
伝
統

の
中
で
理
解
す
べ
き
点
が
多
い
。」と
指
摘
し
た
。

花
園
大
学
の
衣
川
賢
次
教
授
は「
日
本
と
中
国

の
古
写
経
に
よ
る
仏
典
校
訂
の
試
み
―
―『
法
句

譬
喩
経
』を
例
と
し
て
―
―
」を
テ
ー
マ
に
講
演
し

た
。
衣
川
教
授
は
、
か
つ
て
の
藤
枝
晃
先
生
の「
敦

煌
写
経
に
よ
っ
て
大
正
蔵
を
校
訂
し
、
新
た
な
定

本
を
作
成
し
よ
う
」と
い
う
提
案
に
応
ず
べ
く
、
ま

た
、
最
近
の
落
合
俊
典
教
授
の「
日
本
の
奈
良
平
安

一
切
経
は
、
古
い
形
態
を
よ
く
留
め
る
点
に
お
い

て
高
い
価
値
を
有
す
る
」と
い
う
認
識
を
受
け
て
、

『
法
句
譬
喩
経
』に
つ
い
て
検
証
を
試
み
た
と
い
う
。

そ
の
結
果
、「
写
本
系
と
刊
本
系
の
あ
い
だ
に
は
系

統
的
な
差
異
が
存
す
る
こ
と
、
写
本
系
の
古
い
素

朴
ま
た
は
晦
渋
な
語
句
や
表
現
が
、
刊
本
で
は
通

達
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
改
め
ら
れ
、
文
字
の
字

体
も
当
世
通
行
の
そ
れ
に
書
き
改
め
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
」
を
確
認
し
、
漢
訳
仏
典
を
言
語
資
料
と

し
て
厳
密
な
語
彙
語
法
の
研
究
を
お
こ
な
う
に
は
、

敦
煌
写
経
や
奈
良
平
安
写
経
な
ど
の
古
写
経
に
拠

る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

最
後
に
、
上
海
師
範
大
学
の
方
廣
　
教
授
が

「
敦
煌
遺
書
と
奈
良
平
安
写
経
の
異
同
」を
題
に
発

表
し
た
。
方
教
授
は
、
古
代
の
大
蔵
経
の
持
つ
理

的
・
信
仰
的
機
能
に
着
目
し
な
が
ら
、
敦
煌
遺
書

と
奈
良
平
安
写
経
と
の
異
同
を
考
察
し
、
敦
煌
遺

書
の
研
究
価
値
が
蔵
外
文
献
を
中
心
と
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
大
蔵
経
を
原
本
と
す
る
奈
良
平
安

写
経
は
漢
文
大
蔵
経
の
研
究
に
お
い
て
、
文
献
そ

の
も
の
や
大
蔵
経
の
発
展
と
表
現
形
態
を
研
究
す

る
た
め
に
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
更

に
方
教
授
は
、
今
回
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義

に
つ
い
て
、
従
来
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
分
野
と
し
て
展

開
さ
れ
て
き
た
敦
煌
遺
書
と
日
本
古
写
経
と
い
う

二
つ
の
研
究
分
野
を
相
互
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す

る
試
み
は
、
ま
さ
に
古
写
経
研
究
に
新
た
な
地
平

を
開
拓
す
る
も
の
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
た
。

講
演
後
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
総
勢

百
十
八
名
の
出
席
者
か
ら
回
収
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

や
質
問
表
に
基
づ
い
て
、
四
名
の
講
演
者
が
一
時

間
に
わ
た
っ
て
丁
寧
か
つ
平
易
に
質
疑
に
応
じ
た
。

最
後
に
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
務
め
た
国

際
仏
教
学
大
学
院
大
学
の
今
西
順
吉
教
授
は
、
中

国
に
お
い
て
仏
教
を
受
け
入
れ
た
際
に
、
そ
の
受
け

皿
と
し
て
の
中
国
文
化
と
い
う
も
の
が
既
に
学
問

的
な
形
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
形
に
応
じ
て
仏
教
を

受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
が
、
こ

れ
を
日
本
文
化
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
仏
教

を
日
本
で
受
け
入
れ
た
際
に
、
そ
の
時
代
の
日
本

に
、
ど
れ
だ
け
の
受
け
皿
が
で
き
て
い
た
の
か
、
そ

う
い
う
中
で
注
釈
書（
三
経
義
疏
＝『
法
華
義
疏
』、

『
勝
鬘
経
義
疏
』、『
維
摩
経
義
疏
』）を
作
ろ
う
と
す

れ
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
う
い
う
角
度

か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

新
た
な
問
題
意
識
を
提
示
し
た
。

（
研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
）、
池
　
麗
梅
）

活
動
記
録

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
主

催
の「
仏
教
古
写
経
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
―
奈
良

平
安
写
経
と
敦
煌
写
経
」が
二
〇
〇
六
年
二
月
二

五
日
午
後
、
東
京
渋
谷
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
８
の
ホ
ー
ル

で
開
催
さ
れ
、
古
写
経
研
究
の
意
義
と
方
法
に
つ

い
て
、
日
中
の
研
究
者
四
名
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

角
度
か
ら
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
検
証
し
た
。

先
ず
、
中
国
上
海
師
範
大
学
の
徐
時
儀
教
授
が

「
玄
應『
一
切
経
音
義
』の
流
伝
と
版
本
の
考
察
」を

テ
ー
マ
に
講
演
し
た
。
徐
教
授
は
、
日
本
現
存
の

『
玄
応
音
義
』写
本
と
敦
煌
ト
ル
フ
ァ
ン
写
本
に
、
版

本
大
蔵
経
に
は
決
し
て
見
出
せ
な
い
内
容
が
含
ま

れ
て
い
る
た
め
、
諸
伝
本
に
見
ら
れ
る
相
違
に
着

目
す
れ
ば
、
版
本
大
蔵
経
所
収
の『
玄
応
音
義
』の

諸
系
統
の
特
徴
が
判
明
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
示

唆
し
、「
写
本
一
切
経
は
、
仏
教
大
蔵
経
の
伝
承
に

関
す
る
研
究
に
と
っ
て
も
、
無
視
で
き
な
い
学
術
的

価
値
を
有
し
て
い
る
」と
強
調
し
た
。

続
い
て
、
京
都
大
学
の
高
田
時
雄
教
授
が「
音
義

の
歴
史
か
ら
見
た
玄
應
音
義
」
を
主
題
に
、
中
国

に
お
け
る
音
義
の
歴
史
の
中
に『
玄
応
音
義
』を
位

置
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
音
義
と
い
う
広
い
枠

パネルディスカッションの様子

会場では、金剛寺蔵『大乗起
信論』や京都大学文学部蔵
『一切経音義』の複製の展示
や、来場者に配布された『日
本現存七種一切経対照目録
（暫定版）』CD-ROMのデモン
ストレーションも行われた

当日は各分野の専門家など、
100名を超す来場者があった
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今
年
度
の
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
公
開
研
究
会
は
、

本
学
に
て
二
回
に
渡
り
行
わ
れ
た
。
日
時
、
発
表

者
、
お
よ
び
発
表
題
目
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

○
第
１
回
公
開
研
究
会
　

平
成
17
年
９
月
17
日（
土
）午
後
２
時
半
〜
４
時
半

村
川
猛
彦（
和
歌
山
大
学
講
師
）「
仏
典
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
前
処
理
自
動
化
の
試
み
」

落
合
俊
典（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）「
唯

識
論
序
と
大
乗
唯
識
論
序
」

今
西
順
吉（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）「
写

本
・
大
蔵
経
と
流
布
本
」

○
第
２
回
公
開
研
究
会
　

同
年
12
月
17
日（
土
）午
後
２
時
半
〜
４
時
半

能
島
覚（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
学
院
研
究
生
）

「
親
鸞
の
用
い
た『
往
生
礼
讃
』」

梶
浦
晋（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
）「
日

本
に
お
け
る
一
切
経
書
写
の
歴
史
―
現
存
例
を
中

心
と
し
て
―
」

デ
レ
ア
ヌ
フ
ロ
リ
ン
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教

授
）「
安
世
高
の
訳
出
経
典
と『
安
般
守
意
經
』金
剛

寺
本
に
つ
い
て
」

村
川
氏
は
、
高
精
細
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ

れ
た
古
写
経
の
閲
覧
や
読
解
を
支
援
す
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
構
築
に
つ
い
て
、ス
ク
リ
ー
ン
で
実
際
に
例

を
示
し
な
が
ら
講
演
さ
れ
た
。

落
合
氏
は
、
日
本
の
古
写
経
を
資
料
と
し
て
、

大
正
蔵
本
の
真
諦
訳『
大
乗
唯
識
論
』に
付
せ
ら
れ

て
い
る
序
文
が
本
来
は
菩
提
流
支
訳『
唯
識
論
』に

付
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
大
正

蔵
本
の
問
題
点
と
日
本
の
古
写
経
の
有
す
る
価
値

に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
。

今
西
氏
は
、
イ
ン
ド
の
仏
典
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献

を
例
に
と
り
な
が
ら
、
奈
良
平
安
時
代
に
遡
り
う

る
日
本
の
古
写
経
が
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
・
伝
承
・
流

布
の
由
来
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
な
価
値
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
た
。

能
島
氏
は
、
古
写
経
の
読
み
を
も
と
に
、
親
鸞

の
主
著『
教
行
信
証
』に
引
用
さ
れ
る『
往
生
礼
讃
』

が
も
と
も
と
不
備
の
み
ら
れ
た『
集
諸
経
礼
懺
儀
』

に
校
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
の
可
能
性
に
つ

い
て
言
及
さ
れ
た
。

梶
浦
氏
は
、
天
平
時
代
と
平
安
中
期
〜
鎌
倉
時

代
と
を
中
心
に
、
一
切
経
書
写
の
歴
史
や
写
経
本

の
伝
存
状
況
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
た
。

デ
レ
ア
ヌ
氏
は
、
金
剛
寺
で
発
見
さ
れ
た
安
世

高
訳『
安
般
守
意
経
』が
従
来
知
ら
れ
て
き
た
大
正

蔵
本
と
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
ぜ

ら
れ
た
。

公
開
研
究
会
は
第
１
回
目
も
第
二
回
目
も
予
定

時
間
を
超
過
し
た
が
、
活
発
な
質
疑
応
答
も
見
ら

れ
、
会
は
盛
況
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

（
研
究
員（
Ｐ
Ｄ
）、
林
寺
正
俊
）

十
五
巻
』
で
あ
る
。『
玄
応
音
義
』
の
影
印
と
解

題（
高
田
時
雄
氏
、
落
合
俊
典
氏
他
）を
収
め
る
。

『
玄
応
音
義
』
は
、
一
切
経
に
見
ら
れ
る
難
解

な
語
句
の
読
み
（
音
）
や
意
味
（
義
）
を
記
し
た

辞
書
で
あ
る
。
中
国
唐
代
（
七
世
紀
）
成
立
、
二

十
五
巻
。
特
に
中
国
言
語
学
（
音
韻
学
）
や
日
本

の
古
辞
書
研
究
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、

当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
四
百
五
十
以
上
の
仏
典
を

収
録
す
る
こ
と
か
ら
、
仏
教
学
に
お
い
て
も
重
要

で
あ
る
。

今
回
影
印
紹
介
す
る
の
は
、
金
剛
寺
蔵
鎌
倉
中

期
写
本
二
十
一
巻
分
、
七
寺
蔵
平
安
後
期
写
本
二

十
巻
分
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
平
安
後
期
写

本
（
七
寺
一
切
経
）
巻
十
五
、
西
方
寺
蔵
鎌
倉
中

期
写
本
九
巻
分
、
京
都
大
学
文
学
部
蔵
平
安
後
期

写
本
（
石
山
寺
一
切
経
）
巻
六
・
巻
七
の
計
五
十

三
巻
分
で
あ
る
。

以
前
か
ら
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
大
治
三
年
写
本
が

善
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
巻
三

〜
八
が
欠
落
し
て
い
る
。
広
島
大
学
や
天
理
図
書

館
所
蔵
の
石
山
寺
本
を
加
え
て
も
な
お
巻
六
〜
八

が
足
ら
ず
、
高
麗
版
大
蔵
経
で
代
用
し
て
き
た
。

今
回
の
影
印
は
そ
の
欠
を
補
う
。
ま
た
、『
玄
応

音
義
』
は
伝
本
間
に
様
々
な
異
同
が
あ
る
が
、
本

書
に
よ
っ
て
そ
の
比
較
検
討
が
可
能
と
な
る
。
こ

れ
は
、『
玄
応
音
義
』
研
究
に
と
っ
て
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
一
切
経
の
系
統
研
究
に
も
有
用
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
本
書
は
、
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊

の
第
一
輯
と
し
て
発
行
す
る
。
次
年
度
以
降
、

『
大
乗
起
信
論
』『
集
諸
経
礼
懺
儀
』『
優
婆
塞
五

戒
法
』
な
ど
の
古
写
経
善
本
を
随
時
紹
介
し
て
い

く
予
定
で
あ
る
。（

研
究
員
（
Ｐ
Ｄ
）、
箕
浦
尚
美
）

平
成
十
七
年
度
の
研
究
成
果
報
告
と
し
て
、
ま

ず
、
九
月
に
『
日
本
現
存
七
種
一
切
経
対
照
目
録

（
暫
定
版
）』
を
刊
行
し
た
。
過
去
に
諸
機
関
か
ら

発
行
さ
れ
た
一
切
経
の
調
査
報
告
書
に
基
づ
き
、

現
存
す
る
奈
良
平
安
古
写
経
の
存
欠
状
況
を
一
覧

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
聖
語
蔵
（
写
本
）、
金
剛

寺
一
切
経
、
七
寺
一
切
経
、
興
聖
寺
一
切
経
、
西

方
寺
一
切
経
、
名
取
新
宮
寺
一
切
経
、
妙
蓮
寺
蔵

松
尾
社
一
切
経
の
七
種
を
『
貞
元
釈
教
目
録
』
の

順
に
収
録
し
、
大
正
蔵
番
号
か
ら
も
検
索
で
き
る

よ
う
索
引
を
付
け
た
。
十
一
月
に
は
、
こ
れ
に
敦

煌
仏
教
文
献
の
存
欠
を
加
え
て
「
暫
定
第
二
版
」

を
発
行
し
た
。
ま
た
、C

D
-R
O
M

版
も
発
行
し
、

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
関
係
者
、
及
び
、
二
月

二
十
五
日
の

公
開
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
参
加

者
に
配
布
し

た
。
本
書
に

よ
っ
て
よ
う

や
く
一
切
経

の
現
存
状
況

を
一
望
で
き

る
よ
う
に
な

っ
た
。
今
後
の
研
究
に
も
多
い
に
役
立
つ
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。
本
年
度
末
に
は
、
石
山
寺
一
切
経

の
存
欠
を
加
え
て
『
日
本
現
存
八
種
一
切
経
対
照

目
録
』
と
し
て
刊
行
す
る
。

本
年
度
の
も
う
一
つ
の
出
版
物
は
、
日
本
古
写

経
善
本
叢
刊
　
第
一
輯
『
玄
応
撰
一
切
経
音
義
二

公
開
研
究
会

出
版
物
紹
介

『日本現存七種一切経対照目録（暫定版）』と
CD-ROM

第2回公開研究会の様子



大
阪
天
野
山
金
剛
寺
所
蔵
の
平
安
時
代
の
写
経

の
中
に
、『
摩
利
支
天
経
』と
い
う
経
典
の
写
本
が

あ
り
、
現
在
、「
録
外
２
」と
い
う
整
理
番
号
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
摩
利
支
天
と
い
う

神
が
お
り
、
そ
れ
は
姿
を
隠
し
て
見
え
な
く
な
る

不
思
議
な
力
の
持
ち
主
で
あ
る
。
も
し
そ
の
名
を

知
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
庇
護
を
受
け
、「
行
路
中

護
我
、
非
路
中
護
我
、
夜
中
護
我
、
昼
日
護
我
、
賊

難
護
我
。
病
難
護
我
。
水
難
護
我
。
火
難
護
我
。

於
悪
怨
家
護
我
」
等
と
あ
る
よ
う
な
苦
難
と
災
害

か
ら
逃
れ
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
摩
利
支
天
か

ら
庇
護
を
受
け
る
た
め
に
は
、「
我
某
甲
知
彼
摩
梨

『
摩
利
支
天
経
』

―
金
剛
寺
本
と
敦
煌
本
―

上
海
師
範
大
学
教
授

いとくら　 7

支
天
名（
我
某
甲
、
彼
の
摩
梨
支
天
の
名
を
知
れ

り
）」云
々
と
唱
え
て
祈
願
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

更
に
、
そ
の
経
典
の
中
で
は「
若
有
書
写
読
誦
受

持
、
著
髪
中
、
著
衣
中
、
随
身
如
行
者
、
一
切
諸

悪
、
悉
皆
退
散
。
無
敢
当
者
、
是
故
汝
等
応
当
勤

心
流
布
此
経（
若
し
書
写
し
読
誦
し
受
持
し
、
髪

中
に
著
し
、
衣
中
に
著
し
、
隨
身
し
て
行
け
ば
、
一

切
の
諸
悪
、
皆
悉
く
退
散
す
。
敢
え
て
当
た
る
者

無
し
、
是
の
故
に
汝
等
よ
、
応
に
勤
心
し
此
の
経

を
流
布
せ
よ
）」と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の『
摩
利
支
天
経
』は
、
大
正
蔵
の
中
で
は
四

種
の
異
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
失
訳（
訳

者
不
明
）の
附
梁
録
で
あ
る
。
二
つ
目
は『
陀
羅
尼

経
』巻
十
の
中
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
唐
天
竺
三
蔵

阿
地
瞿
多
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他

の
二
本
は
、い
ず
れ
も
唐
代
の
不
空
の
訳
と
伝
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
高
麗
蔵
本
と
嘉
興
蔵
本
と

の
相
違
が
大
き
い
た
め
、
大
正
蔵
は
そ
の
両
方
を

収
め
て
い
る
。
金
剛
寺
本
は
、
そ
の
四
種
の
テ
キ
ス

ト
と
較
べ
て
基
本
的
な
内
容
は
一
致
し
て
い
る
が
、

文
書
の
書
き
方
に
顕
著
な
差
異
が
認
め
ら
れ
、
明

ら
か
に
新
し
い
異
本
の
一
種
で
あ
る
。
文
の
流
れ

か
ら
見
る
と
、
金
剛
寺
本
は
、
失
訳
本
と
不
空
訳

本
と
の
両
者
か
ら
採
録
・
改
編
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
で
は
一
体
、
誰
が
如
何
な
る
目
的
の
た
め

に
こ
の
よ
う
な
斬
新
な『
摩
利
支
天
経
』を
製
作
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
摩
利
支
天
経
』と
い
う
経
典
は

当
時
の
人
々
の
心
中
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占

め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
敦
煌
遺
書
が
、
こ
の
問

題
を
解
明
す
る
鍵
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

敦
煌
遺
書
に
は
、
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る『
摩

利
支
天
経
』の
写
本
が
十
七
点
あ
る
。
そ
の
十
七
点

と
は
、P3110

（1

）、P2805

、P3136

（3

）、P3824

）

5

）、S2681

、BD
15366

、
甘
博16

（3

）、S5391

、

上
博48

（17

）、P3759

、S5646

（4

）、S2059

、

S5392

、S5618

（4

）、P3912

（1

）、S5531

（6

）、

B
D
1598

（2

）で
あ
る
。
こ
の
う
ちS2059

『
仏
説
摩

利
支
天
菩
薩
陀
羅
尼
経
』に
は
序
文
が
冠
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
著
者
張
　
は「
内
見
此

経
、
便
於
白
絹
上
写
得
其
咒
、
発
心
頂
戴（
此
の
経

を
内
見
し
、
便
ち
白
絹
上
に
其
の
咒
を
写
し
得
た

り
、
発
心
し
頂
戴
す
）」と
な
っ
て
い
る
。
咸
通
元
年

（
八
六
〇
）十
一
月
、
張
　
は
使
節
と
し
て
遣
わ
さ

れ
た
。
同
行
者
に
は
氷
河
に
陥
っ
た
も
の
も
い
た

が
、
彼
は
助
か
っ
た
。
そ
の
後
、「
涼
州
新
復
、
軍
糧

不
充
」の
た
め
、
張
　
は
涼
州
へ
食
糧
を
搬
送
す
る

よ
う
に
命
令
さ
れ
、
彼
の
後
に
出
発
し
た「
省
使
五

人
」は
全
員
盗
賊
に
殺
害
さ
れ
た
が
、
彼
は
無
事
に

任
務
を
達
成
し
た
。
張
　
は
、
長
安
に
派
遣
さ
れ

て
唐
の
皇
帝
に
謁
見
す
る
こ
と
も
あ
り
、「
賊
路
を

往
返
す
る
こ
と
前
後
三
、
二
十
出
」
も
あ
っ
た
が
、

摩
利
支
天
か
ら「
菩
薩
加
持
力
」を
受
け
た
た
め
、

い
ず
れ
も
平
安
無
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た

め
、
彼
は
自
ら
深
く
信
仰
す
る『
摩
利
支
天
経
』を

再
び
抄
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、
序
文
を
著
し
て
、
そ

の
経
典
が
広
く
流
布
す
る
よ
う
に
祈
願
し
た
の
で

あ
る
。

『
摩
利
支
天
経
』
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
も
し
発

願
し
て
摩
利
支
天
に
庇
護
を
こ
い
求
め
る
者
が
い

れ
ば
、
必
ず
「
我
某
甲
知
彼
摩
梨
支
天
名
（
我
某

甲
、
彼
の
摩
梨
支
天
の
名
を
知
れ
り
）」
と
唱
え

る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
句
がS2059

で
は
「
弟
子
張
　
知
摩
利
」
と
な
っ
て
お
り
、
具

体
的
に
祈
願
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
張
　
の
感
謝
と
敬
虔
な
心
情
が
察
知
で
き

る
。
似
た
よ
う
な
発
願
文
は
ほ
か
に
も
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
勝
富
と
い
う
人
物
が
書
写
し
た

『
摩
利
支
天
経
』（S5391

）
の
中
に
も
、「
弟
子
勝

富
娑
婆
訶
、
告
告
比
丘
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
英
博
物
館
や
フ
ラ
ン
ス
の
国

立
ギ
メ
ー
東
洋
芸
術
博
物
館
所
蔵
の
摩
利
支
天
の

彩
色
画
本
か
ら
も
、
古
代
敦
煌
地
域
に
お
け
る
摩

利
支
天
の
信
仰
が
う
か
が
え
る
。

古
代
敦
煌
の
繁
栄
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
要
所
に

あ
る
と
い
う
、
そ
の
地
理
的
位
置
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
順
調
か
つ
安
全
な
交
通
ル
ー
ト

の
確
保
は
、
敦
煌
の
地
域
発
展
そ
の
も
の
に
つ
な
が

る
重
要
な
一
環
で
あ
っ
た
。
唐
代
の
安
史
の
乱
以

後
、
相
当
長
い
間
に
わ
た
り
、
敦
煌
と
内
地
と
の

交
通
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景

が
あ
っ
た
た
め
か
、
敦
煌
遺
書
の
写
経
の
中
に「
王

路
開
通
」
を
願
う
発
願
文
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。

唐
の
大
中
十
二
年（
八
五
八
）、
敦
煌
の
帰
義
軍
政

権
は
、
交
通
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
た
め
に
大
軍
を

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
研
究
活
動
に

お
い
て
調
査
さ
れ
た
古
写
経
か
ら
毎
号
一
つ
の
経
典
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
内
容
を
紹
介
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
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遣
わ
し
て
吐
蕃
を
討
伐
さ
せ
た
こ
と
が
、

B
D
05825

の
記
載
に
よ
っ
て
判
明
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
事
情
の
中
で
、「
行
路
中
護
我
、
非
路
中
護

我
、
夜
中
護
我
、
昼
日
護
我
、
賊
難
護
我
」と
い
う

利
益
を
説
く『
摩
利
支
天
経
』は
、
古
代
敦
煌
の

人
々
、
特
に
張
　
の
よ
う
な
使
節
を
つ
と
め
る
者

に
と
っ
て
は
当
然
魅
力
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

敦
煌
遺
書
か
ら
見
出
さ
れ
た
十
七
点
に
も
の
ぼ
る

写
経
が
、い
ず
れ
も
帰
義
軍
時
代
（
八
五
一
〜
一

〇
三
五
）
の
写
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
煌
に
お

け
る
摩
利
支
天
の
信
仰
は
、
そ
の
時
期
に
お
い
て
ピ

ー
ク
に
達
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
金
剛
寺
本『
摩
利
支
天
経
』の
底

本
は
、
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
古
代
の
中
国
人
が
摩

利
支
天
の
庇
護
を
祈
願
す
る
た
め
に
、
大
蔵
経
本

に
拠
り
つ
つ
も
改
編
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
改
編
本
は
写
本
と

し
て
民
間
で
流
布
し
た
も
の
で
、
そ
の
形
態
は
非

常
に
変
わ
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
十

七
点
の『
摩
利
支
天
経
』敦
煌
写
本
の
形
態
は
互
い

に
異
な
っ
て
お
り
、
幾
つ
か
の
系
統
に
整
理
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
こ
こ

で
は
詳
論
を
避
け
る
。（
こ
の
原
稿
の
作
成
に
あ
た

っ
て
、
落
合
俊
典
先
生
、
青
木
進
、
林
敏
両
君
に
ご

助
力
頂
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
。）

（
平
成
17
年
12
月
１
日
〜
18
年
２
月
28
日
、
本
学
客
員
教
授
）
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摩
梨
支
天
菩
薩
陀
羅﹇
尼
﹈經

歸
命
三
世
諸
佛
菩
薩
。﹇
如
是
﹈我
聞
。一
時
婆﹇
伽
﹈婆

住
舍
衛
城
給
孤
獨
園
。
爾
時
世
尊
告
諸
比
丘
言
。
諸

日
天
子
前
有
天
名
摩
梨
支
天
。
常
行
日
前
。
彼
摩

梨
支
天
無
人
能
見
。
無
人﹇
能
﹈捉
。
不
爲
人
縛
。
不
爲

人
欺
誑
。
不
爲
人
責
。
其
財
物
不
爲
怨
家
能
得

其
便
。
諸
比
丘
。
若
有
人
知
彼
摩
梨
支
天
名
者
。
亦
不

可
見
。
不
爲
可
捉
。
不
爲
人
縛
。
不
爲
人
欺
誑
。
不
爲

人
責
。
其
財
物
不
爲
怨
家
能
得
其
便
。
諸
比
丘
。
若

善
男
子
善
女
人
知
彼
摩
梨
支
天
名
者
。
應
作
是

言
。
我
某
甲
知
彼
摩
梨
支
天
名
。
故
無
人
能
見
我
。

無
人
能
投
（
捉
）
我
。
不
爲
人
縛
我
。
不
爲
人
欺
誑
我
。
不

爲
人
責
我
。
財
物
不
爲
怨
家
能
得
我
便
。
爾
時

世
尊
而
説
咒
曰
。

多
軼
他
。
遏
伽
摩
四
。
未
伽
摩
四
。
烏
徒
摩
四
。
支
婆

羅
摩
四
。
摩
訶
支
婆
羅
摩
四
。
安
多
離
陀
那
摩

四
。
行
路
中
護
我
。
非
路
中
護
我
。
夜
中
護
我
。
晝
日
護

我
。
賊
難
護
我
。
病
難
護
我
。
水
難
護
我
。
大
護
我
。

於
惡
怨
家
護
我
。
呵
羅
居
隷
。
呵
羅
居
隷
。
無

離
鵄
帝
。
無
離
鵄
帝
。
離
知
帝
。一
切
處
護
我
蘇
婆

呵
。

佛
説
是
經
已
。
告
諸
比
丘
言
。
諸
比
丘
。
善
男
子
善

女
人
。
比
丘
比
丘
尼
。
優
婆
塞
優
婆
夷
。
国
王
大
臣
諸

人
民
等
。
知
彼
摩
梨
支
天
名
及
陀
羅
尼
。一
心
受
持

者
。
不﹇
爲
﹈如
上
説
諸
惡
所
害
。
諸
比
丘
。
若
有
書
寫
讀
誦
受
持
。

著
髪
中
。
著
衣
中
。
随
身
如
行
者
。一
切
諸
惡
悉
皆
退

散
。
無
敢
當
者
。
是
故
汝
等
應
當
懃
心
流
布
此
經
。
説
此

經
時
。
諸
比
丘
聞
説
經
已
。
歡
喜
奉
行
。

摩
梨
支
天
經
　
　
　
　
　
　
　
　
一
校
已

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　﹇
録
文
完
﹈　

※
俗
字
・
異
体
字
に
関
し
て
は
通
行
の
文
字
を
用
い
た
。

　
金
剛
寺
本
で
は
「
摩
梨
支
天
經
」
と
あ
る
が
、ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
で
は
、

　
基
本
的
に
貞
元
録
に
お
け
る
名
称
「
摩
利
支
天
経
」
を
用
い
た
。
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一
六
七
年
）。
江
戸
時
代
に
付
け
変
え
ら
れ
た
も

の
は
一
間
組
の
段
染
め
。
同
じ
よ
う
な
意
匠
に
、

湖
東
百
済
寺
の『
法
華
経
』（
平
安
後
期
）、
高
野
山

の
一
切
経
の
一
部
が
あ
る
。

金
剛
寺
の
一
切
経
の
巻
緒
は
、
組
織
と
柄

（
デ
ザ
イ
ン
）
で
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
る
。
一
つ
は
『
大
般
若
経
』
の
グ
ル
ー

プ
（
Ａ
）、
も
う
一
つ
は
『
大
般
若
経
』
以
外
の

グ
ル
ー
プ
（
Ｂ
）
で
あ
る
。（
写
真
１
〜
３
参
照
）

Ａ
は
非
常
に
珍
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま

昨
年
末
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
落
合

俊
典
教
授
の
お
取
り
は
か
ら
い
で
、
河
内
長
野

市
天
野
山
金
剛
寺
所
蔵
一
切
経
を
拝
観
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
左
は
そ
の
報
告
記
で
あ
る
。

経
巻
や
絵
巻
物
な
ど
の
巻
子
本
に
は
、
普
通
、

巻
緒
が
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
巻
い
た
り
解
い
た

り
し
て
巻
物
を
開
閉
す
る
。「
ひ
も
解
く（
繙
く
）」

の
語
は
こ
こ
か
ら
で
る
由
。

こ
の
巻
緒
は
奈
良
時
代
に
は
「
綺
（
か
ん
ば

た
）」
と
よ
ば
れ
る
織
物
の
紐
で
あ
っ
た
こ
と
が

『
東
大
寺
献
物
帳
』（
国
家
珍
宝
帳
）
の
記
述
か
ら

窺
え
る
。
同
帳
の
冒
頭
部
に
は
『
楽
毅
論
』
等
巻

物
類
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
全
部
に
「
綺

帯
」
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念

な
が
ら
現
在
は
一
本
も
残
っ
て
い
な
い
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、
智
証
大
師
円
珍
（
八

一
四
〜
八
九
一
）
の
『
入
唐
求
法
目
録
』
に
つ

い
て
い
た
巻
緒
が
残
る
が
、
こ
れ
も
綺
と
言
わ

れ
て
い
る
。
経
糸
と
緯
糸
か
ら
成
る
織
物
風
の

組
織
で
、
後
世
の
真
田
紐
に
通
ず
る
横
縞
の
模

様
の
紐
で
あ
る
。
現
在
京
都
の
聖
護
院
に
蔵
さ

れ
て
い
る
。

平
安
時
代
後
期
に
は
、
相
交
わ
る
二
条
の
糸
筋

の
交
差
角
度
が
斜
め
に
な
る
組
紐
組
織
の
巻
緒
が

出
現
し
始
め
た
よ
う
だ
。
因
み
に
交
差
角
度
が
直

角
の
も
の
を
織
物
組
織
と
言
う
。
組
織
は
二
間
組

が
主
流
で
あ
っ
た
。
各
条
同
士
が
交
差
す
る
と
き
、

一
条
は
他
の
二
条
を
超
え
さ
ら
に
別
の
二
条
を
く

ぐ
り
進
ん
で
い
く
。
こ
れ
を
二
間
組
と
言
う
。
同
様

に
、
交
差
が
一
条
ず
つ
の
場
合
は
一
間
組
と
言
う

（
図
参
照
）。
一
間
組
は
精
緻
緊
密
で
、
二
間
組
は

ゆ
る
く
伸
縮
性
が
あ
る
。
柄
は
ど
ち
ら
も
主
と
し

て
山
路
柄
・
斜
め
格
子
柄
が
組
み
だ
さ
れ
る
。

正
倉
院
の『
最
勝
王
経
』の
経
帙
の
巻
緒
は
一

間
組
で
あ
る
が
、
経
巻
の
緒
に
は
残
っ
て
い
な
い
。

製
作
年
代
が
わ
か
る
巻
緒
は
神
護
寺
の
一
切
経

帙
及
び
経
巻
の
巻
緒
で
あ
ろ
う（
久
安
五
年
＝
一

一
四
九
年
）。
と
も
に
二
間
組
で
あ
り
、
経
帙
は

段
染
め（
染
め
分
け
）で
あ
る
。
ま
た
、
二
間
組
の

組
織
を
変
形
さ
せ
て
意
匠
を
複
雑
に
し
た
も
の
に

厳
島
神
社
の
平
家
納
経
が
あ
る（
仁
安
二
年
＝
一

金
剛
寺
一
切
経
の
紐

道
明
　
新
一
郎

蔵
の
中

TOPICS

［図］『正倉院の組紐』(宮内庁蔵版 / 正倉院事務所編、平凡社、1973）より。

［写真1］金剛寺蔵『大般若経』の紐とその拡大図。経糸と緯糸の直角交差した巻緒は珍しい。
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ず
、
組
織
は
、
一
間
組
・
二
間
組
の
斜
め
交
差

で
は
な
く
、
経
糸
と
緯
糸
の
直
角
交
差
で
あ
る
。

柄
も
格
子
や
山
路
の
斜
め
柄
で
は
な
く
横
縞
で

あ
る
。
こ
れ
は
古
代
の
綺
帯
風
を
模
し
た
の
で

は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
意
図
的
に
行
わ
れ

た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
大
般
若
経
』

に
限
っ
て
施
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

Ｂ
は
二
間
組
の
組
織
で
柄
は
斜
格
子
も
し
く

は
山
路
で
、
時
代
的
に
も
極
め
て
正
統
的
で
あ

る
。
Ａ
も
Ｂ
も
組
紐
と
し
て
は
基
本
的
な
も
の

で
あ
り
、
組
み
方
で
製
作
年
代
を
論
ず
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、『
大
般
若
経
』
だ
け
巻
緒
を
特

別
に
し
て
あ
る
事
実
は
興
味
深
い
。

Ａ
幅
五
ミ
リ
　
長
さ
約
三
十
五
セ
ン
チ
　
構
成

糸
条
数
十
六
（
紺
四
、
藍
三
、
白
茶
四
、
黄
三
）

Ｂ
幅
四
ミ
リ
　
長
さ
約
三
十
三
セ
ン
チ
　
構
成

糸
条
数
十
七
（
紺
四
、
藍
四
、
白
茶
九
）

道
明
　
新
一
郎（
ど
う
み
ょ
う
　
し
ん
い
ち
ろ
う
）

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
東
京
生
。
東
京
大
学
文
学
部
美
学

美
術
史
学
科
卒
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
給
費
技
術
留
学
生（
リ
ヨ
ン

染
織
学
校
）。
㈱
有
職
組
紐
道
明
取
締
役
会
長
。
正
倉
院
を
は

じ
め
、
各
地
の
神
社
仏
閣
の
組
紐
遺
品
の
調
査
・
研
究
・
復
元

に
従
事
。
経
巻
類
で
は
中
尊
寺
一
切
経
、
厳
島
神
社
平
家
納
経

緒
、
神
護
寺
一
切
経
経
帙
緒
、
浅
草
寺
経
緒
等
々
。

古
文
献
な
ど
を
扱
う
調
査
で
は
、
虫
損
の
あ

る
書
籍
を
見
る
機
会
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
調
査
で
見
ら

れ
る
虫
に
つ
い
て
写
真
を
ま
じ
え
て
簡
単
に
ご

紹
介
し
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
挙
げ
た
写
真
で

出
典
の
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
筆
者
の
撮
影

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
の
中
に
よ
く
生
息
し
て
い
る
白
く
光
る
体
長

９
mm
ほ
ど
の
昆
虫
と
い
え
ば
、
ま
ず
紙
魚(

し
み)

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。
偶
然
こ
の
た
ぐ
い
の

虫
を
、
写
経
を
開
い
て
い
る
と
き
に
軸
側
の
紙
背

古
写
経
の
死
番
虫吉

川
　
也
志
保

［図２］シミの死骸拡大図

［図１］古写経からでてきたシミの死骸

［写真3］Ａ，Ｂの復元品。糸はともに二十一デニールの釜糸を、Ａは一条十本、
Ｂは一条七本用い、染色は青には藍染め、白茶は丁子染め、黄は黄蓮染めをほ
どこしたもの。

［写真2］金剛寺一切経の紐Ａ（右）とＢ（左）

【
執
筆
者
紹
介
】

で
発
見
し
た
こ
と
が
あ
る
（
図
１
・
図
２
）。
あ

り
ふ
れ
た
虫
な
の
で
発
見
と
い
う
ほ
ど
大
そ
れ
た

こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
写
経
の
軸
に
巻
か
れ
た

料
紙
に
、「
紙
」
の
「
魚
」
と
書
く
名
前
の
通
り
、

ま
る
で
小
さ
な
魚
の
よ
う
な
虫
が
張
り
付
い
て
い

た
。
白
い
鱗
粉
が
擦
れ
て
黄
檗
染
め
の
料
紙
の

表
面
で
光
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
誰
か
が
写

経
を
巻
き
戻
す
と
き
に
、
逃
げ
遅
れ
た
シ
ミ
が

巻
き
込
ま
れ
て
き
つ
く
紙
と
紙
の
間
に
挟
ま
れ

て
し
ま
っ
た
ま
ま
長
年
放
置
さ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
古
写
経
を
含
め
て
書

籍
か
ら
虫
の
死
骸
が
で
て
き
た
場
合
は
、
死
骸

か
ら
発
生
す
る
カ
ビ
や
、
さ
ら
に
そ
う
い
っ
た

害
虫
の
死
骸
を
食
す
る
昆
虫
の
誘
引
を
防
ぐ
た

A’B’ AB
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部
を
不
規
則
に
穿
孔
食
害
す
る
。
ま
た
、
成
虫

に
な
っ
て
か
ら
も
被
害
材
か
ら
脱
出
す
る
際
に

は
、
穴
を
あ
け
る
。
孔
道
の
直
径
は
、
１
㎜
未

満
で
あ
る
が
、
い
く
つ
も
の
孔
道
が
で
あ
う
と

結
果
的
に
は
大
き
な
虫
食
い
穴
を
形
成
す
る
こ

と
に
な
る
。
ひ
ど
く
な
る
と
穴
の
内
径
に
こ
び

り
つ
い
た
排
泄
物
の
せ
い
で
開
く
こ
と
も
ま
ま

な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
の
も
の
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
幼
虫
が
老
熟
す
る
と
孔
道
内
に
粉
を
唾
液

で
固
め
た
蛹
室
を
つ
く
り
、
そ
の
中
で
蛹
に
な

る
と
い
う
過
程
か
ら
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、

加
害
さ
れ
た
本
を
無
理
矢
理
開
こ
う
と
す
る
と
、

こ
の
蛹
室
の
部
分
か
ら
破
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
和
書
の
表
紙
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
ノ
リ

め
に
、
早
急
に
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

虫
糞
も
刷
毛
で
払
う
な
ど
し
て
、
可
能
な
限
り

取
り
除
く
の
が
望
ま
し
い
。

た
だ
し
、
写
真
（
図
１
・
２
）
で
見
ら
れ
る
よ

う
な
写
経
の
虫
喰
い
穴
は
、
こ
の
シ
ミ
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
強
調
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
食
害
痕
を
生
じ
る
張
本
人
が
、
主
に

シ
バ
ン
ム
シ
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
書
籍
保

存
に
関
す
る
分
野
の
人
々
の
間
で
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
シ
ミ
は
、
一
生
の
あ

い
だ
脱
皮
を
繰
り
返
し
な
が
ら
成
長
す
る
が
、
大

き
な
形
態
変
化
を
す
る
こ
と
が
な
い
（
無
変
態
）

昆
虫
で
あ
る
。
そ
し
て
、
シ
ミ
は
糞
に
よ
っ
て
書

籍
を
汚
損
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
の
口
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
紙
の
表
面
を
な
め
る
よ
う
に
か
じ
り

と
る
こ
と
は
で
き
て
も
紙
を
穿
孔
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
長
年
に
わ
た
っ
て
洋
の
東
西
を
問
わ

ず
シ
ミ
が
書
籍
害
虫
の
代
表
格
で
あ
る
と
誤
解
さ

れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
、
シ
バ
ン
ム
シ
科

（A
nobiidae

）
の
成
虫
が
３
㎜
内
外
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
シ
ミ
科
（Lepism

atidae

）
の
成
虫
が

体
長
８
〜
９
㎜
内
外
で
あ
る
ぶ
ん
だ
け
、
人
目
に

つ
き
や
す
か
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
よ

う
だ
。
偶
然
、
書
物
の
中
で
シ
ミ
を
発
見
し
た
者

が
、
料
紙
に
も
虫
喰
い
穴
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い

て
い
た
場
合
、
両
者
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と

錯
覚
し
て
し
ま
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
シ
ミ
の
存
在
の
お
か
げ
で
一
時
は

責
を
免
れ
て
い
た
も
の
の
、
写
経
を
含
む
紙
資
料

を
縦
横
無
尽
に
食
害
す
る
張
本
人
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
シ
バ
ン
ム
シ
と
は
、
ど
の
よ
う
な

昆
虫
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
で
の
名
称「
死
番
虫
」

は
、
英
語
名D

eath-w
atch

beetle

（
本
来
な
ら

ば
、「
死
時
計
虫
」を
訳
し
た
も
の
が
定
着
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
書
籍
を
加
害
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
シ
バ
ン
ム
シ
に
は
、フ
ル
ホ

ン
シ
バ
ン
ム
シ
（G

astrallus
im
m
arginatus

M
U
L
L
.

）（
図
４
）や
、
ザ
ウ
テ
ル
シ
バ
ン
ム
シ

（Falsogastrallus
sauteri

Pic

）、
タ
バ
コ
シ
バ

ン
ム
シ
（Lasioderm

a
serricorne

）、
ジ
ン
サ

ン
シ
バ
ン
ム
シ
（Stegobium

paniceum

）
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
タ
バ
コ
シ
バ
ン
ム
シ
や
ジ
ン

サ
ン
シ
バ
ン
ム
シ
は
、
各
種
の
貯
蔵
穀
物
や
家
具

な
ど
の
木
製
品
と
い
う
よ
う
に
加
害
対
象
が
広
範

囲
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
フ
ル
ホ
ン
シ
バ
ン
ム
シ

や
西
日
本
に
多
く
分
布
す
る
ザ
ウ
テ
ル
シ
バ
ン
ム

シ
の
加
害
対
象
は
、
書
籍
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と

さ
れ
て
い
る
。
フ
ル
ホ
ン
シ
バ
ン
ム
シ
の
体
長

は
、
終
齢
幼
虫
の
と
き
に
５
㎜
内
外
で
あ
る
。
ザ

ウ
テ
ル
シ
バ
ン
ム
シ
の
方
が
、
や
や
小
型
で
体
型

も
短
い
。
ま
た
、
フ
ル
ホ
ン
シ
バ
ン
ム
シ
の
幼
虫

は
、
他
の
シ
バ
ン
ム
シ
の
幼
虫
よ
り
も
や
や
細
長

い
（
図
５
）。

シ
バ
ン
ム
シ
は
、
幼
虫
で
い
る
間
に
書
物
内

［図４］フルホンシバンムシの成虫（体長 約3mm）

［図５］フルホンシバンムシの幼虫（体長 約5mm）

［図３］ヤマトシミ（Ctenolepisma villosa）の成虫（東京文化財研究所編『文化財
害虫事典』クバプロ，2001年，p.20より）



【
主
要
参
考
文
献
】

・
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
文
化
財
害
虫
事
典
』

ク
バ
プ
ロ
（
２
０
０
１
）

・
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
文
化
財
の
生
物
被

害
防
止
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
臭
化
メ
チ
ル
代
替
法

の
手
引
き
（
平
成
15
年
度
版
）
―
』
東
京
文
化

財
研
究
所
（
２
０
０
３
）

・
酒
井
雅
博
「
シ
バ
ン
ム
シ
」『
家
屋
害
虫
辞
典
』

所
収，

日
本
家
屋
害
虫
学
会
（
１
９
９
５
）

吉
川
　
也
志
保
（
き
っ
か
わ
　
や
し
ほ
）

東
京
都
生
ま
れ
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
保
存
部
で
の
イ
ン
タ

ー
ン
を
経
て
、
保
存
環
境
調
査
法
な
ど
を
学
ぶ
。
一
橋
大
学
大

学
院
博
士
後
期
課
程
に
在
学
。
研
究
テ
ー
マ
は
、
古
典
籍
保
存

の
技
術
と
歴
史
。
現
在
、
東
京
文
化
財
研
究
所
保
存
科
学
部
の

協
力
を
得
て
、
様
々
な
書
籍
文
化
財
の
保
存
環
境
を
調
査
中
。
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を
好
む
ゴ
キ
ブ
リ
類
（
図
７
）
や
、
帙
や
表
紙

な
ど
の
装
丁
に
使
用
さ
れ
る
繊
維
を
加
害
す
る

カ
ツ
オ
ブ
シ
ム
シ
類
（
図
８
）
も
書
籍
害
虫
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

先
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
被
害
を
抑
え
る

た
め
に
、
虫
干
し
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し

て
、
二
十
世
紀
半
ば
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
臭
化

メ
チ
ル
や
酸
化
エ
チ
レ
ン
な
ど
の
化
学
薬
剤
を

用
い
た
燻
蒸
処
理
を
行
っ
て
、
書
籍
害
虫
を
含

め
た
文
化
財
害
虫
を
殺
虫
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
１
９
９
７
年
の
「
オ
ゾ
ン
層

を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
第
９
回
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
議
定
書
締
約
国
会
議
」
で
決
定
さ
れ
た

と
お
り
、
一
部
の
用
途
を
除
い
て
、
臭
化
メ
チ

ル
の
使
用
は
２
０
０
４
年
末
で
全
廃
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
、
薬
剤
を
用
い
る
方
法
で
は
、
は
じ

め
は
効
果
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
し
ば
ら
く
す

る
と
害
虫
は
そ
の
薬
剤
に
対
す
る
耐
性
を
持
っ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
強
く
な
っ
た
薬
剤
は
人

体
や
環
境
に
与
え
る
影
響
も
深
刻
に
な
る
。
こ

の
た
め
、
現
在
は
、
低
酸
素
処
理
法
、
窒
素
ガ

ス
処
理
法
、
二
酸
化
炭
素
処
理
法
、
低
温
処
理

法
、
高
温
処
理
法
な
ど
様
々
な
代
替
法
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
傾
向
の
中
で
、
推

進
さ
れ
て
い
る
新
た
な
方
針
がI

P
M

（Integrated
PestM

anagem
ent：

総
合
的
有
害

生
物
防
除
管
理
）
で
あ
る
。

こ
の
化
学
薬
剤
だ
け
に
頼
ら
な
い
害
虫
防
除

法
は
、
ま
ず
害
虫
が
進
入
し
な
い
環
境
作
り
を

目
指
し
て
、
過
去
の
履
歴
と
施
設
の
点
検
を
行

い
、
清
掃
を
徹
底
し
て
、
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
を
用

い
た
日
常
の
点
検
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
推
奨

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
詳

し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
参
考
文
献

に
掲
げ
て
あ
る
東
京
文
化
財
研
究
所
編
『
文
化

財
の
生
物
被
害
防
止
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
―
臭
化
メ

チ
ル
代
替
法
の
手
引
き
（
平
成
15
年
度
版
）
―
』

東
京
文
化
財
研
究
所
（
２
０
０
３
）
を
参
照
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

［図８］ヒメマルカツオブシムシ（ Anthrenus verbasci
(Linnaeus)）の幼虫（終齢期に体長4mm内外。東京文化財研究
所編『文化財害虫事典』クバプロ，2001年，p.65より）

［図７］ゴキブリによる表紙の食害

［図６］古写経の虫食い穴。虫孔に沿ってシバンムシの幼虫と思われ
る死骸がみられる。

【
執
筆
者
紹
介
】



天
野
山
金
剛
寺
は
大
阪
府
河
内
長
野
市
天
野
町

に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
の
古
刹
で
、
そ
の
境
内
は

国
の
史
跡
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
寺
伝
に
よ

れ
ば
奈
良
時
代
行
基
の
開
創
と
さ
れ
ま
す
が
、
平

安
末
期
の
承
安
年
間（
一
一
七
一
ー
一
一
七
五
）、

阿
観（
一
一
三
七
ー
一
二
〇
七
）が
再
興
を
志
し
て

後
白
河
法
皇
に
奏
上
し
、
法
皇
が
高
屋
憲
貞
に
造

営
さ
せ
る
以
前
の
こ
と
は
明
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

治
承
二
年（
一
一
七
八
）に
は
金
堂
が
建
立
さ
れ
、

同
四
年（
一
一
八
〇
）八
月
、
在
地
の
有
力
者
源
貞

弘
が
私
領
を
寄
進
し
た
こ
と
に
よ
り
経
済
基
盤
が

築
か
れ
ま
し
た
。
貞
弘
の
寄
進
状
に
よ
る
と
本
寺

は
鳥
羽
院
の
第
三
皇
女
八
条
院
　
子
内
親
王（
一

一
三
七
ー
一
二
一
一
）の
祈
願
所
で
あ
り
、
一
切
経

の
奥
書
に
も
「
河
内
国
田
井
御
庄
八
条
院
御
領
」

（『
大
宝
積
経
』巻
一
〇
一
）と
同
寺
と
八
条
院
　
子

と
の
関
連
を
伺
わ
せ
る
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ

の
後
、
建
久
九
年（
一
一
九
八
）に
は
仁
和
寺
北
院

の
末
寺
と
な
り
、
ま
た
八
条
院
所
領
が
南
朝
方
の

大
覚
寺
統
に
伝
領
さ
れ
南
朝
と
の
繋
が
り
が
深
ま

っ
て
、
後
村
上
天
皇（
一
三
二
八
ー
一
三
六
八
）に

よ
り
食
堂
が
行
在
所
と
さ
れ
ま
し
た
。『
大
般
涅
槃

経
』『
大
般
涅
槃
経
後
分
』の
奥
書
に
は
正
平
十
四

年（
一
三
五
九
）、
後
村
上
天
皇
が
同
経
を
披
見
さ

れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
経
巻
は
早

く
よ
り
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
金
剛
寺
に
は
国
宝『
延
喜
式
』三
巻
や『
延
喜

式
神
名
帳
』一
巻
を
は
じ
め
、
多
く
の
古
文
書
・
古

金剛寺本堂

寺
院
紹
介
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記
録
・
古
画
等
が
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
調
査
対
象
で
あ
る
一
切
経
は

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
後
期
に
か
け
て
断
続
的
に
書

写
さ
れ
た
も
の
で
、
弘
安
九
年（
一
二
八
六
）七
月

付
の「
田
井
庄
大
饗
郷
天
野
一
切
経
田
里
坪
付
注

進
案
」（『
金
剛
寺
文
書
』）に
は
大
饗
郷
内
の
隼
人

竈
里
・
浮
田
里
に
合
わ
せ
て
一
町
三
〇
歩
の
一
切

経
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
一

切
経
の
作
成
が
確
固
と
し
た
経
済
的
基
盤
に
支
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
現
存

す
る
四
五
〇
〇
巻
余
り
の
う
ち
三
〇
〇
巻
近
く
に

漉
き
返
し
の
料
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
平

安
時
代
以
降
の
一
切
経
書
写
の
指
針
と
な
る『
貞

元
新
定
釈
教
録
』に
み
ら
れ
な
い
経
典
一
一
種
が

伝
存
し
て
い
る
こ
と
は
金
剛
寺
一
切
経
の
大
き
な

特
色
で
す
。
こ
の
よ
う
に
金
剛
寺
は
多
く
の
貴
重

な
遺
例
と
大
き
な
謎
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

（
上
杉
智
英
）

一
口
に
資
料
調
査
と
い
っ
て
も
、
色
々
と
苦
労

が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
調
査
先
へ
の
移
動
で
す
。
金
剛
寺
の
場
合

は
大
阪
南
部
の
河
内
に
あ
り
ま
す
か
ら
南
海
線
河

内
長
野
駅
を
目
指
し
て
み
な
が
集
ま
り
ま
す
。
そ

こ
か
ら
路
線
バ
ス
で
三
十
分
弱
の
山
間
部
で
す
。

調
査
員
の
主
力
は
ほ
と
ん
ど
東
京
在
住
の
も
の
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
交
通
費
も
馬
鹿
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
関
西
在
住
の
人
で
も
京
都
周
辺
と

も
な
る
と
、
い
つ
も
よ
り
だ
い
ぶ
早
起
き
を
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
寺
院
の
調
査

は
近
隣
の
大
学
の
図
書
館
で
調
査
を
行
う
の
と
は

最
初
か
ら
違
う
の
で
す
。
次
に
資
料
を
撮
影
す
る

た
め
に
機
材
や
こ
ま
ご
ま
と
し
た
道
具
を
揃
え
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
デ
ジ
タ
ル
撮
影
を
す
る
た

め
の
カ
メ
ラ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
画
像
デ
ー
タ

を
処
理
し
、
保
存
す
る
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
、
資
料

を
置
く
た
め

の
撮
影
台
、

カ
メ
ラ
を
取

り
付
け
る
ス

タ
ン
ド
、
文

化
財
撮
影
の

た
め
の
ラ
イ

ト
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

と
、一
般
的

な
撮
影
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
は
こ
れ
く
ら
い
の
も
の
で
大
丈
夫
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
際
の
撮
影
に
必
要
な

も
の
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
撮
影
を
円

滑
に
行
う
の
に
不
可
欠
な
小
道
具
た
ち
で
す
。
資

料
の
端
を
押
さ
え
る
ガ
ラ
ス
棒
や
正
し
い
色
を
示

す
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
ト
は
必
須
ア
イ
テ
ム
で
す
が
、

資
料
を
押
さ
え
る
様
々
な
お
も
し
は
大
切
な
も

の
で
、
資
料
の
形
状
に
よ
っ
て
、
三
種
類
ほ
ど

の
も
の
を
使
い
分
け
る
く
ら
い
神
経
を
使
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
小
道
具
は
も
と
も
と
資
料

撮
影
用
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
に
は

自
家
製
の
も
の
さ
え
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
つ
い
に
撮
影
が
行
わ
れ
る
の
で
す

が
、
こ
こ
か
ら
が
一
番
の
注
意
が
必
要
で
す
。
文

化
財
で
も
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
デ
リ
ケ
ー
ト
な
薄

い
紙
で
出
来
た
資
料
で
す
の
で
取
り
扱
い
に
は
最

善
を
尽
く
し
ま
す
。
こ
こ
が
新
人
の
調
査
員
に
と

っ
て
最
も
緊
張
す
る
時
で
あ
り
、
ベ
テ
ラ
ン
調
査

員
の
厳
し
い
指
導
の
目
が
光
る
と
こ
ろ
で
す
。
な

に
よ
り
も
資
料
の
保
全
を
第
一
に
考
え
る
こ
と
、

そ
の
た
め
の
労
力
は
決
し
て
惜
し
ま
な
い
こ
と
な

ど
が
叩
き
込
ま
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
資
料
調
査
と
は
苦
労
ば
か
り
の
話

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し

て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
大
学
の
図
書

館
で
は
得
ら
れ
な
い
生
の
資
料
を
触
る
喜
び
が
あ

る
か
ら
で
す
。
な
か
に
は
新
発
見
の
資
料
に
出
く

わ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
何

事
に
も
代
え
難
い
興
奮
を
呼
び
起
こ
し
ま
す
。

（
能
島
覚
）

調査風景

調
査
日
記

金
剛
寺

金
剛
寺



14 いとくら　

七
寺
は
大
須
観
音
の
す
ぐ
近
く
、
名
古
屋
市
中

区
門
前
町
に
あ
る
真
言
宗
智
山
派
の
名
刹
で
す
。

正
式
に
は
稲
園
山
正
覚
院
長
福
寺
と
い
い
、
天
平

七
年
（
七
三
五
）
に
行
基
に
よ
っ
て
尾
張
国
中
島

郡
萱
津
の
地
に
正
覚
院
が
開
創
さ
れ
た
の
が
始
ま

り
で
す
。
つ
い
で
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
に
は
河

内
権
守
の
紀
是
広
に
よ
り
七
区
の
精
舎
、
十
二
の

僧
坊
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
七
堂
伽
藍
が
七

寺
と
い
う
呼
称
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

仁
和
三
年（
八
八
七
）七
月
の
大
地
震
や
、
天
慶

四
年（
九
四
一
）の
平
将
門
と
藤
原
純
友
の
二
つ
の

乱
に
よ
り
荒
廃
し
ま
し
た
が
、
仁
安
二
年（
一
一
六

七
）、
勝
幡
城
主
で
あ
っ
た
尾
張
権
守
大
中
臣
朝
臣

安
長
が
亡
く
な
っ
た
娘
の
菩
提
の
た
め
に
、
そ
の
婿

豊
後
守
親
実
と
と
も
に
寺
域
を
稲
沢
市
七
ツ
寺
町

に
移
し
寺
号
を
稲
園
山
長
福
寺
と
改
め
、
七
堂
伽

藍
と
十
二
僧
坊
を
再
建
し
阿
弥
陀
如
来
と
そ
の
脇

侍
、
観
音
・
勢
至
の
二
躰
を
奉
納
し
ま
し
た
。
ま
た

こ
の
と
き
一
切
経
奉
納
も
発
願
し
、
安
元
元
年（
一

一
七
五
）正
月
か
ら
治
承
二
年（
一
一
七
八
）八
月

に
至
る
四
年
間
に
一
切
経
を
書
写
さ
せ
ま
し
た
。

こ
れ
が
現
在
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
調
査
し
て
い
る

�
七
寺
一
切
経
�
で
す
。

安
長
が
建
立
し
た
寺
塔
は
、
そ
の
後
の
建
武
の

兵
乱
で
大
半
を
焼
失
し
ま
し
た
が
、
天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）
に
清
洲
の
豪
族
で
あ
っ
た
鬼
頭
孫

左
衛
門
吉
久
が
太
閤
秀
吉
の
命
を
受
け
、
寺
域
を

清
洲
に
移
し
本
堂
を
再
建
し
ま
し
た
。

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）、
征
夷
大
将
軍
家

康
の
清
洲
城
よ
り
愛
智
郡
名
護
屋
へ
の
移
転
に
と

も
な
っ
て
、
七
寺
も
翌
年
、
名
護
屋
城
の
南
日
置

郷
（
現
在
地
）
に
再
度
移
築
さ
れ
ま
し
た
。

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
七
月
に
総
本
山
智

積
院
末
に
な
り
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
二
五
）

に
は
準
別
格
本
山
に
昇
格
し
ま
し
た
。

不
幸
に
も
昭
和
二
十
年
三
月
十
九
日
、
太
平
洋

戦
争
の
戦
火
に
よ
り
、
わ
ず
か
に
経
蔵
一
棟
を
残

し
て
全
て
を
焼
失
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
戦
火
を

免
れ
た
観
音
・
勢
至
の
二
躰
及
び
勢
至
の
光
背
、

唐
櫃
入
一
切
経
は
昭
和
二
十
五
年
に
改
め
て
国
よ

り
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。

七
寺
の
調
査
は
通
常
九
時
に
境
内
集
合
で
幕
を

開
け
ま
す
。
調
査
は
御
住
職
の
御
厚
意
で
庫
裏
の

二
部
屋
を
お
借
り
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
一
方
の
部

屋
で
は
調
書
の
記
入
、『
大
正
蔵
』
と
の
校
勘
作

業
。

も
う
一
方
が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮

影
と
そ
の
デ
ー
タ
処
理
で
す
。
両
部
屋
と
も
空
調

が
効
き
非
常
に
快
適
な
内
に
撮
影
機
材
が
組
ま

れ
、
パ
ソ
コ
ン
・
プ
リ
ン
タ
ー
が
セ
ッ
ト
さ
れ
、

ま
た
机
の
上
に
は
薄
様
が
敷
か
れ
、
筆
記
用
具
・

調
書
・
ス
ケ
ー
ル
・
刷
毛
等
が
整
然
と
並
べ
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
庫
裏
が
概
ね
調
査
部
屋
へ
と
姿
を

変
え
た
頃
、
経
蔵
か
ら
唐
櫃
を
運
び
出
し
ま
す
。

七
寺
一
切
経
の
唐
櫃
に
つ
い
て
、
そ
の
工
芸
的

手
法
と
美
術
史
的
価
値
は
早
く
か
ら
喧
伝
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
、『
尾
張
史
料
　
七
寺
一
切
経
目

録
』
所
収
の
「
七
寺
一
切
経
唐
櫃
小
考
」
に
も
そ

の
美
術
工
芸
的
価
値
や
寸
法
等
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
七
寺
の
経
蔵
の
棚
は

上
・
中
・
下
の
三
層
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
中
・

下
層
の
唐
櫃
は
そ
の
ま
ま
取
り
出
せ
ま
す
が
、
上

層
の
も
の
と
な
る
と
一
人
が
棚
の
上
に
登
り
下
の

数
人
で
そ
れ
を
受
け
取
る
と
い
う
作
業
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
細
心
の
注
意
と
最
大
の
力
が
必
要
な

作
業
で
あ
り
、
御
住
職
の
見
守
ら
れ
る
中
、
重
要

文
化
財
の
重
さ
を
両
手
に
感
じ
つ
つ
慎
重
に
庫
裏

へ
と
運
ん
で
い
き
ま
す
。
唐
櫃
を
運
ぶ
に
あ
た
り

櫃
に
よ
っ
て
重
量
の
差
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま

す
。
こ
れ
は
勿
論
唐
櫃
自
体
の
重
さ
の
差
異
で
は

な
く
、
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
経
典
の
装
丁
に
由

来
す
る
も
の
で
す
。
唐
櫃
を
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
折

本
の
利
便
性
が
繙
読
だ
け
で
な
く
収
納
に
も
及
ん

で
い
る
こ
と
を
実
体
験
と
し
て
改
め
て
感
じ
さ
せ

ら
れ
ま
す
。

い
ず
れ
の
調
査
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

醍
醐
味
は
や
は
り
実
物
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
に
あ

り
、
そ
こ
に
は
活
字
・
写
真
等
で
は
拾
い
き
れ
な
い

多
く
の
情
報
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
平
安
末
期
の
写
経

に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
た
僥
倖
と
、
戦
火
の
中
経

典
・
唐
櫃
を
避
難
さ
せ
た
先
人
の
労
苦
に
思
い
を

馳
せ
つ
つ
七
寺
で
の
一
日
は
暮
れ
て
い
き
ま
す
。

（
上
杉
智
英
）

七寺経蔵、明治５年（1872）建造。寄棟レンガ造り。第二次大戦時の空
襲を経て現在に至る。

寺
院
紹
介

調
査
日
記

七
寺

七
寺

（
興
津
香
織
）

七寺本堂



今
後
の
活
動
予
定

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
今
後
、
国
際
仏
教
学

大
学
院
大
学
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
随
時

紹
介
し
て
い
く
予
定
で
す
（U

R
L

は
奥
書
参
照
）。

お
問
い
合
わ
せ
等
は
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
実

行
委
員
会
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◇
公
開
研
究
会
◇

※
タ
イ
ト
ル
は
仮
題
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

場
所：

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学

第
１
回
　
５
月
27
日
（
土
）

落
合
俊
典
（
本
学
教
授
）

「
一
切
経
と
一
切
経
音
義
」

箕
浦
尚
美
（
研
究
員
）

「
玄
應
撰
『
一
切
経
音
義
』
の
日
本
現
存
写
本
に

つ
い
て
」

上
杉
智
英
（
本
学
博
士
課
程
・
研
究
補
助
員
）

「
日
本
古
写
経
中
の
『
往
生
礼
讚
』」

第
２
回
　
10
月
14
日
（
土
）

宇
都
宮
啓
吾
（
大
谷
女
子
大
学
助
教
授
）

「『
大
乗
起
信
論
』
の
古
点
本
に
つ
い
て
」

池
　
麗
梅
（
研
究
員
）

「
金
剛
寺
本
『
餓
鬼
報
応
経
』
に
つ
い
て
」

佐
藤
も
な
（
研
究
員
）

「『
七
女
経
』
古
写
本
に
関
す
る
諸
問
題
」

第
３
回
　
11
月
18
日
（
土
）

木
村
清
孝
（
本
学
教
授
）

「
金
剛
寺
本
『
大
乗
起
信
論
』
の
思
想
的
特
徴
に

つ
い
て
」

青
木
　
進
（
研
究
員
）

「『
木
　
子
経
』
と
『
木
　
経
』」

林
寺
正
俊
（
研
究
員
）

「
日
本
古
写
経
中
の
『
五
王
経
』
に
つ
い
て
」

◇
公
開
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
◇

日
時：

12
月
２
日
（
土
）

Ｌ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン

（
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
他

◇
出
版
物
◇

日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
　
第
二
輯

『
大
乗
起
信
論
』

研
究
代
表
者

今
西
順
吉
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
・

国
際
仏
教
学
院
理
事
長
）

研
究
分
担
者

原
　
實
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）

H
ubertD

urt

（
同
・
教
授
）

津
田
眞
一
（
同
・
教
授
）

木
村
清
孝
（
同
・
学
長
、
教
授
）

デ
レ
ア
ヌ
フ
ロ
リ
ン
（
同
・
教
授
）

落
合
俊
典
（
同
・
教
授
）

赤
尾
栄
慶

（
京
都
国
立
博
物
館
保
存
修
理
指
導
室
長
）

高
田
時
雄
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
）

梶
浦
　
晋

（
同
・
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
助
手
）

C
hristian

W
ittern

（
同
・
附
属
漢
字
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
授
）

宇
都
宮
啓
吾
（
大
谷
女
子
大
学
助
教
授
）

大
倉
孝
昭
（
同
・
教
授
）

中
川
　
優
（
和
歌
山
大
学
教
授
）

村
川
猛
彦
（
同
・
専
任
講
師
）

研
究
協
力
者

佐
藤
愛
弓

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（PD

））

能
島
　
覚

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
宗
学
院
研
究
生
）

三
宅
徹
誠
（
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

林
　
敏
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
博
士
課
程
）

末
木
康
弘
（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
属
図
書

館
副
館
長
）

研
究
員
（P

D

）

青
木
　
進
・
林
寺
正
俊
・
箕
浦
尚
美
・

佐
藤
も
な
・
池
　
麗
梅

研
究
補
助
員
（R

A

）

興
津
香
織
・
上
杉
智
英

学
術
フ
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《
古
写
経
紹
介
　
そ
の
二
》

《
蔵
の
中
》
〜
ト
ピ
ッ
ク
ス
〜

七
寺
経
蔵
や
古
写
経
の
紙
な
ど
の
素
材

に
つ
い
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
切
り
込
ん

で
紹
介
致
し
ま
す
。

《
寺
院
紹
介
》
西
方
寺

そ
の
他
、
古
写
経
に
関
す
る
新
鮮
な
話

題
に
つ
い
て
掲
載
致
し
ま
す
。

※
所
属
機
関
・
身
分
は
平
成
18
年
３
月
現
在
。

な
お
、
大
谷
女
子
大
学
は
平
成
18
年
４
月
よ
り

大
阪
大
谷
大
学
と
な
り
ま
す
。
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