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「東アジア仏教写本研究拠点の形成」ニュースレター
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いとくら　 1いとくら　 1

日
本
古
写
経
研
究
の
課
題
　
　
　
　
　

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
長

今
西
　
順
吉

昨
年
度
で
終
了
し
た
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア「
奈
良
平
安
古
写
経
研

究
拠
点
の
形
成
」の
事
業
は
多
く
の
方
々
の
御
協
力
の
も
と
に
多

大
な
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
研
究
成
果
を
踏

ま
え
て
今
年
、
本
学
に
新
た
に
日
本
古
写
経
研
究
所
を
設
立
し
、

将
来
に
わ
た
る
研
究
の
拠
点
を
築
き
ま
し
た
。

大
正
新
脩
大
蔵
経
の
出
版
は
漢
訳
仏
典
の
共
通
テ
キ
ス
ト
を
国

際
的
に
提
供
す
る
と
い
う
大
事
業
で
し
た
。
極
め
て
困
難
で
あ
っ

た
は
ず
の
こ
の
出
版
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
仏

教
学
の
永
い
歴
史
を
貫
い
て
存
在
し
た
厳
密
な
文
献
研
究
へ
の
学

問
的
精
神
が
、
仏
教
界
・
仏
教
学
界
お
よ
び
広
範
な
社
会
的
支
持

の
も
と
に
爆
発
的
に
結
晶
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
ら
た

め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
明
治
の
開
国
に
よ
っ

て
海
外
の
仏
教
研
究
者
と
の
交
流
が
深
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

欧
州
は
第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
未
曾
有
の
大
惨
禍
に
見
舞
わ
れ
、

世
界
平
和
へ
の
祈
願
が
頂
点
に
達
し
、
仏
教
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た

時
期
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
、
時
機
相
応
の
事

業
で
し
た
。

現
在
、
仏
教
研
究
は
国
際
的
に
も
極
め
て
盛
ん
で
す
が
、
仏
典

の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
新
た
な
時
代
に
入
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
大
正
新
脩
大
蔵
経
は
高
麗
大
蔵
経
を
底
本
と
し
て
、

三
本
そ
の
他
の
異
読
を
注
記
し
て
お
り
ま
す
が
、
近
年
の
研
究
で

は
底
本
よ
り
も
異
読
の
方
を
採
用
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
多
数
の
刊
本
大
蔵
経
が
ほ
ぼ
全
て
利
用
可
能
と

な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
の
写
経
の
ほ
か
に
、
日
本
の

古
写
経
も
加
え
て
、
こ
れ
ら
の
比
較
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
で
す
か
ら
、
共
通
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
新

し
い
校
訂
本
が
不
可
欠
で
す
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
最
も
重

要
と
み
な
さ
れ
て
い
る
日
本
の
古
写
経
が
容
易
に
参
照
で
き
る
よ

う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
西
洋
で
は
写
本
は
最
高
の
文
化
遺

産
で
あ
り
、
人
文
学
の
最
終
的
根
拠
は
写
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
西
洋
の
影
響
が
強
い
イ
ン
ド
で
は
、
敦
煌
写
本
の

発
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
約
百
年
前
に
、
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に

し
て
、
仏
教
写
本
の
調
査
が
す
で
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
日
本

の
古
写
経
の
調
査
研
究
は
喫
緊
の
課
題
で
す
。

日
本
の
古
写
経
を
研
究
す
る
意
義
は
、
狭
義
の
文
献
研
究
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
、
脚
下
照
顧
と
い
う
点
に
あ
り
ま

す
。
本
誌
「
い
と
く
ら
」が
表
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
古
写
経
そ

の
も
の
が
文
化
を
総
合
的
に
宿
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
事
実
は

古
写
経
が
総
合
的
な
文
化
の
中
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
仏

教
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い

る
現
代
と
い
う
時
代
の
要
請
に
応
え
る
仏
教
研
究
の
一
環
と
し
て
、

仏
典
の
調
査
研
究
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
存
じ
ま

す
。
今
後
と
も
皆
様
方
の
御
協
力
を
御
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。



2 いとくら　

いとくら：私たちが調査している古写経を収める「経蔵」からの造語。「経」を意味するサンスクリット語“sutra”には「いと」などの
意味があり、また「経」には「たていと」という読みがあることから、「経蔵」を「いとくら」と読んでニュースレターのタイトル
としました。
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いとくら　 3

日
本
の
仏
教
文
化
の
起
源
を
考
え
る
時
、
東
ア
ジ

ア
全
域
の
文
化
交
流
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
全
体

像
が
見
え
ま
せ
ん
。
こ
の
地
域
は
、
古
代
か
ら
近
世

に
至
る
ま
で
漢
字
で
書
か
れ
た
漢
語
を
共
通
言
語

と
し
て
活
発
な
交
流
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
り

わ
け
大
陸
か
ら
日
本
へ
の
書
物
伝
播
に
は
注
目
す
べ

き
事
柄
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

ど
う
や
ら
私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
唐
の
長
安

や
洛
陽
か
ら
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
た
漢
籍
や
仏
典
の

総
数
は
大
量
の
よ
う
で
し
た
。

漢
籍
に
関
す
る
重
要
な
記
録
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、『
旧
唐
書
』
倭
国
日
本
伝
に
記
さ
れ
た
も

の
で
す
。
日
本
か
ら
来
た
使
人
が
長
安
に
あ
っ
た

書
物
を
大
量
に
購
い
求
め
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す

〔
写
真
１
（
１
）〕。
こ
の
人
物
は
誰
で
し
ょ
う
。
太
田
晶
二
郎

氏
に
依
れ
ば
吉
備
真
備
で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
（
２
）。
こ
れ

は
ま
さ
し
く
倭
国
が
書
物
を
通
じ
て
唐
の
文
化
を

摂
取
し
よ
う
と
し
た
決
意
と
実
行
力
の
高
さ
を
示

す
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

二
つ
は
、
名
古
屋
の
大
須
観
音
の
南
側
に
あ
る

七
寺

な
な
つ
で
ら
と
い
う
古
刹
に
伝
わ
っ
た
写
本
（
３
）
に
見
ら
れ
る

記
述
で
す
。
何
と
仏
典
の
総
巻
数
を
一
万
二
千
三
百

巻
と
す
る
一
方
、
漢
籍
を
三
万
九
千
巻
と
し
て
い
ま

す
〔
写
真
２
〕。
恐
ら
く
中
央
官
庁
に
関
係
あ
る
施

設
の
蔵
書
総
数
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
記
録
は

俄
に
は
信
じ
が
た
い
の
で
す
が
、
仏
典
総
巻
数
は
私

の
計
算
で
は
十
分
根
拠
の
あ
る
数
字
で
す
（
４
）。
問
題
は

漢
籍
の
数
字
で
す
が
、
こ
れ
も
決
し
て
出
鱈
目
な
数

字
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
吉
備
真
備
が
遣

唐
使
と
し
て
渡
っ
た
百
年
以
上
の
前
の
隋
代
で
は
、

漢
籍
の
総
数
を
調
べ
る
と
そ
の
巻
数
は
四
万
数
千
巻

と
な
り
ま
す
（
５
）。
唐
代
の
記
録
書
で
あ
る『
旧
唐
書
』

や
『
新
唐
書
』
を
見
ま
す
と
そ
れ
が
五
万
、
六
万
と

増
加
し
て
い
ま
す
が
、
要
は
当
時
そ
の
巻
数
が
公
的

な
全
体
像
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
日
本
の
漢
籍
に
関
す
る
記
録
で
あ
り
ま

す
『
日
本
国
現
在
書
目
録
』に
は
一
万
七
千
巻
ほ
ど

が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
（
６
）。
こ
れ
は
散
逸
し
た
漢
籍
を

目
録
化
す
る
こ
と
で
何
と
か
復
元
し
よ
う
と
し
た

結
果
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
巻
数

以
上
の
漢
籍
が
存
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の

で
す
。

以
上
の
よ
う
な
記
録
を
信
じ
る
と
す
れ
ば
日
本

に
は
大
量
の
写
本
（
書
物
、
内
典
な
い
て
ん

の
仏
典
と
外げ

典て
ん

の
漢
籍
）が
伝
来
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。
当
時
の
困
難
な
海
上
交
通
を
考
え
る
と
、

日
本
人
が
い
か
に
力
を
尽
く
し
た
か
が
推
し
量
ら

れ
て
遣
唐
使
に
関
わ
っ
た
人
々
の
労
苦
が
偲
ば
れ

ま
す
。

吉
備
真
備
に
同
行
し
た
玄

は『
開
元
録
』に
基

づ
く
一
切
経
五
千
余
巻
を
持
ち
帰
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
（
７
）
。
そ
こ
で
日
本
は
国
を
挙
げ
て
、
唐

か
ら
請
来
さ
れ
た
神
々
し
い
経
典
を
鏡
鑑
と
し
て

大
々
的
な
一
切
経
書
写
事
業
を
推
進
し
、
多
く
の

日
本
製
写
経
が
全
国
各
地
に
広
ま
り
ま
し
た
。
今
日

で
は
そ
れ
ら
を
奈
良
写
経
と
称
し
て
い
ま
す
が
、

実
は
そ
の
後
の
写
経
事
業
で
使
わ
れ
た
底
本
の
大

半
が
こ
の
奈
良
写
経
か
、
も
し
く
は
そ
の
転
写
本

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
貴
族
や
地
方
の
有
力

者
の
支
援
に
よ
る
書
写
事
業
に
よ
っ
て
多
く
の
経
巻

が
書
写
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
和
紙

は
世
界
で
も
っ
と
も
強
靱
な
書
写
媒
体
で
あ
り
ま

し
た
が
、
火
災
と
虫
害
に
弱
く
、
大
半
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
現

存
す
る
日
本
古
写
経
（
奈
良
写
経
・
平
安
写
経
・

鎌
倉
写
経
）は
合
算
す
る
と
数
万
巻
に
達
し
、
厳
密

な
校
勘
を
行
う
上
で
貴
重
な
資
料
と
言
え
ま
す
。

こ
の
日
本
古
写
経
は
敦
煌
写
経
と
親
近
性
が
濃
厚

で
、
唐
代
の
長
安
仏
教
テ
キ
ス
ト
を
復
元
す
る
際

に
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
貴
重
な
文
献
資
料
群
で

あ
り
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
拠
点
の
形
成

特　集特 集特特特特特特特特 集集集集集集集集特特特特特特特特 集集集集集集集集集集集集集集集特特特特特特 集集集集集集特特特特特特特特特 集集集集集特特　集集集集特特特特　

新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
始
動
！

「
東
ア
ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
拠
点
の
形
成
」の
概
要

落
合
俊
典〔写真１〕『旧唐書』倭国日本伝（岩波文庫本影

印（130～131頁）より）

〔写真2〕七寺蔵『一切経論律章疏集（伝録）并私記巻上』巻首（七寺古逸経典
研究叢書』第六巻口絵より）

a a

a
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一
方
、
一
切
経
以
外
の
章
疏
集
伝
記
な
ど
の
仏
教

写
本
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
平
安
時
代

後
期
の
諸
記
録
に
基
づ
き
ま
す
と
、
こ
れ
ら
の
総
巻

数
は
筆
者
の
試
算
に
依
れ
ば
約
七
千
巻
に
達
し
ま

す
。
こ
ち
ら
は
主
に
東
ア
ジ
ア
の
学
問
寺
院
に
お

け
る
研
究
が
結
実
し
た
も
の
で
し
て
、
所
蔵
し
て
い

た
寺
院
は
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
一
切
経
の
書
写

事
業
を
推
進
し
た
全
国
各
地
の
寺
院
も
、
こ
の
学
問

的
な
仏
典
ま
で
書
写
す
る
必
要
性
を
認
め
る
こ
と

は
少
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
認
め
て
も
経
済
力
が
許

さ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
仏
教
学
研
究
の
精
華
が
見

ら
れ
る
約
七
千
巻
の
仏
教
写
本
は
現
在
ど
う
な
っ

て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
明
確
な
数
字
を
示
す
こ
と
は

難
し
い
の
で
す
が
、
恐
ら
く
三
分
の
一
も
残
っ
て
い

な
い
で
し
ょ
う
。
大
変
残
念
な
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
現
在
残
っ
て
い
る
仏
教

写
本
を
き
ち
ん
と
調
査
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、

研
究
資
料
と
し
て
広
く
世
界
に
公
開
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
の
展
開
は
様
々
な
宗
教
活
動
に
依
り
ま
す

が
、
経
典
な
ど
の
伝
播
は
、
一
切
経
の
写
経
事
業
に

よ
っ
て
大
き
く
展
開
し
ま
す
。
そ
の
形
態
も
、
一
字

一
字
丁
寧
に
書
い
て
い
く
写
経
か
ら
木
版
に
よ
る

大
量
生
産
の
時
代
に
移
行
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は

中
国
の
北
宋
時
代
に
始
ま
り
ま
し
た
。
十
世
紀
の

後
半
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
最
初
の
刊
本
大
蔵
経

が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
十
三
世
紀
に
な
る
と

種
々
な
刊
本
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
盛
ん

に
日
本
に
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の

陰
で
日
本
古
写
経
は
使
用
頻
度
が
低
下
し
、
資
料

的
価
値
も
無
く
な
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

近
代
に
な
る
と
活
字
本
が
出
ま
す
。
そ
し
て
現
代

で
は
、
従
来
の
研
究
の
大
半
は
刊
本
や
活
字
本
を

中
心
と
し
た
研
究
に
依
存
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
二
十
世
紀
初
頭
に
敦
煌
写
本
が
発
見
さ
れ
て

か
ら
は
、
欧
米
や
中
国
で
は
、
写
本
を
基
に
し
た

文
献
研
究
が
徐
々
に
浸
透
し
、
今
や
ほ
と
ん
ど
主
流

と
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
お
い
て
は
、

古
写
経
や
古
写
本
が
多
く
存
在
し
な
が
ら
、
依
然

と
し
て
刊
本
や
活
字
本
を
中
心
に
し
た
研
究
が
主

体
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
鑑
み
て
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
、
豊
富
な
日
本
古
写
経
の
集
成
を
一
層
図
る

と
と
も
に
、
さ
ら
に
全
国
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

仏
教
写
本
の
集
成
を
企
図
し
、
そ
の
上
で
写
本
を

基
に
し
た
仏
教
文
献
研
究
の
一
大
拠
点
と
な
る
べ

く
研
究
事
業
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
も
と
よ
り

写
本
だ
け
が
最
高
最
善
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
典

籍
は
、
諸
本
を
比
較
研
究
し
そ
の
原
意
を
読
み
取

る
と
と
も
に
長
い
年
月
に
少
し
ず
つ
変
相
し
て
い
っ

た
解
釈
や
本
文
を
細
密
に
検
証
し
て
い
く
作
業
が

大
事
で
す
。

仏
教
写
本
に
つ
い
て
、
今
一
例
を
挙
げ
て
み
ま

し
ょ
う
。
中
国
南
北
朝
時
代
ま
で
の
仏
教
教
学
を

集
大
成
し
た
重
要
典
籍
、
浄
影
寺
慧
遠（
五
二
三
〜

五
九
二
）が
撰
述
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る『
大
乗
義

章
』
二
十
巻
が
あ
り
ま
す
。『
大
正
蔵
』
四
十
四
巻
に

収
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
底
本
は
江
戸
時
代

版
本
（
８
）
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
阪
府
河
内
長
野
市
の
天

野
山
金
剛
寺
に
あ
る
院
政
期
写
本
（
９
）〔
写
真
３
〕
を
見

ま
す
と
そ
の
編
成
が
大
き
く
異
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
逸
文
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
江
戸
時
代
に
版
本
と
し
て
上
梓
す
る
際
に

大
幅
な
改
訂
を
行
っ
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、
問
題
は
敦
煌
な
ど
に
目
が
向
い
て
、
日
本

の
古
写
本
に
基
づ
く
原
文
研
究
や
諸
本
研
究
を
し

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
に
残
る
仏
教
写
本
を
再
調
査

し
て
、
文
献
学
的
研
究
を
本
格
化
す
る
こ
と
は
、

敦
煌
学
が
隆
盛
と
な
っ
て
い
る
東
ア
ジ
ア
仏
教
研

究
に
大
き
な
寄
与
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
仏
教

写
本
を
基
に
し
た
新
た
な
校
訂
本
作
成
の
拠
点
と

す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
古
代
中
世
の
仏
教
写
本

は
東
ア
ジ
ア
仏
教
世
界
の
共
通
言
語
の
漢
語
・
漢
文

で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
仏
教
写
本
が
、
東

ア
ジ
ア
世
界
で
、
思
索
研
究
さ
れ
て
き
た
深
遠
な

言
語
空
間
を
解
明
す
る
一
助
に
な
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
い
え
、
大
き
な
寄
与
を
な
す
こ
と
は
疑

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
表
現
を
変
え
ま
す
な
ら

ば
、
仏
教
学
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
新
た
な
人
文

古
典
学
の
出
発
点
と
な
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
新
た
な

研
究
拠
点
を
設
置
し
、
継
続
的
に
研
究
を
推
進
す

る
こ
と
は
今
日
特
に
求
め
ら
れ
る
重
要
課
題
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
関
係
諸
機
関
の
寛
大
な
ご
支
援
を

期
待
し
ま
す
と
と
も
に
、
仏
教
研
究
者
か
ら
の
暖
か

い
ご
理
解
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

【
註
】

（
１
）
岩
波
文
庫
本
『
旧
唐
書
倭
国
日
本
伝
』（
石
原
道

博
編
訳
）に
よ
れ
ば
、「
得
た
と
こ
ろ
の
錫し

賚ら
い（
た

ま
も
の
）、
こ
と
ご
と
く
文
籍
を
か
い
、
海
上
を

通
っ
て
還
っ
た
。」
と
あ
り
ま
す
。

（
２
）
太
田
晶
二
郎
「
吉
備
真
備
の
漢
籍
将
来
」（『
太
田

晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成

三
年
）。

（
３
）『
一
切
経
論
律
章
疏
集（
伝
録
）并
私
記
巻
上
』

（『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
』
第
六
巻
、
大
東
出

版
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
４
）
九
世
紀
以
降
の
基
準
と
な
る
一
切
経
の
総
巻
数

は『
貞
元
録
』に
依
る
五
三
五
一
巻
で
す
が
、
別
生

経
や
不
入
蔵
経
典
を
加
え
る
と
六
千
巻
前
後
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
章
疏
集
伝
記
等

の
六
千
数
百
巻
を
加
え
る
と
ほ
ぼ
一
万
二
千
三

百
巻
に
な
り
ま
す
。

（
５
）『
隋
書
』経
籍
志
の
末
に「
大
凡
経
伝
存
亡
及
道
仏
、

六
千
五
百
二
十
部
、
五
万
六
千
八
百
八
十
一
巻
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
道
仏
経
の
七
千
四
百
十

四
巻
を
引
く
と
四
万
九
千
四
百
六
十
七
巻
と
な

り
ま
す
。
こ
の
数
字
は
隋
代
に
散
逸
し
た
書
も
含

ま
れ
て
お
り
ま
す
の
で
当
時
存
し
た
漢
籍
の
総

数
は
四
万
巻
前
後
と
な
る
で
し
ょ
う
。

（
６
）『
日
本
国
現
在
書
目
録
』
は
藤
原
佐
世
に
よ
っ

て
十
世
紀
に
編
纂
さ
れ
ま
し
た
。

（
７
）『
続
日
本
記
』
巻
第
十
六
「
聖
武
天
皇
天
平
十

八
年
六
月
」。

（
８
）
延
宝
二
年
刊
（
一
六
七
四
年
）。
大
谷
大
学
図
書

館
蔵
、
本
学
蔵
、
そ
の
他
蔵
。

（
９
）
金
剛
寺
蔵
『
大
乗
義
章
』（
金
剛
寺
聖
教
一
二
―

四
）。
現
存
数
は
全
二
十
巻
の
内
十
四
巻
で
す
。

な
お
こ
の
他
に
『
大
乗
義
章
義
目
』
一
巻
（
金

剛
寺
聖
教
一
七
―
四
八
八
）が
あ
り
ま
す
。

（
本
学
教
授
）

〔写真3〕金剛寺蔵院政期写『大乗義章』
第十六巻頭
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大
正
十
一
年（
一
九
二
二
）、
興
福
寺
東
金
堂
天
井
裏
の
塵
埃
の

中
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』の
古
写
本
が
発
見
さ
れ
た
。
現
在
で
は

国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の『
霊
異
記
』
古
写
本
の
出
現
の
裏
に
、

も
う
ひ
と
つ
別
の
資
料
の
出
現
劇
が
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
の
と
き
、
時
を
同
じ
く
し
て
出
現
し
た
の
が
、
本
稿

で
取
り
上
げ
る『
金
蔵
論
』で
あ
る
。

『
金
蔵
論
』は
、
中
国
北
朝
末
期
に
釈
道
紀
と
い
う
人
物
に
よ
っ

て
編
ま
れ
た
書
で
あ
る
。
こ
れ
が『
霊
異
記
』の
背
面
に
書
写
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る（
正
確
に
は『
霊
異
記
』が
紙
背
）。
こ
の
二
書
が

表
裏
に
写
さ
れ
て
い
た
の
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
が
た
い
。

周
知
の
と
お
り
、『
霊
異
記
』に
は
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
っ
た

因
果
応
報
を
語
る
説
話
が
多
く
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の『
金

蔵
論
』
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
典
か
ら
抄
出
さ
れ
た
善
悪
の
因
縁

譚
を
中
心
に
編
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は『
霊
異

記
』
と『
金
蔵
論
』
を
結
ぶ「
縁
」が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
近
年
、
こ
の『
金
蔵
論
』
研
究
は
、
奇
し
き
「
縁
」に
導
か

れ
る
か
の
よ
う
に
劇
的
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
東
ア

ジ
ア
仏
教
写
本
研
究
の
一
事
例
と
し
て
、
筆
者
が『
金
蔵
論
』に
か
か

わ
る
こ
と
と
な
っ
た
平
成
十
三
年（
二
〇
〇
一
）以
降
の『
金
蔵
論
』

研
究
進
展
の
経
緯
を
紹
介
し
た
い
。
少
々
裏
話
め
い
た
形
と
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
を
お

ゆ
る
し
い
た
だ
き

た
い
。

平
成
十
三
年
、
筆

者
の
参
加
す
る
牧

田
諦
亮
先
生
主
催

の
研
究
会
で
は
、
あ

ら
た
な
研
究
対
象

と
し
て
『
金
蔵
論
』

を
輪
読
す
る
こ
と

を
決
め
た
。
こ
の
時

点
で
知
ら
れ
て
い
た

『
金
蔵
論
』
写
本
は
、

全
七
巻
（
あ
る
い
は

九
巻
）の
う
ち
、
先
述

の
興
福
寺
本
巻
六

と
大
谷
大
学
博
物
館
蔵
法
隆
寺
旧
蔵
本（
谷
大
本
）巻
一
、
二
の
み

で
あ
っ
た
。
こ
の『
金
蔵
論
』
日
本
古
写
本
を
対
象
と
す
る
研
究
会

は
、
そ
の
後
平
成
十
七
年
か
ら
宮
井
里
佳
氏
を
代
表
者
と
す
る

科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
中
国
北
朝
後
半
期
の
仏
教

の
類
書
『
金
蔵
論
』の
研
究
」
へ
と
発
展
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
古

写
本
の
三
巻
だ
け
で
は
、
断
片
的
に
し
か『
金
蔵
論
』の
姿
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
、
三
巻
の
う
ち
谷
大
本
の
巻
二

は
他
の
巻
と
形
式
や
内
容
が
異
な
り
、
そ
れ
が
全
体
像
の
把
握
を

妨
げ
て
い
た
。『
金
蔵
論
』
研
究
は
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
隘
路
を
切
り
開
い
た
の
が
、
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
齊

藤
隆
信
氏
が
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
一
本
の
論
文
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
荒
見
泰
史
氏
が
中
国
で
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ

に
は
敦
煌
写
本
の
中
か
ら『
金
蔵
論
』が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
荒
見
氏
の
貴
重
な
ご
指
摘
は
、
数
点

の
あ
ら
た
な『
金
蔵
論
』
敦
煌
本
出
現
へ
の「
縁
」
と
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
そ
の
敦
煌
本
調
査
の
た
め
に
訪
問
し
て
い
た
大
英
図
書
館
で
、

た
ま
た
ま
同
じ
時
期
に
調
査
中
で
あ
っ
た
　
　
　
氏
に
別
の『
金
蔵

論
』
敦
煌
本
を
ご
教
示
い
た
だ
く
な
ど
、つ
ぎ
つ
ぎ
と『
金
蔵
論
』
を

め
ぐ
る「
縁
」
が
結
ば
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
確
認
さ

れ
て
い
る『
金
蔵
論
』
敦
煌
写
本
は
八
点
四
本
に
の
ぼ
る
。

敦
煌
本
の
出
現
に
よ
り
、
日
本
の
古
写
本
に
欠
け
て
い
た
巻
五

の
内
容
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、『
金
蔵
論
』が「
〜
縁
」

と
い
う
章
を
た
て
て
テ
ー
マ
毎
に
説
話
を
類
従
す
る
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
一
方

で
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
形
式
を
も
た
な
い
谷
大
本
巻
二
の
異
質
性
を

際
だ
た
せ
る
結
果
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
谷
大
本
巻
二
が

竄
入
で
あ
る
こ
と
を
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
資
料
が
出
現
す
る
。

平
成
二
十
一
年
春
、
落
合
俊
典
氏
、
林
寺
正
俊
氏
、
上
杉
智
英
氏

は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
前
身
で
あ
る
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
調
査
の

世
界
各
国
に
残
る
諸
本
よ
り
全
体
像
の
復
元
を
図
る

『
金
蔵
論
』を
め
ぐ
る「
縁
」
―
日
本
古
写
本
か
ら
敦
煌
写
本
、
韓
国
版
本
へ
―

本
井
牧
子



た
め
韓
国
釜
山
の
古
刹
、
梵
魚
寺
を
訪
問
中
に
、
聖
寶
博
物
館
に

陳
列
さ
れ
て
い
た
『
金
蔵
論
』
版
本
を
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
梵
魚
寺
本
は
谷
大
本
と
同
じ
巻
一
と
巻
二
の
合
冊
で
あ
り
な

が
ら
、
巻
二
の
内
容
が
谷
大
本
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

果
た
し
て
そ
れ
は「
〜
縁
」
と
い
う
章
を
も
つ
、
他
の
巻
と
共
通
す

る
形
式
の
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
が
本
来
の『
金
蔵
論
』
本
文
で

あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
い
が
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
梵
魚
寺
本
の

巻
頭
に
は
章
の
目
録
が
付
さ
れ
て
お
り
、
散
逸
部
分
も
含
め
、『
金

蔵
論
』
全
体
の
構
成
が
判
明
す
る
な
ど
、
梵
魚
寺
本
の
出
現
は『
金

蔵
論
』と
い
う
書
物
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
を
も

つ
も
の
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
は
、
藤
本
幸
夫
氏
を
講
師
に
招
き
、

朝
鮮
版
本
に
関
す
る
知
見
を
得
る
な
ど
、
梵
魚
寺
本
の
調
査
の
た

め
の
準
備
を
進
め
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
今
度
は
佐
藤
厚

氏
よ
り
、
韓
国
で
刊
行
さ
れ
た
崔
�
植
氏
に
よ
る『
金
蔵
論
』に
関

6 いとくら　

す
る
論
文
が
提
供

さ
れ
た（
後
に
藤
本

氏
か
ら
も
ご
教
示

い
た
だ
い
た
）。
こ
の

論
文
に
よ
り
、
梵
魚

寺
本
出
現
に
先
立
っ

て
南
權
熙
氏
が
梵

魚
寺
本
と
同
版
と

み
ら
れ
る
版
本
の

断
簡
を
発
見
さ
れ
て

い
た
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。『
金
蔵

論
』関
連
の
資
料
や

研
究
が
、「
縁
」に
よ
っ

て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
た
ぐ

り
よ
せ
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
専
ら
筆
者
の
視
点
か
ら
時
間
を
追
っ
て
経
緯
を
述
べ

て
き
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
段
階
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で

に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
な
が
め

て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
古
写
本
の
輪
読
を
は
じ
め
た
の
が

平
成
十
三
年（
二
〇
〇
一
）、
荒
見
氏
が
敦
煌
写
本
に
関
す
る
論
文

を
発
表
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
三
年
、
南
氏
が
韓
国
版
本
の
断
簡
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
二
年
と
、
三
つ
の
研
究
が
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
、
し
か
し
全
く
接
点
を
も
た
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

中
国
北
朝
末
期
に
編
ま
れ
た『
金
蔵
論
』は
、
敦
煌
、
韓
国
、
日
本

に
そ
の
姿
を
留
め
て
い
た
。
現
物
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
、
ト
ル
フ
ァ
ン
に
も
伝
わ
っ
た
痕
跡
が
あ
る
と
い
う
。
東
ア
ジ
ア

に
広
く
流
布
し
た『
金
蔵
論
』が
、
今
度
は
東
ア
ジ
ア
各
地
で
研
究

対
象
と
な
り
、
こ
こ
へ
き
て
よ
う
や
く
、
そ
れ
ら
の
研
究
の「
縁
」が

結
ば
れ
、
学
術
交
流
が
行
わ
れ
る
と
い
う
段
階
に
入
っ
て
き
た
。

平
成
十
九
年
の
日
台
共
同
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
佛
教
文
獻
と
文
學
」

（
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
21
世
紀
Ｃ
Ｏ

Ｅ
・
台
湾
南
華
大
学
共
催
）や
、
平
成
二
十
二
年
の
韓
国
金
剛
大
学

校
仏
教
文
化
研
究
所
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー「
東
ア
ジ
ア
古
代
仏
教
写
本

研
究
の
現
況
」
な
ど
で
、『
金
蔵
論
』が
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
に
設
定
さ

れ
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

本
年
度
は
、『
金
蔵
論
』に
関
連
す
る
書
籍
が
、
中
国
、
韓
国
、
日
本

で
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
る
。
荒
見
氏
『
中
国
講
唱
文
学
研
究
』（
中

華
書
局
）は
敦
煌
本
の
翻
刻
と
研
究
論
文
を
収
め
る
。
韓
国
で
は

梵
魚
寺
本
の
影
印
が
崔
氏
の
解
題
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
た（『
梵
魚

寺
所
蔵
国
家
指
定
（
宝
物
）典
籍
影
印
本
金
藏
要
集
經
』
文
化
財

庁
・
金
井
区
庁
）。
宮
井
氏
と
筆
者
と
は
、
日
本
古
写
本
の
影
印
を

は
じ
め
と
す
る
本
文
資
料
に
研
究
篇
を
付
し
て
公
刊
す
る
予
定
で

あ
る
。

『
金
蔵
論
』
を
め
ぐ
る「
縁
」は
、
東
ア
ジ
ア
を
舞
台
と
し
て
さ
ら

な
る
広
が
り
を
み
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、『
金
蔵
論
』研
究

を
前
進
さ
せ
て
き
た
奇
し
き
「
縁
」
と
と
も
に
、
そ
の「
縁
」
を
引
き

よ
せ
る
求
心
力
と
し
て
機
能
す
る
研
究
拠
点
の
存
在
が
あ
る
こ
と

も
、
最
後
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

【
執
筆
者
紹
介
】

本
井
　
牧
子（
も
と
い

ま
き
こ
）

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
博
士（
文
学
）。
日
本

学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
、
大
谷
大
学
任
期
制
助
手
を
経
て
、
現
在
は
筑
波
大

学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
助
教
。
専
門
は
国
文
学
。
仏
典
に
み
ら
れ
る
説
話
お

よ
び
文
学
に
お
け
る
そ
の
影
響
・
展
開
に
つ
い
て
研
究
。

『金蔵論』敦煌写本（中国国家図書館蔵・BD3868）
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朝
日
寺
と
北
野
天
満
宮

朝
日
山
東
向
観
音
寺

あ
さ
ひ
さ
ん
ひ
が
し
む
き
か
ん
の
ん
じ

は
京
都
市
上
京
区
に

在
り
、
現
在
真
言
宗
泉
涌
寺
派
準
別
格
本
山
で

す
。
寺
伝
に
よ
る
と
延
暦
二
十
五
年（
八
〇
六
）

に
桓
武
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
藤
原
小お

黒ぐ
ろ

麿ま
ろ（
七

三
三
〜
九
四
）ら
が
皇
城
鎮
護
の
た
め
に
建
立

し
た
の
が
起
源
で
あ
り
、
当
初
は
朝
日
寺
と
呼

ば
れ
た
ら
し
く
、
現
在
の
山
号
に
そ
の
名
残
が

見
ら
れ
ま
す
。
延
喜
三
年（
九
〇
三
）、
大
宰
府

に
左
遷
さ
れ
て
い
た
菅
原
道
真
が
歿
し
、
そ
の

後
都
で
は
落
雷
等
の
災
害
が
相
次
ぎ
道
真
の
祟

り
で
あ
る
と
恐
れ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
祟
り
を

鎮
め
る
た
め
天
暦
元
年（
九
四
七
）朝
日
寺
の
僧

最
鎮（
生
没
不
明
）ら
が
、
北
野
の
地
に
道
真
を

祀
る
社
殿
を
造
営
し
た
の
が
北
野
天
満
宮
の
始

ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
応
和
元
年（
九
六
一
）、
朝

日
寺
は
筑
紫
の
観
世
音
寺
よ
り
菅
原
道
真
作

の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
を
請
来
し
安
置
し
た

の
が
、
後
に
観
音
寺
と
称
さ
れ
る
起
源
と
な
り

ま
し
た
。

応
長
元
年（
一
三
一
一
）、
浄
土
教
を
中
心

に
諸
宗
を
兼
学
し
た
律
家
の
無
人
如
導（
一
二

八
五
〜
一
三
五
七
）が
東
向
観
音
寺
を
始
め
悲

田
院
等
十
五
箇
所
に
の
ぼ
る
寺
院
を
再
興
・
造

営
し
ま
し
た
。
筑
紫
の
観
世
音
寺
に
擬
し
て
観

世
音
寺
ま
た
は
観
音
寺
と
改
称
し
、
天
満
宮
御

本
地
仏
や
北
野
神
宮
寺
、
ま
た
は
奥
之
院
と
も

称
し
ま
し
た
。
ま
た
本
堂
が
東
を
向
く
こ
と
か

ら
東
向
観
音
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

元
は
、
東
向
・
西
向
の
両
堂
あ
っ
た
の
で
す
が
、

応
仁
の
乱
や
火
災
等
で
焼
失
し
、
西
向
は
再
興

さ
れ
な
い
ま
ま
東
向
観
音
堂
の
み
再
建
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
、
洛
陽
三
十
三
所
観
音
巡
礼
の
三

十
一
番
札
所
で
も
あ
り
ま
す
。

五
月
一
日
経

本
堂
は
京
都
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
お
り
、
他
に
も『
崇
光
天
皇
宸
翰
』や

『
無
人
如
導
宗
師
書
状
』等
、
古
文
書
類
を
多

く
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
経
典
章
疏
類
で
最
も
注

目
で
き
る
の
は
、
光
明
皇
后
が
亡
き
父
母
の
為

に
発
願
・
書
写
さ
せ
た
一
切
経
の
一
巻
、『
諸
法

無
行
経
』巻
下
で
す
。
こ
の
一
切
経
の
巻
尾
に

「
天
平
十
二
年（
七
四
〇
）五
月
一
日
」付
け
の

願
文
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
五
月
一
日
経
」と

称
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
夙
に
有
名
で
す
。

良
忠
撰『
往
生
要
集
鈔
』

そ
の
他
に
は
浄
土
宗
鎮
西
派
第
三
祖
良
忠

（
一
一
九
九
〜
一
二
八
七
）の
撰
述
し
た『
往
生

要
集
』の
注
釈
書
が
あ
り
ま
す
。『
往
生
要
集
』

は
源
信（
九
四
二
〜
一
〇
一
七
）の
撰
述
で
、
平

安
時
代
を
代
表
す
る
浄
土
教
の
書
で
あ
り
、
百

六
十
数
部
数
千
巻
に
わ
た
る
経
典
や
論
疏
か

ら
往
生
極
楽
に
関
す
る
要
文
を
集
め
、
観
想
念

仏
を
中
心
と
す
る
修
行
を
説
き
ま
す
。
数
有
る

注
釈
書
の
中
で
、
良
忠
の『
往
生
要
集
鈔
』は
、

内
容
・
分
量
共
に
ま
ず
拠
り
所
と
な
る
べ

き
代
表
作
で
す
。
東
向
観
音
寺
に
は
そ

の
現
存
最
古
で
あ
る
正
和
三
年（
一
三
一

四
）書
写
本（
八
巻
中
三
巻
が
現
存
）が

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
書
写
者
は
如
導
。
書

籍
の
形
態
は
粘で

っ

葉
ち
ょ
う

装そ
う

と
言
わ
れ
る
も
の

で
、
主
に
平
安
時
代
院
政
期
か
ら
鎌
倉

時
代
に
見
ら
れ
、
奥
書
の
書
写
年
代
と

も
符
合
し
ま
す
。
本
書
は
後
代
に
増
広

さ
れ
ま
す
が
、
原
初
形
態
を
探
る
上
で

も
一
級
の
資
料
で
す
。
ま
た『
往
生
要
集

鈔
』と
同
木
箱
に
蔵
さ
れ
る
良
忠
の『
浄

土
宗
要
集
』巻
第
二
も
同
じ
く
良
忠
著

作
で
あ
り
、
成
立
過
程
を
見
る
上
で
重

要
な
書
物
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
所
蔵
資
料
を
俯
瞰
し
て
み
る

と
律
宗
の
み
に
拘
る
事
な
く
、
浄
土
教

を
修
学
す
る
如
導
の
学
問
意
識
が
見
え

て
き
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

・
東
向
観
音
寺
史
料
調
査
団
「
東
向
観
音
寺
史
料

目
録
（
１
）」（『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀

要
』
九
、
二
〇
〇
五
年
、
連
稿
）

・
大
塚
紀
弘
「
中
世
都
市
京
都
の
律
家
」（『
寺
院
史

研
究
』
一
〇
、
二
〇
〇
六
年
）

・
南
宏
信
「
東
向
観
音
寺
蔵
良
忠
撰
『
往
生
要
集

鈔
』に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
五
八
―

二
、
二
〇
一
〇
年
）

（
南
宏
信
）

寺
院
紹
介

貴
重
な
資
料
を
残
す
古
刹

東向観音寺山門
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今
年（
二
〇
一
〇
）六
月
、
私
は
ペ
リ
オ
本『
御

注
金
剛
般
若
経
宣
演
』及
び
そ
の
関
連
文
献
を

調
査
す
る
た
め
に
、
初
め
て
パ
リ
を
訪
れ
ま
し

た
。
成
田
空
港
午
前
十
時
半
発
の
エ
ー
ル
フ
ラ
ン

ス
の
直
行
便
に
乗
り
、
パ
リ
郊
外
の
シ
ャ
ル
ル
・

ド
・
ゴ
ー
ル
空
港
に
到
着
し
た
の
は
、

当
日
現
地
時
間
の
午
後
四
時
半
頃

で
し
た
。
事
前
に
予
約
し
た
宿
泊

場
所
は
、
大
学
都
市（
シ
テ
・
ユ
ニ
べ
ル

シ
テ
ー
ル
）の
モ
ン
ス
ー
リ
公
園
の
近

辺
に
あ
り
ま
す
。
日
本
か
ら
は
一

人
で
旅
立
ち
ま
し
た
が
、
翌
日
か
ら

の
調
査
で
は
本
学
の
落
合
俊
典
教

授
や
そ
の
他
の
先
生
方
と
合
流
し

ま
し
た
。

ペ
リ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
は
、フ
ラ
ン

ス
の
東
洋
学
者
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ（
一

八
七
八
〜
一
九
四
五
）に
よ
っ
て
敦

煌
で
蒐
集
さ
れ
た
文
献
群
で
す
。
現

在
、
パ
リ
市
内
の
中
央
、
パ
レ
・
ロ
ワ

イ
ヤ
ル
の
北
側
に
位
置
す
る
国
立
図

書
館
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
旧
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。

朝
、
Ｒ
Ｅ
Ｒ（
高
速
郊
外
鉄
道
）の
大
学
都
市

駅
か
ら
Ｂ
３
線
に
乗
り
、
シ
ャ
ト
レ
・
レ
ア
ル
駅

で
下
車
、
そ
こ
か
ら
は
徒
歩
で
、フ
ラ
ン
ス
銀
行

前
を
通
過
し
、
図
書
館
に
到
着
し
ま
す
。
宿
泊

場
所
か
ら
は
三
十
分
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
門

を
入
る
際
に
、
安
全
面
の
配
慮
か
ら
、
必
ず
カ

バ
ン
内
の
荷
物
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。
初
め
て

訪
れ
た
場
合
は
、
閲
覧
室
に
入
る
前
に
、
利
用

者
登
録
の
手
続
き
が
必
須
で
す
。
色
々
質
問
さ

れ
た
後
、
そ
の
場
で
顔
写
真
撮
影
、
そ
し
て
写

真
付
き
の
閲
覧
カ
ー
ド
が
出
来
上
が
り
ま
す
。

館
内
で
は
、
調
査
用
の
ノ
ー
ト
な
ど
以
外
の

所
持
は
禁
止
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
調
査
の
日

数
に
よ
っ
て
、
一
定
の
閲
覧
料
金
が
徴
収
さ
れ

ま
す
。
こ
の
点
は
、
無
料
閲
覧
で
き
る
ロ
ン
ド
ン

の
大
英
図
書
館
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
原
則
と

し
て
、
予
め
調
査
を
希
望
す
る
資
料
の
リ
ス
ト

を
図
書
館
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
閲
覧
拒
否
の
場
合
も
あ
り

ま
す
。

リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
旧
館
は
現
在
改
修
工
事
中
で
、

敦
煌
写
本
の
閲
覧
室
は
、
地
階
に
移
設
さ
れ
て

あ
り
ま
す
。
二
十
人
ぐ
ら
い
の
閲
覧
席
が
配
置

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
少
々
狭
く
感
じ
ま
す
。
入
口

で
ま
ず
係
員
に
閲
覧
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
と
、

確
認
後
に
座
席
番
号
札
を
も
ら
え
ま
す
。
指
定

座
席
に
移
動
し
て
か
ら
、
閲
覧
希
望
の
文
献
の

番
号
を
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
提
出
す
れ
ば
、
三

十
分
以
内
に
テ
ー
ブ
ル
ま
で
写
本
を
運
ん
で
く

れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
よ
う
や
く
調
査
作
業
が
始

ま
る
わ
け
で
す
。
開
室
時
間
は
午
前
十
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
で
す
が
、
調
査
は
四
時
半
ま
で

で
す
。
調
査
を
終
え
る
三
十
分
前
に
は
文
書
を

返
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
閲
覧
室
の
周

囲
に
は
敦
煌
文
献
の
図
録
及
び
そ
れ
に
関
連
す

る
資
料
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
研
究

書
・
辞
典
・
目
録
・
索
引
な
ど
の
図
書
も
少
な
か

ら
ず
収
納
さ
れ
、
極
め
て
便
利
な
空
間
で
す
。

調
査
の
所
期
の
目
的
を
果
た
し
、
調
査
時
間

が
終
わ
る
ま
で
の
間
に
、
京
都
国
立
博
物
館
の

赤
尾
栄
慶
先
生
と
共
に
ペ
リ
オ
四
五
〇
六
号
の

『
金
光
明
経
』
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
写
本
は
皇
興
五
年（
四
七
一
）の
奥
書

を
も
ち
、
北
魏
の
書
風
溢
れ
る
長
巻
子
の
絹
本

で
、
ペ
リ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
で
も
白
眉
と
い
う

べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
千
五
百
年
前
の
仏
教
遺

品
を
目
の
当
た
り
に
し
た
、
そ
の
感
動
と
感
激

の
気
持
ち
は
、
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

最
終
日
の
調
査
終
了
後
、
図
書
館
の
近
く
に

あ
る
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。

当
日
は
金
曜
だ
っ
た
の
で
、
開
館
は
夜
十
時
ま

で
で
す
。
見
学
し
終
わ
っ
て
、
夜
八
時
を
過
ぎ
て

も
、
太
陽
は
沈
む
気
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。
六
月

の
パ
リ
、
昼
間
の
時
間
は
長
い
で
す
が
、
三
日
間
の

調
査
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。

近
年
、
世
界
中
に
散
存
し
て
い
る
敦
煌
写
本

は
、
図
録
あ
る
い
は
国
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
Ｉ
Ｄ
Ｐ
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
次
々
と
公
開
さ
れ
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
の
内
容
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
写
本
の

紙
質
・
色
・
形
態
な
ど
を
知
り
え
よ
う
と
し
て

も
困
難
な
面
も
あ
り
ま
す
。
文
献
研
究
に
と
っ

て
現
地
で
実
際
に
原
物
を
手
に
す
る
の
は
最
も

大
事
な
こ
と
だ
と
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
改
め

て
実
感
し
ま
し
た
。

（
定
源（
王
招
国
））

調
査
日
記

千
数
百
年
の
歴
史
を
生
き
抜
い
て
き
た

敦
煌
写
本
と
の
出
会
い
！

フランス国立図書館（リシュリュー旧館）外観
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
枠
組
み

本
年
よ
り
本
学
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
さ

れ
て
い
る
日
本
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス（
ア
ド
レ
ス
は

http://koshakyo-database.icabs.ac.jp/index.seam

）

は
、
経
典
名
、
経
典
番
号
に
よ
っ
て
目
的
の
経
典

を
検
索
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
内
に
そ
の
古
写
経
の

デ
ジ
タ
ル
画
像
が
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

そ
の
画
像
を
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
経

典
の
配
列
順
・
名
称
・
調
巻
な
ど
当
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
基
本
的
枠
組
み
は『
貞
元
入
蔵
録
』（
西
紀

８
０
０
年
撰
）に
拠
っ
て
い
る
た
め
、
諸
経
典
は

大
乗
の
経
・
律
・
論
、
小
乗
の
経
・
律
・
論
、
賢
聖

集
と
い
う
分
類
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
初
期
画
面
で
は「
大
般
若
波
羅
蜜
多

経
」（
大
乗
・
経
）か
ら
順
に
始
ま
っ
て
い
る〔
写
真

１
〕。
た
だ
し
、「
並
び
順
の
変
更
ボ
タ
ン
」を
ク

リ
ッ
ク
す
れ
ば
、
今
日
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』の
配
列
順
、つ
ま
り
第
一

巻
阿
含
部
の「
長
阿
含
経
」か
ら
始
ま
る
順
に

並
び
変
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

当
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
こ
こ

で
一
々
説
明
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
際
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
前
記
の
ア
ド
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス

し
、
何
ら
か
の
経
典
を
検
索
し
た
り
、
画
像
を

表
示
し
た
り
し
て
、
試
し
に
使
っ
て
い
た
だ
く
の

が
一
番
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
閲
覧
で
き
る
画
像
は
経
巻
冒
頭
の
１

カ
ッ
ト
分
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
写
経

を
所
蔵
す
る
寺
院
の
所
有
権
や
画
像
フ
ァ
イ
ル

の
セ
キ
ュ
リ
ティ
上
の
都
合
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

全
画
像
の
閲
覧

で
は
、
経
典
全
体
の
画
像
を
見
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
か
。
経
典
の
全
画
像（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化

さ
れ
た
画
像
フ
ァ
イ
ル
）に
つ
い
て
は
本
学
附
属

図
書
館
内
に
お
い
て
の
み
閲
覧
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
大
変
お
手
数
で
は
あ
る
の
だ

が
、
直
接
図
書
館
に
お
越
し
に
な
っ
て
閲
覧
専

用
パ
ソ
コ
ン
で
ご
覧
い
た
だ
く
し
か
方
法
は
な
い
。

以
下
に
は
、
①
そ
の
手
続
き
、
②
閲
覧
、
③
複

写
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

①
手
続
き

利
用
希
望
者
は
希
望
日
時
を
本

学
附
属
図
書
館
に
連
絡
し
、
当
日
持
参
す
べ
き

書
類（
身
分
・
職
分
に
よ
っ
て
異
な
る
）や
注
意

事
項
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。
図
書
館
の
連
絡
先
は
以
下
の
通
り
。

電

話
０
３
‐
５
９
８
１
‐
５
２
７
７

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
３
‐
５
９
８
１
‐
５
２
８
４

Em
ail.licabs@

icabs.ac.jp

②
閲
覧

利
用
に
先
立
っ
て
図
書
館
の
窓
口
で

必
要
書
類
お
よ
び
利
用
申
込
書
を
提
出
す
る
。

当
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
閲
覧
専
用
パ
ソ
コ
ン
は
両
面

ディ
ス
プ
レ
イ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
複
数
の
古
写

経
の
画
像
を
同
時
に
表
示
さ
せ
た
り
、
片
方
の

画
面
に
文
字
テ
キ
ス
ト
を
表
示
さ
せ
て
写
本
と

比
較
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る〔
写
真
２
〕。

ま
た
、
閲
覧
用
パ
ソ
コ
ン
の
近
く
に
は『
大
正
新

脩
大
蔵
経
』を
は
じ
め『
中
華
大
蔵
経
』『
磧
砂

大
蔵
経
』『
房
山
石
経
』な
ど
の
各
種
大
蔵
経
が

配
架
さ
れ
て
お
り〔
写
真
３
〕、
必
要
に
応
じ
て

各
種
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
場
で
取
り
出
し
て
す
ぐ

に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

③
複
写

画
像
フ
ァ
イ
ル
の
複
製
な
ら
び
に
デ

ジ
カ
メ
に
よ
る
画
面
の
撮
影
は
認
め
ら
れ
な
い

が
、
紙
媒
体
の
複
写
は
可
能
で
あ
る
。
代
金
は

１
枚
に
つ
き
、
カ
ラ
ー
２
０
０
円
、モ
ノ
ク
ロ
１
０
０

円
で
あ
る
。
コ
ピ
ー
代
と
し
て
は
高
い
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
こ
の
代
金
の
一
部
は

寺
院
に
納
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
写
経
は
、

洞
窟
や
砂
に
埋
も
れ
て
た
ま
た
ま
運
良
く
残
っ

た
写
本
と
は
異
な
り
、
先
人
達
の
た
ゆ
ま
ぬ
努

力
と
管
理
の
お
か
げ
で
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て

き
た
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
。「
無
料
で
公

活
動
記
録

〔写真2〕両面ディスプレイで写本の比較が容易に。

〔写真3〕背面の棚には『大正蔵』や『中華大蔵経』が並ぶ。

〔写真1〕日本古写経データベース初期画面

世
界
に
開
か
れ
た
経
蔵
の
扉

日
本
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
用

林
寺
正
俊
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開
す
べ
き
だ
」と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
が
、
た
だ
、

わ
れ
わ
れ
は
古
写
経
を
伝
え
て
き
た
寺
院
に
対

し
て
、
充
分
で
は
な
い
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
明
瞭

な
形
を
も
っ
て
敬
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
コ
ピ
ー
代
金
は
こ
の
よ
う
な
考
え

の
も
と
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
日
本
古
写
経
研
究
所
非
常
勤
研
究
員
）

今
年
度
第
１
回
公
開
研
究
会
に
つ
い
て
報
告

す
る
。
詳
細
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
平
成
22
年
度
第
１
回
公
開
研
究
会

平
成
22
年
５
月
22
日（
土
）

午
後
３
時
〜
４
時
半

於
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学

橋
本
貴
朗（
國
學
院
大
學
助
教
）

「
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
第
九
の
文
字
―

異
体
字
を
中
心
と
し
て
―
」

宮
井
里
佳（
埼
玉
工
業
大
学
准
教
授
）

「
ア
ジ
ア
で
読
ま
れ
た『
金
蔵
論
』―
敦
煌
写

本
・
日
本
古
写
本
・
高
麗
版
本
を
通
し
て
―
」

橋
本
氏
は
、
愛
知
県
新
城
市
の
臨
済
宗
方
広

寺
派
の
寺
院
、
徳
運
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
る
平
安

末
期
写
経
の
中
か
ら
、
安
元
元
年（
１
１
７
５
）の

奥
書
を
有
す
る
本『
金
光
明
最
勝
王
経
』巻
第

九
に
着
目
し
、
異
体
字
を
中
心
に
文
字
の
諸
相

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
。
敦
煌
写
本
中
の
同
巻
と

の
文
字
の
比
較
で
は
、
一
巻
約
一
万
字
に
及
ぶ

文
字
を
一
文
字
ず
つ
切
り
取
り
、
異
体
字
字
典

の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
た
様
子
は
圧
巻
で
あ
っ
た
。

宮
井
氏
は
、
中
国
北
朝
末
期（
６
世
紀
後
半
）

に
道
紀
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
仏
教
の
要
文
集

で
あ
る『
金
蔵
論
』に
つ
い
て
、
日
本
古
写
本
・
敦

煌
写
本
に
加
え
、
韓
国
に
現
存
す
る
高
麗
後
期

の
梵
魚
寺
蔵
版
本
を
分
析
し
、『
金
蔵
論
』の
構

造
や
内
容
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
。

【
補
足
】

本
学
学
術
フ
ロ
ン
ティ
ア
の
昨
年
度
第
３
回
公

開
研
究
会
、
及
び
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
、

簡
単
に
報
告
し
て
お
く
。

○
平
成
21
年
度
第
３
回
公
開
研
究
会

平
成
21
年
11
月
14
日（
土
）午
後
３
時
〜
５
時

於
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学

廣
坂
直
子（
京
都
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）

「
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
本『
摩
訶
止
観

巻
第
一
』の
訓
点
に
つ
い
て
」

生
駒
哲
郎（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
図
書
部
史

料
情
報
管
理
チ
ー
ム
・
山
脇
学
園
短
期
大
学

非
常
勤
講
師
）

「
松
尾
社
一
切
経
の
書
写
―
平
安
時
代
後
期

の
写
本
一
切
経
の
書
写
に
つ
い
て
―
」

石
上
和
敬（
武
蔵
野
大
学
准
教
授
）

「

〈
悲
華
経
〉の
漢
訳
資

料
に
つ
い
て
」

こ
れ
ま
で
同
様
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
、
盛

況
の
う
ち
に
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
最
後
の
公
開
研

究
会
は
終
了
し
た
。

○
平
成
21
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ

「
仏
教
研
究
に
お
け
る
日
本
古
写
経
の
意
義

-

デ
ジ
タ
ル
化
の
完
成
に
向
け
て-

」

平
成
21
年
12
月
５
日（
土
）

午
後
１
時
半
〜
５
時
半

於
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学

今
西
順
吉（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
・
学
長
）

「『
中
論
』成
立
の
背
景
」

落
合
俊
典（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）

「
日
本
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
漢
訳
仏
典
研
究
」

林
寺
正
俊（
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
術
フ

ロ
ン
ティ
ア
研
究
員
）

「
日
本
古
写
経
の
系
統
分
析
―『
中
阿
含
経
』

を
例
と
し
て
―
」

杉
本
一
樹（
正
倉
院
事
務
所
長
）

「
正
倉
院
事
務
所
に
よ
る
聖
語
蔵
経
巻
デ
ジ

タ
ル
化
事
業
に
つ
い
て
」

ジ
ャ
ン
＝
ノ
エ
ル
・
ロ
ベ
ー
ル

（
フ
ラ
ン
ス
高
等
研
究
院
教
授
／
国
際
仏
教

学
大
学
院
大
学
客
員
教
授
）

「
『
正
法
華
経
』「
信
楽
品
」か
ら
見
た
竺
法

護
の
翻
訳
の
方
法
」

日
本
古
写
経
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
議
論
を
中
心

に
、
そ
の
研
究
も
含
め
て
、
５
名
か
ら
有
意
義

な
発
表
が
あ
り
、
そ
の
後
、
活
発
な
議
論
が
な

さ
れ
た
。
参
加
者
は
約
１
０
０
名
、
大
変
盛
会

の
う
ち
に
終
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。

学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
全
イ
ベ
ン
ト
は
、
こ
れ
を

も
っ
て
終
了
。
５
年
間
の
実
績
は
、
現
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
礎
と
な
り
、
更
に
研
究
が
続
い
て
い
く
の

で
あ
る
。

〜
大
学
移
転
の
お
知
ら
せ
〜

本
年
３
月
に
、
本
学
は
港
区
よ
り
文
京
区
へ

移
転
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

詳
し
い
住
所
は
裏
表
紙
を
ご
覧
下
さ
い
。

上
記
の
写
真
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
今
後
の

公
開
研
究
会
な
ど
は
基
本
的
に
春
日
講
堂
で

行
わ
れ
ま
す
。
新
し
い
校
舎
の
新
し
い
講
堂
で

最
新
の
研
究
成
果
の
発
表
を
行
っ
て
参
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

第１回公開研究会の様子。新校舎の春日講堂で行われた。

公

開

研

究

会



今
後
の
予
定

平
成
23
年
度
の
予
定
は
以
下
の
通
り
で
す
。

◇
公
開
研
究
会
◇

５
月
と
11
月
に
、
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
に
て

開
催
予
定
で
す
。

既
刊
書

○『
い
と
く
ら
』１
〜
５
号（
非
売
品
）

本
書
は
本
学
学
術
フ
ロ
ン
ティ
ア
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
希
望

さ
れ
る
方
は
下
記
連
絡
先
に
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

○
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊（
非
売
品
）

第
１
輯『
玄
應
撰
一
切
經
音
義
二
十
五
卷
』

第
２
輯『
大
乘
起
信
論
』

第
３
輯『
金
剛
寺
藏
觀
無
量
壽
經
無
量
壽
經
優

婆
提
舍
願
生
偈
註
卷
下
』

第
４
輯『
集
諸
經
禮
懺
儀
卷
下
』

○『
日
本
現
存
八
種
一
切
経
対
照
目
録
』（
非
売
品
）

本
書
は
本
学
学
術
フ
ロ
ン
ティ
ア
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○『
佛
教
文
獻
と
文
學
　
日
臺
共
同
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
記
録

２
０
０
７
』（
非
売
品
）

○『
愛
知
縣
新
城
市
　
運
寺
古
寫
經
調
査
報
告
書

運
寺
の
古
寫
經
』（
非
売
品
）

○『
古
写
経
研
究
の
最
前
線
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演

資
料
集
成
―
』（
非
売
品
）

ス
タ
ッ
フ
紹
介

研
究
代
表
者

落
合
俊
典（
本
学
教
授
）

研
究
分
担
者

デ
レ
ア
ヌ
フ
ロ
リ
ン（
本
学
教
授
）

松
村
淳
子（
本
学
教
授
）

藤
井
教
公（
北
海
道
大
学
教
授
）

赤
尾
栄
慶（
京
都
国
立
博
物
館
学
芸
部
副
部
長

（
上
席
研
究
員
））

高
田
時
雄（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授
）

金
水
　
敏（
大
阪
大
学
教
授
）

本
井
牧
子（
筑
波
大
学
助
教
）

林
寺
正
俊（
本
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究
所
非
常

勤
研
究
員
）

三
宅
徹
誠（
同
・
非
常
勤
研
究
員
）

学
内
研
究
協
力
者

今
西
順
吉（
本
学
教
授
・
学
長
）

H
ubertD

U
R

T
（
本
学
教
授
）

津
田
眞
一（
本
学
教
授
）

木
村
清
孝（
本
学
特
任
教
授
）

末
木
康
弘（
本
学
附
属
図
書
館
副
館
長
）

斉
藤
達
也（
本
学
附
属
図
書
館
員
）

堀
伸
一
郎（
本
学
附
置
国
際
仏
教
学
研
究
所
副
所
長
）

赤
塚
祐
道（
本
学
研
究
生
）

楊
　
　

（
本
学
院
生
）

蕭
　
文
真（
本
学
特
別
研
究
生
）

そ
の
他
、
学
外
研
究
協
力
者
多
数
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員（
PD
）

上
杉
智
英
・
南
　
宏
信

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
補
助
員（
RA
）

定
源（
王
招
国
）

（
平
成
22
年
12
月
現
在
）
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