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A Study of the Catalogue of Ryūkoku Gakko Naiten Genzon Mokuroku龍谷学黌内典現存目

録, edited by Chidō 智洞

Mannami Hisako

In the early modern period of Japan, the Gakurin学林, school of Nishi Honganji西本

願寺, imported the Tripitaka of Jiaxing嘉興蔵, a printed version of the Tripitaka convenient

for research use, from China as early as 1674 (Enpo Era 2延宝二). In the following years,

the library of the Gakurin improved remarkably, following the progress of education and

research with printed books.

In the 3rd year of the Temmei Era 天明三年 (1775), Chidō (智洞：1736-1805)

compiled a catalog of the school’s collection, Ryūkoku Gakko Naitenn Genzon Mokuroku

龍谷学黌内典現存目録：Current Catalogue of the Ryūgoku School Collection).It was a huge

catalog that describes 4, 699 copies of the Buddhist scriptures (including the Tripitaka of

Jiaxing), 4, 577 canons and 122 apocryphal texts.

However, when I checked various books, I found that the Ryūkoku Gakko Naitenn

Genzon Mokuroku, which is in the Gakurin’s collection, was not copied in the third year of

the Tenmei Era but a little later. There were prototypes before that, and even after it was

completed, there were repeated additions and revisions, so we can say that it was an

unfinished work.

The catalog is unique in a few points. First, Chidō changed the order of the scriptures

in the Tripitaka of Jiaxing in a very different way from the original, with the other books

which belonged to the Gakurin library. Secondly, the titles in the Tripitaka of Jiaxing are

mixed with the other books in the collection of the Gakurin so that the rearrangement

reflects research results of contemporary Japanese Buddhist studies. It is not a mere

catalog of the library but a high research achievement made possible by Chidō’s academic

ability and insight.

Genchi玄智 (1734-1794), who cooperated in this work, had once envisioned a new

compilation of the Tripitaka and proposed how to make its catalog. Although it never came

to fruition, Chidō’s Ryūkoku Gakko Naitenn GenzonMokurokuwas very close to Genchi’s

idea.

We should not forget that in the latter half of the early modern era in Japan,

academic monks such as Genchi and Chidō had so broad a perspective to think about

compiling and editing the Tripitaka in a new way.
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は
じ
め
に

日
本
近
世
期
︑
仏
教
の
世
界
に
は
出
版
文
化
に
よ
っ
て
革
命
が
起
こ
っ
た
︒
そ
の
影
響

は
︑
近
世
か
ら
現
代
を
通
じ
て
最
大
の
仏
教
教
団
の
ひ
と
つ
で
あ
る
西
本
願
寺
教
団
も
例

外
で
は
な
か
っ
た
︒
寛
永
十
六
年
︵
一
六
三
九
︶
に
設
立
さ
れ
た
西
本
願
寺
檀
林
で
あ
る

学
林
は
︑
早
く
か
ら
版
本
に
よ
る
教
育
研
究
を
開
始
し
て
い
る
︒
版
本
に
よ
る
教
育
は
中

世
ま
で
の
秘
伝
に
よ
る
研
究
を
根
本
か
ら
変
え
︑
近
世
仏
教
学
と
い
う
独
特
の
仏
教
学
と

し
て
大
き
く
発
展
さ
せ
た
︒

本
稿
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
版
本
に
よ
る
近
世
仏
教
学
が
到
達
し
た
ひ
と
つ
の
成
果
と
し

て
︑
江
戸
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
五
巻
を
採
り
上
げ
る
︒
同

目
録
は
︑
天
明
年
間
に
編
纂
さ
れ
︑
学
林
︵
西
本
願
寺
檀
林
︶
蔵
書
の
全
容
を
明
ら
か
に

し
た
も
の
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
内
容
が
よ
く
知
ら
れ
た
嘉
興
蔵
大
蔵
経
と
版
本
仏
書
が

主
体
で
あ
り
︑
か
つ
翻
刻
さ
れ
た
の
が
真
宗
関
係
書
籍
の
箇
所
の
み
で
あ
る
た
め
か(�
)

︑
先

行
研
究
も
少
な
い
︒

し
か
し
︑
筆
者
は
こ
の
目
録
が
単
な
る
一
檀
林
の
蔵
書
目
録
の
域
を
越
え
て
︑
近
世
仏

教
学
の
到
達
し
た
境
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
を
問
い
た
い
と
思
う
︒
近
世
の
学
僧
た

ち
は
︑
あ
ふ
れ
る
版
本
で
学
ぶ
こ
と
が
前
提
で
あ
り
︑
か
つ
日
本
に
は
多
く
の
仏
書
が
残

さ
れ
︑
時
に
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
も
の
よ
り
も
多
種
多
様
な
仏
書
を
手
に
で
き
る
こ
と
に

自
覚
的
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
の
彼
ら
の
研
鑽
が
︑
こ
の
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存

目
録
﹄
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
︒

ま
ず
は
︑
同
目
録
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
嘉
興
蔵
の
学
林
へ
の
入
蔵
を
述
べ
︑
同
書
の

編
纂
過
程
︑
概
要
や
後
世
へ
の
影
響
︑
さ
ら
に
当
時
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
を
示

し
た
い
︒

一

版
本
を
基
盤
と
す
る
学
問
へ
袞
西
本
願
寺
学
林
依
用
の
嘉
興
蔵

学
林
蔵
書
嘉
興
蔵
の
入
蔵

西
本
願
寺
学
林
に
お
け
る
版
本
教
学
へ
の
転
換
の
象
徴
と
し
て
は
貞
享
三
年
︵
一
六
八

六
︶
の
寂
如
宗
主
︵
一
六
五
一
～
一
七
二
五
︶
に
よ
る
教
行
信
証
伝
授
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
︒

三
浦
真
証
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
伝
授
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た(�
)

︒
浄
土
真
宗

根
本
聖
典
で
あ
る
﹃
教
行
信
証
﹄
の
伝
授
を
︑
親
鸞
独
自
の
可
能
性
の
あ
る
読
み
方
を
排
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除
し
︑
あ
ま
つ
さ
え
写
本
で
な
く
町
版
︵
民
間
の
本
屋
の
出
版
し
た
本
︒
坊
刻
本
と
も
い
う
︶

に
よ
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
伝
授
で
宗
主
を
補
佐
し
た
の
は
時
の
能
化
知
空
︵
一

六
三
四
～
一
七
一
八
︶
で
あ
っ
た
︒
能
化
は
学
林
最
高
職
で
あ
る
︒
学
林
を
預
か
る
知
空

と
宗
主
で
あ
る
寂
如
に
よ
っ
て
伝
統
あ
る
聖
教
伝
授
は
否
定
さ
れ
︑
西
本
願
寺
教
団
で
は

途
絶
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

す
で
に
貞
享
三
年
は
出
版
文
化
が
定
着
し
︑
盛
ん
に
町
版
︵
民
間
で
出
さ
れ
た
版
本
︒
坊

刻
本
と
も
い
う
︶
仏
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
︒
大
蔵
経
で
さ
え
も
︑
勉
学
に
至
便
な
冊
子

体
の
黄
檗
版
大
蔵
経
が
二
〇
〇
〇
貫
で
購
入
出
来
る
時
代
で
あ
っ
た
︒
仏
教
学
全
体
を
見

据
え
︑
西
本
願
寺
教
学
が
安
定
し
て
発
展
で
き
る
よ
う
︑
中
世
に
お
け
る
伝
授
的
性
格
の

教
学
と
の
決
別
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
︒

そ
し
て
今
ひ
と
つ
︑
学
林
の
版
本
教
学
転
換
の
象
徴
と
言
え
る
の
が
︑
冊
子
型
で
版
本

の
大
蔵
経
で
あ
る
明
の
嘉
興
蔵
大
蔵
経
の
入
蔵
で
あ
る
︒
学
林
は
江
戸
時
代
の
早
い
時
期

に
入
蔵
を
果
た
し
て
い
る
︒
現
在
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
の
写
字
台
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

る
嘉
興
蔵
大
蔵
経
︵
請
求
記
号

2
0
3
.
1
/
3
-
w
/
2
2
4
0︶
が
そ
れ
で
あ
る
︒
各
冊
冒
頭
の
一
丁

に
﹁
龍
谷
学
黌
大
蔵
書
﹂
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
印
は
学
林
蔵
書
の
証
だ

︵
図
�
︶
︒

た
だ
し
︑
こ
の
学
林
の
嘉
興
蔵
の
入
蔵
時
期
に
関
し
て
は
︑
延
宝
二
年
説
と
享
保
十
四

年
説
が
あ
る
の
で
︑
ま
ず
検
証
し
た
い
︒
前
者
は
知
空
や
寂
如
存
命
中
で
︑
後
者
は
没
後

で
あ
る
︒

ま
ず
延
宝
二
年
説
の
方
は
︑
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
︑
西
本
願
寺
家
臣
の
筆
録
﹃
山
中

覚
悟
記
﹄
の
同
年
十
月
二
十
九
日
の
条
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
に
拠
る
︒

十
・
廿
九
︑
於
㆓

長
崎
㆒

一
切
経
召
㆑

之

若
き
宗
主
寂
如
が
長
崎
か
ら
一
切
経
︵
大
蔵
経
︶
を
請
来
し
た
と
の
記
事
で
あ
る
︒﹁
一

切
経
﹂
と
の
み
あ
る
が
︑
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
大
蔵
経
の
う
ち
南
北
二
蔵
は
勅
版
だ
っ
た

の
で
日
本
に
は
持
ち
込
め
な
か
っ
た
︒
嘉
興
蔵
だ
け
が
舶
載
で
き
た
の
で
︑
こ
の
時
購
入

（ 42 ）

図 1 嘉興蔵『仏祖統記』三十巻冒頭（蔵書印「龍谷学黌大蔵書」が見える。

学林 ｟西本願寺檀林｠ 蔵書の証である。）



し
た
大
蔵
経
は
嘉
興
蔵
と
考
え
て
よ
い
︒
西
本
願
寺
に
は
幕
府
よ
り
送
ら
れ
た
天
海
版
大

蔵
経
が
存
在
す
る
が
︑
天
海
版
を
納
め
る
た
め
の
経
蔵
を
建
て
た
の
が
延
宝
五
年
︵
一
六

七
七
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
よ
り
も
三
年
早
い
︒

も
う
ひ
と
つ
︑
享
保
十
四
年
説
は
西
本
願
寺
の
碩
学
玄
智
景
耀
︵
一
七
三
四
～
九
四
︶

の
著
書
﹃
大
谷
本
願
寺
通
紀
﹄
巻
三
︑
享
保
十
四
年
︵
一
七
二
九
︶
の
項
に
以
下
の
よ
う

に
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒

十
二
月
二
十
五
日
︑
蔵
経
至
自
大
坂
︿
案
是
海
舶
来
／
者
︒
今
在
別
庫
﹀

(﹁︿

﹀﹂
は
割
注
を
︑﹁
／
﹂
は
そ
の
折
り
返
し
を
示
す
︒
以
下
同
じ
︒
)

す
な
わ
ち
︑
住
如
の
治
山
中
で
あ
る
享
保
十
四
年
十
二
月
︑
大
坂
か
ら
舶
来
の
も
の
と

推
定
さ
れ
る
大
蔵
経
が
入
蔵
し
た
と
あ
る
︒﹁
今
在
別
庫
﹂
と
い
う
が
︑﹁
別
庫
﹂
が
何
処

を
指
す
か
は
不
明
で
あ
る
︒

最
新
の
報
告
で
あ
る
中
田
篤
郎
氏
の
論
考(�
)
で
は
︑
享
保
十
四
年
に
入
蔵
し
た
と
の
説
を

と
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
同
嘉
興
蔵
の
﹃
大
般
若
経
﹄
六
〇
〇
巻
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
︑

﹃
大
般
若
経
﹄
の
第
十
四
冊
六
六
巻
の
第
一
丁
と
二
丁
の
版
心
に
︑﹁
庚
申
契
禅
契
穎
／
重

刊
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒﹁
庚
申
﹂
の
年
に
重
刻
さ
れ
た
﹃
大
般
若
経
﹄
で

あ
る
と
わ
か
る
が
︑
こ
れ
は
西
暦
で
言
え
ば
明
の
万
暦
四
十
八
年
︵
一
六
二
〇
︶
ま
た
は

清
の
康
熙
十
九
年
︵
一
六
八
〇
︶
だ
が
︑
嘉
興
蔵
正
蔵
が
完
成
し
た
の
が
万
暦
四
十
八
年

頃
で
あ
り
︑
こ
の
年
に
重
刊
は
あ
り
得
な
い
こ
と
か
ら
︑
こ
の
﹁
庚
申
﹂
は
清
代
の
康
熙

十
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
延
宝
二
年
︵
一
六
七
四
︶
年
に
同
書
を
購

入
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
た
め
︑
享
保
十
四
年
に
嘉
興
蔵
が
入
蔵
し
た
と
す
る
︒

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
︑﹃
大
般
若
経
﹄
に
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
認
め
た
上
で
︑
延

宝
二
年
説
を
採
り
た
い
︒
根
拠
は
︑
同
嘉
興
蔵
に
知
空
の
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
仏
祖
統
記
﹄
五
十
四
巻
の
う
ち
︑
第
三
十
七
巻
︵
一
四
四
〇
冊
目
︶
に
︑﹁
宝
永
八
辛
卯

年
二
月
加
朱
点
記
／
寓
光
隆
寺
仏
子
臥
雲
閣
知
空
︿
七
十
八
齢
／
書
之
﹀﹂
と
あ
る
︵
図

�
︶
︒
宝
永
八
年
︵
一
七
一
一
︶
に
当
時
七
十
八
歳
の
光
隆
寺
知
空
が
朱
点
を
書
き
込
ん
だ

（ 43 ）

図 2 嘉興蔵の知空書き込み（七十八歳の知空による書き込み。知空存命中に

嘉興蔵は学林に来ていた。）



と
い
う
︒

知
空
の
朱
点
と
思
し
き
書
き
込
み
は
﹃
仏
祖
統
記
﹄
全
五
十
四
巻
中
︑
第
十
五
巻
か
ら

わ
ず
か
に
見
え
始
め
最
終
巻
ま
で
続
く
︒
宝
永
年
間
に
こ
の
嘉
興
蔵
﹃
仏
祖
統
記
﹄
は
学

林
に
あ
り
︑
能
化
が
朱
点
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
箇
所
か
ら
言
う
な

ら
ば
︑
延
宝
二
年
説
が
正
し
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
︒

さ
ら
に
︑
同
嘉
興
蔵
は
又
続
蔵
に
﹃
指
月
録
﹄
三
十
巻
を
含
ん
で
い
る
︒
こ
の
経
典
は
︑

延
宝
二
年
か
ら
三
年
後
の
康
熙
十
六
年
︵
一
六
七
七
︶
︑
清
国
皇
帝
の
命
で
嘉
興
蔵
よ
り
外

さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
延
宝
二
年
か
ら
三
年
後
以
降
に
発
行
さ
れ
た
嘉
興
蔵
に
は
基
本

的
に
は
入
蔵
し
て
い
な
い
の
で
あ
る(�
)
︒

『大
般
若
経
﹄
が
重
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い
︒
こ
れ
は
﹃
指
月
録
﹄

が
入
っ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
︒
筆
者
は
当
該
嘉
興
蔵
の
全
て
を
閲
覧
で
き
た
わ
け
で

は
な
い
が
︑
閲
覧
で
き
た
百
数
十
冊
の
嘉
興
蔵
に
比
し
て
﹃
大
般
若
経
﹄
は
表
紙
が
新
し

か
っ
た
︒
従
っ
て
︑﹃
大
般
若
経
﹄
だ
け
差
し
替
え
ら
れ
た
可
能
性
も
一
応
は
考
え
ら
れ

る
︒
後
考
を
俟
ち
た
い
︒

延
宝
二
年
以
降
に
重
刊
さ
れ
た
﹃
大
般
若
経
﹄
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら
︑

知
空
の
書
き
込
み
と
﹃
指
月
録
﹄
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
寂
如
治
山
の
時
代
︑
そ
し
て
知
空

が
能
化
に
あ
っ
た
時
代
に
嘉
興
蔵
は
学
林
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

嘉
興
蔵
入
蔵
の
意
義

こ
の
嘉
興
蔵
入
蔵
と
前
後
し
て
︑
西
本
願
寺
は
天
海
版
大
蔵
経
を
入
手
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
学
問
利
用
す
る
に
は
天
海
版
は
あ
ま
り
に
不
向
き
で
あ
っ
た
︒
活
字
版
で
あ
っ
た

た
め
に
︑
発
行
で
き
る
部
数
は
非
常
に
少
な
く
誤
植
が
多
い
︒
か
つ
装
訂
も
蛇
腹
折
り
の

折
本
装
で
あ
っ
た
か
ら
︑
取
り
扱
い
が
難
し
く
︑
丁
数
を
示
せ
な
い
の
で
引
用
し
に
く
い
︒

徳
川
幕
府
の
大
蔵
経
と
い
う
こ
と
で
利
用
が
憚
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
も
︑

教
育
や
研
究
に
は
不
便
で
あ
っ
た
︒

一
方
の
嘉
興
蔵
大
蔵
経
は
誤
植
が
少
な
く
耐
久
性
に
富
む
整
版
印
刷
で
︑
冊
子
型
で
あ

っ
た
︒
通
し
番
号
と
し
て
使
え
る
千
字
文
が
各
冊
に
配
さ
れ
て
お
り
︑
版
面
も
半
丁
一
〇

行
︑
一
行
二
〇
文
字
に
統
一
さ
れ
閲
覧
や
引
用
に
至
便
だ
っ
た
︒
日
本
で
も
嘉
興
蔵
の
有

効
性
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
嘉
興
蔵
の
部
分
的
な
覆
刻
本
が
町
版
︵
民
間
の
出

版
物
︒
坊
刻
本
と
も
︶
と
し
て
多
く
出
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
延
宝
二
年
よ
り
七
年
後
の

元
和
元
年
︵
一
六
八
一
︶
︑
嘉
興
蔵
の
覆
刻
と
し
て
黄
檗
版
大
蔵
経
︵
檗
蔵
︶
が
開
版
さ
れ
︑

非
常
に
普
及
し
て
日
本
近
世
仏
教
学
の
基
礎
的
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
︒
延
宝
二
年
当
時
︑

嘉
興
蔵
は
寂
如
や
知
空
に
と
っ
て
学
問
利
用
に
至
便
な
版
本
大
蔵
経
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
︒

寂
如
︑
知
空
時
代
の
版
本
教
学
へ
の
転
換
の
象
徴
と
し
て
︑
町
版
に
よ
る
本
典
伝
授
に

加
え
こ
の
嘉
興
蔵
の
入
蔵
を
挙
げ
た
い
と
思
う
︒

二

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
編
纂
ま
で

林
蔵
の
管
理
の
変
遷

寛
永
年
間
の
学
林
創
立
期
以
来
︑
学
林
の
文
庫
は
現
在
で
言
う
大
学
図
書
館
の
よ
う
な

機
能
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
︒
現
在
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
の
仏
書
と
い
え
ば
︑
質
量

と
も
に
世
界
有
数
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
そ
の
中
心
が
学
林
の
蔵
書
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

学
林
の
蔵
書
の
大
部
分
を
引
き
継
い
だ
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
の
﹃
俱
舎
論
釈
頌

疏
義
鈔
﹄
第
六
巻
末
尾
に
は
︑﹁
此
書
六
巻
者
全
以
来
集
之
所
化
入
銀
七
分
買
求
之
納
学

寮
之
什
物
也

慶
安
四
年
十
月
一
日
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
慶
安
四
年
︵
一
六
五
一
︶
は
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知
空
が
能
化
職
に
就
く
七
年
前
の
こ
と
だ
が
︑
こ
れ
が
学
林
に
お
け
る
︑
寄
付
な
ど
で
は

な
く
学
林
内
部
の
人
が
書
籍
を
購
入
し
て
入
蔵
さ
せ
た
最
初
の
記
録
で
あ
る(�
)
︒

記
録
上
か
ら
も
︑
学
林
の
文
庫
が
充
実
し
て
い
く
の
が
確
認
で
き
る
︒﹃
学
林
万
検
雑

牘
﹄︑﹃
学
林
万
検
﹄
や
﹃
厳
護
録
﹄
は
︑
学
林
の
日
常
の
諸
事
項
の
記
録
で
あ
る
︒
な
お
︑

本
稿
で
は
以
下
︑﹃
学
林
万
検
﹄︑﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄︑﹃
厳
護
録
﹄
の
引
用
に
つ
い
て
は
︑

龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
史
料
編
第
一
巻
︑

第
二
巻
に
拠
っ
た(�
)

︒
こ
の
う
ち
﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
よ
れ
ば
︑
図
書
の
閲
覧
に
つ
い
て

は
︑
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
の
定
に
は
﹁
一
︑
夏
余
閲
蔵
停
止
之
事
﹂
と
あ
り
︑
図
書

の
閲
覧
は
夏
期
開
講
中
に
限
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
厳
護
録
﹄
巻
一
の
文
政
四
年
︵
一

八
二
一
︶
四
月
の
﹁
知
蔵
室

定
﹂
に
は
﹁
開
蔵
︑
例
月
一
・
六
与
相
定
候
事
﹂
と
あ
り
︑

毎
月
六
日
ほ
ど
の
閲
覧
日
が
設
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
ま
た
︑﹁
一
蔵
鎰
及
目
録
者
︑

役
所
江
罷
出
取
扱
致
す
へ
し
︑
知
蔵
寮
江
持
返
り
候
儀
︑
決
而
不
相
成
候
事
﹂
な
ど
閲
覧

に
際
し
て
の
項
目
が
多
く
あ
り
︑
活
発
な
蔵
書
利
用
が
窺
わ
れ
る
︒
な
お
︑
知
蔵
と
は
蔵

書
を
管
理
す
る
役
職
で
︑
古
く
は
蔵
司
と
い
っ
た
︒

学
林
蔵
書
目
録
編
纂
へ
の
機
運

書
庫
が
充
実
し
図
書
館
と
し
て
の
機
能
が
整
っ
て
く
れ
ば
︑
蔵
書
の
整
理
が
必
要
に
な

る
︒
蔵
書
の
分
類
方
法
を
決
め
︑
そ
れ
に
従
っ
て
蔵
書
を
配
置
す
る
︒
目
録
を
編
纂
し
︑

不
足
し
て
い
る
本
を
加
え
︑
不
要
な
本
は
除
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

学
林
蔵
書
に
統
一
的
な
目
録
が
で
き
た
の
は
︑
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
十
一
月
の
こ

と
だ
っ
た
︒﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
で
あ
る
︒﹁
内
典
﹂
と
あ
る
が
︑
外
典
目
録
を

も
含
ん
で
い
る
︒
多
く
の
仏
書
と
と
も
に
︑
嘉
興
蔵
大
蔵
経
の
正
蔵
か
ら
続
蔵
︑
又
続
蔵

ま
で
を
含
む
︑
巨
大
な
目
録
と
な
っ
て
お
り
︑
現
在
︑
西
本
願
寺
檀
林
最
初
の
完
備
し
た

蔵
書
目
録
と
見
做
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ま
ず
こ
の
目
録
の
編
纂
へ
の
経
緯
と
そ
の

特
徴
︑
後
世
へ
の
影
響
を
考
え
た
い
︒

当
時
︑
目
録
編
纂
へ
の
気
運
は
高
ま
っ
て
い
た
︒
折
し
も
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
︑
経

典
の
解
題
集
で
︑
翻
訳
の
単
復
情
報
も
入
っ
て
い
る
天
台
僧
智
旭
編
﹃
閲
蔵
知
津
﹄
四
十

四
巻
︵
順
治
十
一
年
︵
一
六
五
四
︶
成
立
︶
が
単
独
刊
行
さ
れ
た
︒
天
台
僧
慈
舟
に
よ
っ
て

二
十
冊
に
整
え
ら
れ
て
開
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
同
書
は
解
題
集
と
い
う
機
能
の
他
に
︑

天
台
五
時
教
判
︵
中
国
天
台
の
智
顗
に
よ
る
︑
釈
迦
が
五
十
年
間
に
説
い
た
教
法
を
五
つ
に
分
類

し
た
も
の
︒
華
厳
時
︑
鹿
苑
時
︑
方
等
時
︑
般
若
時
︑
法
華
涅
槃
時
の
五
つ
︒﹃
法
華
経
﹄
を
最
も

重
要
視
す
る
︶
に
基
づ
き
︑
新
し
い
分
類
方
法
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
も
と
も
と
嘉
興
蔵
に

入
っ
て
い
た
が
︑
こ
の
時
期
に
は
関
心
が
高
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
こ
の
一
年
前
に
は
西
本
願
寺
の
学
僧
大
�
︵
一
七
五
九
～
一
八
〇
四
年
︶
が
﹃
閲

蔵
知
津
﹄
の
抜
萃
本
一
巻
を
︑
師
で
あ
る
慧
雲
に
乞
う
て
刊
行
し
て
い
た
︒
こ
の
大
�
は

後
に
学
林
の
正
統
教
学
を
批
判
し
︑
近
世
最
大
の
宗
教
論
争
三
業
惑
乱
の
き
っ
か
け
を
つ

く
っ
た
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
当
時
の
教
団
内
で
も
同
書
に
は
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
︒加

え
て
︑
西
本
願
寺
の
学
校
は
宝
永
年
間
に
苛
烈
な
ま
で
の
聖
教
の
真
偽
判
断
を
行
い
︑

明
和
二
年
︵
一
七
六
五
︶
に
真
宗
聖
教
の
う
ち
仮
名
聖
教
を
集
め
た
叢
書
﹃
真
宗
法
要
﹄

三
十
一
巻
を
刊
行
し
て
い
る
︒
こ
れ
以
降
︑﹃
教
行
信
証
﹄
等
漢
文
聖
教
も
蔵
版
化
を
進

め
て
い
た
時
期
で
︑
西
本
願
寺
教
団
で
は
︑
聖
教
版
本
を
本
山
が
管
理
下
に
置
く
こ
と
を

進
め
て
い
た
頃
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
天
明
四
年
に
は
本
山
の
命
を
受
け
て
︑
先
述
の
玄
智

が
西
本
願
寺
教
団
初
め
て
の
宗
史
で
あ
る
﹃
大
谷
本
願
寺
通
紀
﹄
の
編
纂
に
着
手
し
て
い

る
︒
総
じ
て
︑
本
山
が
学
問
機
関
と
し
て
体
裁
を
整
え
︑
権
威
が
中
央
へ
集
中
さ
れ
た
時

代
だ
っ
た
︒

学
林
蔵
書
を
充
実
さ
せ
︑
か
つ
そ
れ
ら
を
仕
分
け
体
系
付
け
る
機
運
は
で
き
て
い
た
と
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言
え
る
だ
ろ
う
︒

編
纂
事
業

具
体
的
な
計
画
が
書
か
れ
た
記
録
は
な
い
が
︑﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
の
天
明
三
年
︵
一

七
八
三
︶
七
月
の
条
に
︑﹁
蔵
外
之
続
書
円
満
之
取
組
﹂︑
十
一
月
三
日
に
は
﹁
蔵
書
具
備

之
用
事
﹂
と
し
て
編
纂
事
業
に
関
連
し
た
記
事
が
あ
る
︒
以
下
に
︑
七
月
の
方
を
掲
げ
る
︒

一
︑
七
月
廿
六
日
智
洞
首
座
及
実
道
子
入
林
︑
蔵
外
之
続
書
円
満
を
取
組
︑
依
之
両

士
林
中
飯
料
は
常
住
よ
り
出
す
︑
依
㆑

右
先
達
而
御
能
主
え
申
上
︑
猶
又
書
林
之
義

江
南
復
古
候
事
尤
候
得
共
︑
壱
軒
に
而
は
不
自
由
に
付
︑
両
家
へ
可
㆓

申
付
㆒

旨
︑
御

能
主
侍
者
よ
り
申
来
候
故
︑
自
今
林
門
之
書
林
江
南
四
郎
右
衛
門
︑
額
田
庄
三
郎
両

家
江
申
付
︑
今
般
蔵
外
続
書
円
満
之
用
も
︑
右
両
家
へ
申
付
候
︵﹁
◦
﹂
ぬ
け
︶
右
之

趣
︑
九
月
十
一
日
出
㆑

便
に
御
侍
者
迄
申
遺
事

七
月
二
十
六
日
に
僧
侶
の
智
洞
︵
元
文
元
年
︹
一
七
三
六
︺
～
文
化
二
年
︹
一
八
〇
五
︺︶

が
学
林
に
入
り
︑
蔵
書
整
理
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
︒
こ
の
智
洞
は
寛
政
元
年
︵
一
七
八

九
︶
に
第
六
代
能
化
功
存
の
没
後
を
う
け
て
第
七
代
能
化
職
を
継
い
だ
高
僧
で
︑
号
は
桃

華
坊
︑
京
都
の
浄
教
寺
の
僧
侶
で
あ
る
︒
一
般
に
は
先
に
述
べ
た
宗
教
論
争
で
あ
る
三
業

惑
乱
の
主
要
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
時
智
洞
が
取
り
掛
か
っ
た
の
は
﹁
蔵
外
之
続
書
﹂︑
す
な
わ
ち
外
典
に
関

し
て
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
よ
り
少
し
前
か
ら
内
典
に
つ
い
て
は
す
で
に
整
理
を
行
っ
て
お

り
︑
集
書
や
目
録
作
成
が
あ
る
程
度
目
途
が
付
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
学
林
側
は
補
佐
を
行
う
書
肆
と
し
て
河
南
四
郎
右
衛
門
を
復
帰
さ
せ
た
が
︑

そ
れ
に
加
え
て
額
田
庄
三
郎
を
加
え
る
こ
と
を
宗
主
の
侍
者
が
提
案
し
︑
そ
の
通
り
に
な

っ
て
い
る
︒
こ
の
本
屋
の
補
佐
は
重
要
で
あ
る
︒
彼
ら
は
本
を
探
す
こ
と
に
長
け
て
い
る

か
ら
だ
︒
江
戸
時
代
の
本
屋
は
現
在
の
そ
れ
と
は
異
な
り
︑
本
の
総
合
業
者
で
あ
る
︒
新

書
の
出
版
は
い
わ
ば
表
の
顔
で
︑
実
際
に
安
定
的
な
利
益
を
生
む
の
は
古
書
業
関
連
の
方

で
あ
り
︑
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
︑
本
︵
そ
の
大
部
分
は
古
書
で
︑
稀
¦
本
の
探
索

も
含
ま
れ
る
︶
を
探
す
こ
と
は
業
務
の
内
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
て
智
洞
は
︑
よ
り
多
く
の
書
籍
の
収
集
と
整
理
に
取
り
掛
か
っ
た
︒
天
明
三
年

七
月
の
﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
は
︑
智
洞
等
の
食
事
な
ど
は
常
住
か
ら
出
す
と
し
て
い
る

が
︑
こ
の
﹁
常
住
﹂
は
経
常
費
予
算
を
示
し
て
い
る
ら
し
い(�
)

︒
学
林
の
事
業
と
し
て
︑
集

書
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

『学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
よ
り
前
の
明
和
元
年
︵
一
七
六
四
︶
か
ら
入
蔵
書

が
急
増
し
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
頃
か
ら
学
林
で
は
蔵
書
の
充
実
︑
目
録
化
の
機
運
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
入
蔵
し
た
学
林
蔵
書
は
当
初
は
内
典
ば
か
り
だ
っ
た
が
︑
安
永
七
年

︵
一
七
七
八
︶
以
降
は
類
書
︑
諸
子
百
家
や
字
書
の
漢
籍
を
含
め
︑
外
典
の
収
集
に
も
着
手

し
て
い
る
︒
右
の
記
事
の
四
ヶ
月
後
︑
明
和
元
年
か
ら
お
よ
そ
二
〇
年
後
︑
天
明
三
年
十

一
月
初
め
に
︑
智
洞
に
よ
っ
て
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
五
巻
と
﹁
外
典
現
存
目

録
﹂
一
巻
の
編
纂
が
完
了
し
た
︒

な
お
︑
目
録
完
成
以
後
も
集
書
の
努
力
は
続
け
ら
れ
た
︒
例
え
ば
天
明
六
年
︑﹃
論
注

翼
解
﹄
知
空
書
入
本
を
﹁
学
林
ニ
テ
ハ
宝
物
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
﹂
光
隆
寺
か
ら
寛
政
元
年
に
購

入
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
浄
影
涅
槃
義
記
﹄
十
二
巻
を
稀
¦
本
と
し
て
東
寺
観
智
院
宝
庫
か

ら
借
り
て
書
写
し
て
い
る
︒
一
般
書
だ
け
で
な
く
︑
稀
¦
本
や
学
林
関
係
者
の
手
沢
本
の

収
集
も
積
極
的
だ
っ
た(!
)

︒
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三

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
と
そ
の
影
響

『
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
つ
い
て

さ
て
︑
こ
こ
か
ら
は
智
洞
編
﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
内
典
現
存
目
録
﹄
五
巻
お
よ
び
﹁
外
典

現
存
目
録
﹂
一
巻
︵
図
�
︶
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒
諸
本
は
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
唯

一
学
林
の
蔵
書
を
示
す
﹁
龍
谷
学
黌
大
蔵
書
﹂
印
が
押
さ
れ
て
い
る
の
が
︑
龍
谷
大
学
写

字
台
文
庫
に
保
存
さ
れ
て
い
る
五
冊
本
で
あ
る
︵
請
求
記
号
0
0
0
.
1
/
6
3
/
5︶
︒
写
本
︑
大
本

五
冊
︵
た
だ
し
︑
本
文
は
第
四
冊
ま
で
︶
︒
黄
朽
葉
色
無
文
様
の
表
紙
に
題
箋
が
貼
ら
れ
︑

﹁︿
龍
谷
学
黌
﹀
大
蔵
内
典
現
存
目
録
﹂
と
題
号
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︵﹁
龍
谷
学
黌
﹂
は

角
書
︶
︒
内
題
は
﹁
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹂︒
収
蔵
さ
れ
た
書
目
は
内
典
四
五
七
七
部
︑

外
典
部
一
二
二
部
︒
総
数
四
六
九
九
部
と
い
う
巨
大
な
目
録
で
あ
る
︒

体
裁
は
お
そ
ら
く
嘉
興
蔵
大
蔵
経
を
意
識
し
て
お
り
︑
半
丁
一
〇
行
一
行
二
〇
文
字
︒

版
心
の
下
に
﹁
龍
谷
学
黌
大
蔵
﹂
と
あ
る
黒
の
罫
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
版
下
風
に
整

え
ら
れ
た
文
字
で
整
然
と
書
か
れ
て
お
り
︑
出
版
す
る
意
向
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
︑
長
く

学
林
蔵
書
の
規
範
と
な
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
天
明
三
年
の
年

記
を
持
つ
深
誓
の
序
︑
続
い
て
智
洞
の
凡
例
が
あ
り
︑
全
体
の
目
次
︑
本
文
と
続
く
︒
跋

文
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ
の
目
録
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
目
録
の
写
本
に
は
跋
文
が
あ
る

も
の
が
あ
る
︒
大
痴
と
い
う
学
僧
に
よ
る
跋
文
で
︑
編
纂
作
業
に
は
こ
の
人
も
加
わ
っ
て

い
た
ら
し
い
︒

第
一
冊
に
第
一
巻
か
ら
第
二
巻
が
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
主
に
嘉
興
蔵
を
独
特
の
配
置
で

収
録
︒
第
二
冊
は
第
三
巻
と
な
っ
て
お
り
︑
日
本
の
町
版
で
出
さ
れ
た
中
国
仏
書
書
目
が

中
心
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
写
本
や
嘉
興
蔵
の
書
目
も
頻
出
す
る
︒
第
三
冊
は
第
四
巻
と
五

巻
で
︑
第
二
冊
同
様
坊
刻
本
が
中
心
だ
が
︑
こ
ち
ら
は
日
本
の
著
述
の
書
目
が
収
録
さ
れ

て
い
る
︒
第
四
冊
目
は
第
五
巻
と
﹁
外
典
現
存
目
録
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

最
後
の
第
五
冊
は
特
殊
で
︑
表
紙
に
続
き
冒
頭
に
抜
き
書
き
風
の
原
稿
一
四
丁
が
合
綴

さ
れ
て
お
り
︑
以
下
は
白
紙
の
罫
紙
で
あ
る
︒
こ
の
原
稿
に
は
問
題
と
し
て
﹁
龍
谷
学
黌

内
典
写
本
現
存
目
録
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
末
尾
に
﹁
享
和
元
年
龍
舎
辛
酉
秋
七
月
上
三
識
之

后
越

僧
朗
﹂
と
あ
っ
て
︑
享
和
元
年
︵
一
八
〇
一
︶
に
越
後
正
念
寺
の
住
職
で
碩
学
の

誉
れ
高
い
勧
学
︵
当
時
の
学
林
に
お
け
る
最
高
職
︶
だ
っ
た
僧
朗
の
稿
と
わ
か
る
︒
お
そ
ら

く
学
林
蔵
書
の
う
ち
︑
享
和
元
年
に
僧
朗
が
内
典
写
本
を
抽
出
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒

例
え
ば
同
目
録
に
は
能
化
法
霖
の
著
述
な
ど
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
版

本
化
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
多
い
︒
ま
た
︑
珍
海
の
﹃
俱
舎
論
明
眼
鈔
﹄
も
上
が
っ
て
い

る
が
︑
別
筆
で
﹁
天
保
十
年
五
月
／
新
寿
干
梓
﹂
と
書
き
込
ま
れ
て
お
り
︑
実
際
同
書
は

天
保
十
年
︵
一
八
三
九
︶
に
開
版
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
も
写
本
目
録
だ
っ
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
︒

成
立
過
程

実
は
︑
同
書
は
完
成
さ
れ
た
目
録
で
は
な
い
︒
修
正
を
繰
り
返
し
た
痕
跡
が
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
︒
一
度
書
い
た
行
の
上
に
紙
を
貼
っ
て
抹
消
し
た
た
め
に
一
行
抜
け
て
し
ま

っ
た
箇
所
︑
胡
粉
で
抹
消
し
た
た
め
に
文
字
が
明
瞭
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
箇
所
な
ど

が
非
常
に
多
い
︒
料
紙
の
一
部
を
切
り
取
っ
て
別
の
料
紙
を
継
い
で
い
る
丁
も
あ
る
︒
明

か
に
版
下
風
の
原
稿
の
た
め
出
版
す
る
つ
も
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
︑
こ
の
ま
ま
で
は

版
下
と
し
て
は
使
え
な
い
も
の
で
あ
る
︒
序
文
と
凡
例
は
あ
る
の
に
︑
他
の
諸
本
に
は
あ

る
跋
文
が
付
い
て
な
い
の
も
未
完
成
で
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る
︒

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
序
文
に
は
天
明
三
年
冬
の
年
記
が
あ
る
︒
し
か
し
︑

諸
本
を
見
る
と
天
明
三
年
成
立
の
後
に
も
増
補
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
︑
学
林
蔵
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書
本
そ
の
も
の
の
成
立
は
天
明
三
年
よ
り
下
が
る
と
推
定
さ
れ
る
︒

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
を
書
写
し
た
本
の
中
に
は
︑
こ
の
学
林
所
蔵
本
﹃
龍
谷

学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
へ
の
道
筋
を
示
す
本
が
あ
る
︒
龍
谷
大
学
新
写
字
台
文
庫
本
と
︑

同
志
社
大
学
図
書
館
所
蔵
本
の
二
部
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
︑
新
写
字
台
文
庫
中
の
本
で
あ
る
が
︑
大
本
五
冊
︑
一

一
行
本
と
な
っ
て
い
る
︵
請
求
記
号

0
2
4
.
1
/
1
9
8
-
w
/
5︶︵
図
�
︶
︒
こ
の
本
は
外
題
の
筆
致

も
見
事
で
︑
他
に
比
し
て
書
写
も
丁
寧
で
あ
る
︒
全
体
的
に
よ
く
整
っ
た
本
で
あ
る
が
︑

第
三
巻
以
降
の
︑
町
版
や
写
本
の
注
記
に
添
え
ら
れ
る
函
番
号
を
欠
い
て
い
る
︒
凡
例
の

後
に
あ
る
目
次
と
本
文
の
間
に
北
蔵
目
録
の
函
数
を
書
き
添
え
て
も
い
る
︒
ま
た
︑
随
所

に
朱
で
書
き
込
み
が
見
ら
れ
︑
所
持
者
が
内
容
を
よ
く
確
認
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒

ま
た
︑
学
林
蔵
書
本
に
は
な
い
跋
文
を
当
該
書
が
備
え
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
︒

﹁
天
明
三
季
冬

門
人
釈

実
道
大
痴
等
謹
識
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
大
痴
が
智
洞
の
門

人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
本
は
お
そ
ら
く
原
本
よ
り
少
し
前
に
成
立
し
て
い
て
︑
か
つ
智
洞
手
沢
本
と
思
わ

れ
る
︒
理
由
は
以
下
の
通
り
︒
ま
ず
︑
当
該
目
録
に
は
原
本
よ
り
収
載
さ
れ
た
書
目
が
少

な
い
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
拠
る
と
天
明
三
年
六
月
に
﹃
大
蔵

対
校
録
﹄
が
入
蔵
し
て
お
り
︑
学
林
蔵
書
本
に
は
入
っ
て
い
る
︒
だ
が
当
該
書
に
は
入
っ

て
い
な
い
︒

『大
蔵
対
校
録
﹄
は
浄
土
僧
の
忍
徵
が
檗
蔵
を
検
証
し
︑
建
仁
寺
の
麗
蔵
と
対
校
し
て

得
た
異
同
を
ま
と
め
た
本
で
あ
り
︑
現
在
も
﹁
龍
谷
学
黌
大
蔵
書
﹂
印
を
押
さ
れ
た
も
の

が
大
宮
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
裏
見
返
し
に
は
﹁
天
明
三
年
卯
六
月
／
般
若

部
三
巻
／
寄
進
當
年
知
事
︿
興
辨
／
玄
浄
﹀﹂
︵
第
三
冊
後
見
返
し
︶
︑﹁
天
明
三
年
卯
夏
／

宝
積
部
四
巻
／
寄
進
當
年
知
事
︿
興
辨
／
玄
浄
﹀﹂
︵
第
七
冊
後
見
返
し
︶
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
︑
こ
の
時
期
の
入
蔵
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
上
︑
こ
の
よ
う
に
書
き
込
み
が
さ

れ
る
か
ら
に
は
智
洞
が
入
蔵
を
望
み
求
め
た
書
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
︒
し
か
し
︑
そ

れ
が
漏
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
新
写
字
台
文
庫
本
は
天
明
三
年
六
月
以
前
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の
成
立
の
可
能
性
が
高
い
︒

他
に
も
︑
朱
に
よ
る
書
き
込
み
で
最
も
多
い
の
が
書
目
に
付
さ
れ
た
数
字
な
の
だ
が
︑

こ
れ
が
智
洞
手
沢
本
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
と
関
係
し
て
い
る
︒﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目

録
﹄
は
嘉
興
蔵
の
目
録
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ
た
本
で
あ
る
が
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館

に
は
明
ら
か
に
智
洞
の
目
録
編
纂
作
業
に
作
ら
れ
た
と
わ
か
る
一
本
が
あ
り
︑
こ
の
本
に

は
嘉
興
蔵
に
付
さ
れ
た
千
字
文
ご
と
に
︑
智
洞
が
数
字
を
振
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
嘉
興

蔵
最
初
の
書
目
で
あ
る
﹃
大
般
若
経
﹄
の
最
初
は
﹁
天
﹂
で
始
ま
る
が
︑
こ
の
﹁
天
﹂
の

横
に
墨
で
﹁
一
﹂
と
書
き
込
ん
で
い
る
︒
こ
の
数
字
が
︑
当
該
目
録
の
﹃
大
般
若
経
﹄
一

巻
の
と
こ
ろ
に
朱
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
当
該
目
録
完
成
後
に
︑

智
洞
が
朱
で
千
字
文
横
の
数
字
を
た
ど
り
な
が
ら
確
認
作
業
を
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
︒

以
上
の
点
か
ら
︑
当
該
目
録
は
天
明
三
年
十
一
月
よ
り
前
に
成
立
し
て
お
り
︑
学
林
蔵

書
本
か
ら
見
れ
ば
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
︒
現
時
点
で
最
も
古
い
一
本

で
あ
る
︒

今
一
部
は
︑
同
志
社
大
学
本
︵
請
求
記
号
0
2
8
.
1
8
||R
9
7
3
0
||3
-
5︶
で
あ
る
︒
一
︑
二
巻
を

欠
き
︑
三
～
五
巻
三
冊
で
あ
る
︒
半
丁
一
〇
行
本
︒
コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
閲
覧
で
き
な
か
っ

た
た
め
︑
最
終
巻
で
あ
る
第
三
冊
五
巻
の
み
複
写
し
た
︒
従
っ
て
深
誓
の
序
文
や
智
洞
の

凡
例
が
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
︒
だ
が
こ
の
本
に
も
跋
文
が
あ
る
︒
罫
紙
は
使
用
し
て
い

な
い
が
︑
字
配
り
な
ど
か
ら
学
林
蔵
書
本
に
近
い
写
本
と
思
わ
れ
る
︒
同
志
社
大
学
図
書

館
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
書
誌
情
報
に
拠
れ
ば
︑
背
書
き
に
﹁
桃
仙
館
蔵
﹂
と
あ
る
と
い
う
︒
桃

仙
館
は
不
明
だ
が
︑
末
寺
で
あ
ろ
う
︒
筆
者
が
閲
覧
し
た
の
は
八
部
だ
が
︑
そ
の
中
で
唯

一
﹁
外
典
現
存
目
録
﹂
が
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
も
う
ひ
と
つ
特
徴
が
あ
り
︑
内

典
部
に
追
録
と
し
て
一
四
〇
～
一
四
四
函
三
二
部
を
付
し
て
い
る
︒

こ
れ
ら
追
記
分
は
﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
拠
れ
ば
天
明
三
年
以
降
に
入
蔵
し
た
本
ば
か

り
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
学
林
蔵
書
本
に
は
そ
れ
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
︑
分
散
し
て
そ

れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
箇
所
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
学
林
蔵
書
本
は
こ
の
同
志
社

本
よ
り
後
に
作
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
学
林
蔵
書
本
は
天
明
三
年
以
後

に
作
ら
れ
て
い
る
︒

外
典
の
整
理
の
た
め
に
智
洞
が
入
林
し
た
の
が
天
明
三
年
の
七
月
だ
っ
た
︒
こ
の
時
点

で
お
そ
ら
く
す
で
に
内
典
の
目
録
の
骨
子
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
だ
ろ
う
︒
そ
れ
が
新
写

字
台
文
庫
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
何
回
か
増
補
が
行
わ
れ
た
︒
そ

れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
同
志
社
大
学
本
で
あ
る
︒
そ
の
後
も
修
正
や
増
補
や
削
除
が
続
け
ら

れ
︑
学
林
蔵
書
本
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
学
林
蔵
書
本
も
ま
た
︑
修
正
や
削

除
の
痕
跡
が
多
い
こ
と
か
ら
未
完
成
と
言
え
よ
う
︒

嘉
興
蔵
を
含
み
︑
独
自
の
配
置
を
持
つ

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
を
︑
平
春
生
氏
は
学
林
︑
現
在
の
龍
谷
大
学
に
お
け
る

﹁
三
百
余
年
講
業
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
に
学
林
に
お
け
る
図
書
収
集
が
あ
り
︑

そ
の
収
集
の
図
書
を
分
類
整
理
し
て
蔵
書
目
録
の
編
集
を
行
い
︑
初
め
て
学
林
蔵
書
の
全

貌
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
﹂
と
評
価
し(+
)

︑
今
日
も
︑﹁
龍
谷
大
学
図
書
に
お
け
る
最
初
の

蔵
書
目
録
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い(10
)

﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
同
書
の
編
纂
事
業

が
学
林
蔵
書
充
実
を
飛
躍
的
に
進
め
た
こ
と
は
筆
者
も
完
全
に
同
意
す
る
︒
た
だ
︑
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
目
録
で
あ
っ
た
か
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

最
大
の
特
徴
は
︑
嘉
興
蔵
正
蔵
︑
続
蔵
︑
又
続
蔵
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
し
か
も
独
自
の

配
置
で
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
に
縦
横
に
ち
り
ば
め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
︒
図
�
の
冒

頭
部
を
見
れ
ば
わ
か
る
が
︑
書
目
の
上
部
に
い
ち
い
ち
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ

は
元
の
嘉
興
蔵
の
函
番
号
で
あ
る
︒﹁
四
十
四

後
出
阿
弥
陀
佛
解
経
一
巻

後
漢
失
訳
﹂
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と
あ
れ
ば
︑
嘉
興
蔵
正
蔵
の
四
十
四
函
に
あ
る
﹃
後
出
阿
弥
陀
佛
偈
経
﹄
を
指
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
三
巻
以
降
に
配
置
さ
れ
て
い
る
嘉
興
蔵
以
外
の
書
目
に
関
し
て
も
︑
上
部
に
嘉
興

蔵
を
示
す
﹁
蔵
﹂︑
続
蔵
で
あ
れ
ば
﹁
続
﹂︑
又
続
蔵
で
あ
れ
ば
﹁
又
続
﹂︑
町
版
は
﹁
肆
﹂︑

写
本
は
﹁
写
﹂
と
い
っ
た
略
称
と
と
も
に
函
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
︒﹁
肆
二
十
八

法

事
讃
一
巻

唐
善
導
﹂
と
あ
れ
ば
︑
町
版
で
︑
二
十
八
番
の
函
に
納
め
ら
れ
た
﹃
法
事

讃
﹄
を
示
し
て
い
る
︒

図
�
の
下
図
を
一
目
見
れ
ば
分
か
る
が
︑
函
番
号
が
バ
ラ
バ
ラ
で
︑
元
の
嘉
興
蔵
の
配

列
を
守
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
函
だ
け
で
は
な
い
︒
書
目
単
位
で
嘉
興
蔵
の
配
置
と
は

異
な
っ
て
い
て
︑
例
え
ば
同
じ
嘉
興
蔵
二
百
五
の
函
に
ま
と
め
て
あ
る
経
典
で
あ
っ
て
も
︑

﹃
仏
説
第
一
希
有
大
功
徳
経
﹄
二
巻
は
主
に
嘉
興
蔵
の
正
蔵
を
掲
出
す
る
第
一
巻
に
納
め
︑

他
の
経
典
は
主
に
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
著
さ
れ
た
蔵
外
の
仏
書
を
収
め
る
第
三
巻
に
入
っ

て
い
る
︒
智
洞
の
考
え
に
基
づ
い
て
嘉
興
蔵
は
す
べ
て
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
ま
で
再
配
置

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
嘉
興
蔵
以
外
の
蔵
書
に
つ
い
て
も
︑
従
来
の
函
番
号
に

従
わ
ず
︑
や
は
り
再
配
置
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
で
あ
る
の
で
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
は
第
一
巻
と
第
二
巻
は
嘉
興

蔵
だ
が
順
番
通
り
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
所
々
に
麗
蔵
の
経
典
な
ど
嘉
興
蔵
に
は
な
い
経
典

が
入
っ
て
い
る
︒
第
三
巻
は
︑
町
版
と
写
本
︑
嘉
興
蔵
の
正
蔵
︑
続
蔵
︑
又
続
蔵
が
混
在

し
︵
口
絵
︶
︑
日
本
の
仏
書
と
外
典
目
録
で
あ
る
第
四
巻
以
降
は
嘉
興
蔵
は
な
い
が
学
林

書
庫
の
函
番
号
が
入
り
乱
れ
た
編
成
と
な
っ
て
い
る
︒

『
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
の
利
用

こ
の
分
類
や
配
置
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
が
︑
そ
の
選
択
や
配
置
に
つ
い
て
は
智

洞
自
身
が
一
応
の
凡
例
を
記
し
て
い
る
の
で
多
少
の
解
説
と
共
に
右
に
掲
げ
る
︒

龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録

凡
例

一
天
竺
目
録
︑
覆
異
訳
N
本
支
者
全
依
八
不
道
人
閲
蔵
知
津
︒
其
中
︑
先
浄
土
経
者
吾

宗
所
依
也
︒
次
︑
及
華
厳
法
華
般
若
宝
積
等
大
部
者
︑
順
習
聖
教
目
録
︑
為
令
易
検

尋
︑
不
同
用
彼
五
時
次
第
也
︒
又
︑
論
蔵
及
西
土
撰
集
之
際
︑
彼
以
其
分
斉
定
之
今

西
土
菩
薩
賢
聖
之
作
︑
称
論
者
皆
属
論
称
経
者
︑
皆
属
西
土
撰
集
︒
是
亦
為
令
易
検

尋
︒

一
支
那
日
本
目
録
︑
釈
経
・
釈
律
・
釈
論
︑
皆
先
挙
本
部
於
其
下
列
其
釈
必
不
以
宗
分

之
至
雑
著
︒
則
宗
分
之
︑
亦
為
令
易
見
耳
︒
其
中
先
浄
土
者
吾
宗
所
基
也
︒
次
華
天

密
禅
三
論
法
相
等
次
第
者
︑
従
禿
鈔
指
南
︒

一
日
本
禅
宗
及
日
蓮
宗
諸
書
︑
不
広
索
之
禅
老
茶
話
︑
日
徒
漫
論
无
用
研
義
︒

一
真
宗
諸
書
無
問
︑
若
真
若
偽
︑
縦
令
雖
末
学
俗
説
︑
全
収
不
捨
︒
此
乃
本
宗
所
撰
為

呈
研
究
一
助
也
︒

一
世
称
勧
化
書
者
︑
何
宗
所
撰
皆
捨
不
列
︒
然
至
真
宗
諸
祖
伝
記
則
一
二
有
取
焉
︒
事

蹟
之
類
千
時
五
三
非
无
所
験
︒

一
三
国
諸
書
︑
雖
一
紙
半
面
︑
皆
称
一
巻
︑
以
此
為
例
︒

一
浄
土
十
要
中
︑
有
弥
陀
経
要
解
閲
経
十
二
種
中
︑
有
心
経
畧
解
等
皆
於
各
経
下
列
之

更
到
雑
著
出
総
部
名
下
復
列
之
傍
書
曰
再
出
︒

一
如
天
台
止
観
等
︑
雖
為
雑
著
︑
世
称
三
大
部
註
疏
︑
亦
有
合
解
者
故
︑
合
于
玄
義
文

句
而
列
釈
経
中
︒

天
明
癸
卯
冬
十
二
月

京
兆

桃
華
坊
釈
智
洞
謹
撰
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(翻
刻
︑
句
読
点
筆
者
)

こ
の
凡
例
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
平
春
生
氏
が
論
文
中
で
﹁
真
宗
学
匠
智
洞
の
達
見
を

示
す
も
の
﹂
と
し
た
上
で
紹
介
さ
れ
て
い
る(11
)
︒
以
下
に
援
用
し
つ
つ
少
し
紹
介
す
る
︒

ま
ず
は
じ
め
に
印
度
撰
述
部
の
目
録
に
お
い
て
大
小
乗
経
典
の
異
訳
を
確
か
め
︑
本
末

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
八
不
道
人
の
﹃
閲
蔵
知
津
﹄
に
拠
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
︒﹃
閲
蔵
知
津
﹄
四
十
四
巻
は
す
で
に
触
れ
た
が
︑
大
蔵
経
閲
覧
の
指
針
と
な
る
べ

き
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
新
し
い
分
類
方
法
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
書
で
あ
っ
た
︒
実
際
︑
中
国

で
嘉
興
蔵
が
編
纂
さ
れ
た
と
き
は
︑
編
者
の
失
踪
で
断
念
さ
れ
た
も
の
の
﹃
閲
蔵
知
津
﹄

に
基
づ
い
て
新
し
い
分
類
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒

凡
例
中
に
﹁
次
︑
及
華
厳
法
華
般
若
宝
積
等
大
部
者
︑
順
習
聖
教
目
録
︑
為
令
易
検
尋

不
同
用
彼
五
時
次
第
也
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
う
ち
﹁
聖
教
目
録
﹂
は
檗
蔵
に
収
録
さ
れ
︑
ま

た
書
肆
か
ら
単
独
刊
行
も
さ
れ
た
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
は
︑
嘉
興
蔵
の
覆
刻
で
あ
る
檗
蔵
の
目
録
と
し
て
日
本
近
世
の

僧
侶
の
間
に
は
膾
炙
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
智
洞
は
︑
大
部
の
経
典
に
つ
い
て
﹃
大
明
三

蔵
聖
教
目
録
﹄
に
従
っ
て
配
置
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
不
同
用
彼
五
時
次
第
也
﹂

と
あ
っ
て
︑﹁
五
時
﹂
と
は
お
そ
ら
く
﹁
天
台
五
時
教
判
﹂
と
推
定
さ
れ
︑
こ
れ
に
基
づ

い
た
分
類
は
同
じ
よ
う
に
は
用
い
な
い
と
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
学
林
の
蔵
書
目
録
を
作
る
際
に
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
に
従
っ
た
と
い
う

記
述
は
︑
実
際
と
は
異
な
る
︒
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
︑﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
内
典

現
存
目
録
﹄
の
配
置
と
嘉
興
蔵
の
配
置
︑
つ
ま
り
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
の
そ
れ
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
か
ら
だ
︒
後
述
す
る
が
︑
も
と
も
と
嘉
興
蔵
に
な
い
書
目
を
入
れ
て
い

る
場
合
ま
で
あ
る
︒

先
述
し
た
が
︑
実
際
に
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
に
は
学
林
蔵
書
︵﹁
龍
谷
学
黌
大
蔵
書
﹂

印
を
持
つ
本
︶
で
︑
智
洞
手
沢
本
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
が
あ
る(12
)

︒
す
で
に
同
書
の
千

字
文
に
書
き
込
ま
れ
た
数
字
が
新
写
字
台
本
の
朱
の
書
き
込
み
と
一
致
す
る
こ
と
は
述
べ

た
が
︑
さ
ら
に
同
書
に
は
各
経
典
名
の
欄
外
上
部
に
通
し
の
函
番
号
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
番
号
が
︑﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
内
典
現
存
目
録
﹄
の
上
部
に
あ
る
番
号
と
一
致
す
る
︒

智
洞
は
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
に
従
っ
て
︑
嘉
興
蔵
を
そ
の
ま
ま
﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
内

典
現
存
目
録
﹄
の
一
巻
と
二
巻
に
入
れ
た
の
で
は
な
く
︑﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
を
利

用
し
つ
つ
も
嘉
興
蔵
を
い
っ
た
ん
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
︑
自
身
の
考
え
で
再
配
置
し
て
い
る

の
だ
︒﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
を
見
て
は
い
て
も
︑
そ
の
分
類
に
従
っ
て
は
い
な
い
︒

さ
て
︑
凡
例
の
以
下
の
部
分
に
は
︑
浄
土
教
の
書
を
各
項
目
の
筆
頭
に
配
置
し
て
い
る

こ
と
や
︑
禅
宗
や
日
蓮
宗
の
本
は
多
く
集
め
て
い
な
い
こ
と
︑
真
宗
に
関
し
て
は
真
偽
不

明
の
も
の
も
研
究
の
た
め
に
集
め
て
い
る
こ
と
︑
勧
化
本
︵
説
教
の
資
料
と
な
る
本
︒
仏
教

学
で
い
う
談
義
本
︶
は
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
こ
こ
で
は
省

く
︒総

じ
て
︑
そ
の
分
類
は
︑
全
体
を
天
竺
・
震
旦
・
日
本
の
三
部
門
に
大
別
し
て
い
る
︒

そ
し
て
第
一
に
︑
大
小
乗
の
経
律
論
蔵
と
西
土
撰
集
︑
外
論
の
七
科
を
摂
め
︑
第
二
に
震

旦
部
に
大
小
乗
の
釈
経
律
論
と
雑
述
・
伝
記
・
音
義
・
目
録
の
七
科
を
摂
し
︑
雑
述
の
中

に
浄
土
と
華
厳
・
天
台
・
密
・
禅
・
三
論
・
法
相
・
律
と
小
乗
の
雑
用
と
の
十
部
を
分
ち
︑

第
三
日
本
部
も
大
科
七
子
科
十
に
分
つ
こ
と
は
震
旦
部
と
同
じ
だ
が
︑
浄
土
部
に
お
い
て

浄
土
真
宗
と
浄
土
宗
を
分
ち
︑
ま
た
小
乗
釈
経
論
の
中
に
外
道
の
論
釈
を
付
加
し
て
い
る
︒

浄
土
部
を
最
も
重
視
し
て
お
り
︑
経
論
釈
の
分
類
で
は
常
に
浄
土
部
を
筆
頭
に
置
い
て
い

た
め
︑
浄
土
教
を
中
心
と
し
た
目
録
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
外
典
の
分
類
に
つ
い
て
は
︑
清

代
に
成
立
し
た
四
部
分
類
を
採
っ
て
い
る
︒
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増
補
や
選
書
の
例

智
洞
は
ま
た
高
麗
版
大
蔵
経
︵
麗
蔵
︶
と
の
異
同
も
気
を
配
っ
て
い
る
︒
麗
蔵
に
あ
っ

て
嘉
興
蔵
に
な
い
も
の
︑
逆
に
嘉
興
蔵
に
は
あ
る
が
麗
蔵
に
な
い
も
の
を
︑﹁
明
蔵
／
欠

之
﹂︑﹁
麗
蔵
／
欠
之
﹂
な
ど
と
註
記
し
︵
明
蔵
は
嘉
興
蔵
の
こ
と
︶
︑
嘉
興
蔵
に
な
い
が
麗

蔵
に
あ
る
も
の
四
五
部
︑
嘉
興
蔵
に
あ
っ
て
麗
蔵
に
な
い
も
の
三
五
部
を
挙
げ
て
い
る
︒

智
洞
に
は
﹁
麗
蔵
明
蔵
互
闕
目
録
﹂
一
巻
と
い
う
著
書
が
あ
っ
た
と
さ
れ(13
)

︑
お
そ
ら
く
こ

れ
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑﹁
麗
蔵
及
知
津
貞
元
録
之
唯
明
蔵
目
録
中
存
此
経
名
無
其
経
﹂
と
注
記
し
た

上
で
︑﹃
番
字
薬
師
瑠
璃
光
七
仏
本
願
功
徳
経
﹄
一
巻
を
掲
出
し
て
い
る
︒﹁
番
字
﹂
と
は
︑

蕃
字
︑
蛮
字
と
も
書
き
︑
外
国
の
文
字
の
こ
と
︒
梵
字
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
麗
蔵
や
他

の
目
録
に
な
く
て
も
︑﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
に
あ
る
の
で
︑
そ
の
旨
注
記
し
て
載
せ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
か
ら
智
洞
は
﹃
貞
元
録
﹄
も
見
て
い
た
と
わ
か
る
︒
た
と

え
学
林
蔵
書
に
も
な
く
︑
麗
蔵
や
明
蔵
に
な
い
経
典
で
あ
っ
て
も
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
第
一
巻
と
第
二
巻
は
主
に
嘉
興
蔵
で
構
成
さ

れ
て
い
る
が
︑
第
二
巻
に
真
諦
の
著
作
と
し
て
﹁
蔵
外

金
剛
仙
論
五
巻
﹂
を
挙
げ
て
い

る
︒
嘉
興
蔵
に
も
麗
蔵
に
も
な
い
﹃
金
剛
仙
論
﹄
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
同
書
は

﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
﹄
の
注
釈
書
だ
が
︑
一
般
的
に
は
真
諦
で
は
な
く
菩
提
流
支
の

訳
で
あ
る
︒
合
綴
さ
れ
た
僧
朗
の
目
録
に
も
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
ち
ら
は
菩
提
流
支

と
な
っ
て
い
る
の
で
︑
智
洞
の
ミ
ス
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
五
巻
と
あ
る
が
実
際
は
十
巻
と
さ

れ
て
い
お
り
︑
こ
ち
ら
も
五
巻
と
五
冊
を
誤
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

同
書
は
訳
経
録
に
な
く
︑
古
来
よ
り
そ
の
撰
述
に
疑
義
が
あ
る
︒﹃
仏
書
解
説
大
辞
典(14
)

﹄

に
よ
る
と
︑
日
本
で
は
﹁
可
な
り
に
広
く
用
ひ
ら
れ
た
と
思
は
れ
る
本
書
が
︑
古
来
の
支

那
の
経
録
に
︑
そ
の
名
を
留
め
な
い
と
云
ふ
事
は
甚
だ
疑
問
と
さ
る
べ
き
点
で
︑
余
程
の

理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
﹂
と
あ
る
︒
疑
義
は
あ
っ
て
も
日
本
で
は
広
く
知

ら
れ
て
い
た
経
典
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
不
審
な
の
は
︑﹃
金
剛
般
若
経
﹄
の
注
釈

書
類
は
第
三
巻
に
数
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
に
掲
出
し
て
い
な
い
︒
二
巻
の
﹁
天

竺
大
乗
論
蔵
第
五
﹂
の
末
尾
に
配
置
し
て
い
る
︒
大
蔵
経
の
一
部
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る

の
だ
︒﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
に
よ
れ
ば
︑
同
書
は
安
永
九
年
︵
一
七
八
〇
︶
に
入
蔵
し
て
い

る
︒
お
そ
ら
く
︑
智
洞
が
必
要
と
思
っ
て
取
り
寄
せ
た
本
と
推
測
さ
れ
る
︒

『
金
七
十
論
﹄
と
﹃
勝
宗
十
句
義
論
﹄

智
洞
は
ま
た
︑
日
本
近
世
独
特
の
仏
教
学
の
成
果
も
収
載
し
て
い
る
︒
一
般
に
︑
嘉
興

蔵
大
蔵
経
は
内
典
の
み
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
︑
二
部
だ
け
外
典
が
入
っ
て
い
る
︒﹃
金
七

十
論
﹄
と
﹃
勝
宗
十
句
義
論
﹄
で
あ
る
︒﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
は
第
二
巻
末

尾
に
︑
以
下
の
よ
う
に
納
め
ら
れ
て
い
る
︒

百
卅
三

勝
宗
十
句
義
論
一
巻

恵
目
造

玄
奘

百
卅
五

金
七
十
論
三
巻

真
諦

本
来
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
の
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い
た
嘉
興
蔵
の
書
目
を
一
箇
所

に
ま
と
め
て
い
る
︒
両
書
と
も
外
典
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
両
書
を
ひ
と
つ
に
し
て
第
二

巻
の
最
後
に
配
置
し
た
の
だ
ろ
う
︒

外
典
に
も
関
わ
ら
ず
両
書
が
大
蔵
経
中
に
入
っ
て
い
る
の
は
︑
イ
ン
ド
思
想
を
理
解
す

る
の
に
必
須
の
書
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
し
か
し
︑
両
書
の
研
究
は
今
の
と
こ
ろ
中
国
で

は
認
め
ら
れ
な
い
し
︑
日
本
の
中
世
︑
そ
し
て
近
代
以
降
も
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
︒

た
だ
日
本
近
世
に
の
み
盛
ん
に
行
わ
れ
た(15
)

︒

興
津
香
織
氏
の
研
究
に
拠
れ
ば
︑
日
本
に
お
い
て
︑
元
禄
八
年
︵
一
六
九
五
︶
に
﹃
金
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七
十
論
﹄
が
京
都
書
林
蓍
屋
宗
八
か
ら
単
独
刊
行
さ
れ
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
﹃
勝
宗
十
句
義

論
﹄
の
注
釈
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
二
百
年
ほ
ど
の
間
︑﹃
金
七
十
論
﹄
の
注

釈
書
が
出
さ
れ
続
け
て
い
る
︒
近
世
を
通
じ
て
︑
二
六
点
︑
一
七
人
の
作
者
が
注
釈
書
を

書
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
日
本
仏
教
史
上
︑
そ
れ
以
外
の
時
代
に
は
注
釈
書
は
存
在
し
な

い
︒
近
世
の
学
僧
た
ち
の
イ
ン
ド
哲
学
思
想
に
対
す
る
総
合
的
な
註
釈
研
究
が
垣
間
見
ら

れ
る
︒

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
は
﹁
日
本
外
道
釈
論
部
﹂
と
い
う
両
書
の
注
釈
書
の

た
め
の
専
用
の
項
目
が
立
て
ら
れ
︑﹃
金
七
十
論
﹄
の
注
釈
書
二
点
︑﹃
勝
宗
十
句
義
論
﹄

の
注
釈
書
二
点
が
納
め
ら
れ
て
い
る
︒
智
洞
は
こ
う
し
た
日
本
近
世
独
特
の
イ
ン
ド
哲
学

研
究
に
も
気
を
配
っ
て
い
た
︒

後
世
へ
の
影
響

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
写
本
は
多
く
は
な
い
︒
筆
者
が
閲
覧
し
た
も
の
は
︑

先
に
挙
げ
た
同
志
社
大
学
本
と
龍
谷
大
学
新
写
字
台
文
庫
本
を
除
い
て
龍
谷
大
学
大
宮
図

書
館
所
蔵
の
も
の
が
四
部
︑
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
も
の
が
二
部
で
︑
他
に

O
P
A
C

に
は
寺
院
が
所
持
し
て
い
る
も
の
が
一
部
あ
る
の
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
︒
大
谷
大

学
の
二
部
と
龍
谷
大
学
の
一
部
は
近
代
以
降
の
書
写
で
︑
他
も
︑
西
本
願
寺
の
末
寺
が
所

持
し
て
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
と
考
え
ら
れ
る
︒
近
世
の
写
本
と
し
て
は
伝
存
数
は
多
い

と
は
言
え
ず
︑
か
つ
そ
れ
ら
も
西
本
願
寺
教
団
内
で
の
流
布
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
後

世
へ
の
影
響
は
限
定
的
と
思
わ
れ
る
︒

他
に
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
影
響
と
し
て
は
︑
西
本
願
寺
宗
主
の
文
庫
で

あ
る
写
字
台
文
庫
の
分
類
に
見
ら
れ
る
︒
弘
化
三
年
︑
時
の
宗
主
広
如
は
宗
主
の
文
庫
で

あ
る
写
字
台
文
庫
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
際
の
分
類
方
法
と
し
て
︑
平
春
生
氏
の

述
べ
る
と
こ
ろ
を
右
に
掲
げ
る(16
)

︒︵

︶
内
は
筆
者
︒

仏
典
に
関
す
る
も
の
仗

中
﹁
大
小
乗
経
律
論
釈
﹂
等
は
中
国
に
於
て
定
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
に
従
ひ
︑
我
国
の
各
宗
の
撰
述
は
﹁
専
ら
我
学
黌
先
輩
碩
学
の
定
め
ら
れ
た
と

こ
ろ
の
目
録
﹂
に
拠
り
︑
更
に
和
書
の
新
古
の
弁
じ
難
い
も
の
は
﹃
群
書
一
覧
﹄
そ

の
ほ
か
和
書
目
録
を
参
照
︑
漢
籍
は
﹁
四
庫
全
書
目
録
﹂
で
分
類
︵
し
た
︒︶︵
中
略
︶

﹁
専
ら
我
学
黌
先
輩
碩
学
の
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
目
録
﹂
に
拠
つ
た
と
あ
る
の
は
︑

智
洞
の
﹃
天
明
目
録
﹄
を
指
す
の
で
あ
ら
う
︑
た
仞

﹁
学
黌
先
輩
碩
学
﹂
と
あ
つ
て

明
に
名
ま
へ
を
挙
げ
て
な
い
こ
と
は
︑
そ
の
目
録
の
識
見
に
は
服
し
つ
仗

も
︑
三
業

惑
乱
の
張
本
人
た
る
智
洞
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
憚
り
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ら
う
︒

写
字
台
文
庫
の
目
録
作
成
の
参
考
と
さ
れ
た
が
︑
や
は
り
智
洞
が
罪
人
と
な
っ
た
こ
と

が
陰
を
落
と
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
幕
末
期
︑
東
本
願
寺
の
学
僧
丹
山
順
藝
が
こ
の
目
録

の
構
成
を
採
用
し
た
自
身
の
蔵
書
目
録
を
作
成
し
て
い
る
︒
丹
山
順
藝
は
極
め
て
広
い
視

野
と
卓
越
し
た
学
力
を
持
っ
た
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
る(17
)
︒﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄

に
対
し
て
何
ら
か
の
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
今
後
の
研
究
が
俟
た
れ
る
︒

日
本
近
世
仏
教
学
の
成
果
と
し
て

こ
の
目
録
編
纂
作
業
の
六
年
後
︑
智
洞
は
能
化
に
就
任
し
た
︒
し
か
し
間
も
な
く
後
三

業
惑
乱
と
い
う
信
仰
心
に
大
き
く
関
わ
る
大
論
争
が
勃
発
し
︑
学
林
と
在
野
が
対
立
︑
争

い
は
門
徒
を
巻
き
込
み
全
国
に
波
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
智
洞
は
学
林
側
の
主
要
人
物

と
な
る
︒
こ
の
大
論
争
は
収
拾
が
つ
か
ず
幕
府
の
裁
定
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
︑
結
果
的

に
学
林
側
が
敗
北
し
た
︒
智
洞
は
こ
の
騒
動
の
責
任
者
と
し
て
流
刑
を
受
け
た
が
︑
文
化

二
年
︵
一
八
〇
五
︶
︑
刑
が
執
行
さ
れ
る
前
に
獄
死
し
て
い
る
︒
今
日
︑
こ
う
し
た
宗
教
騒

乱
で
名
を
知
ら
れ
る
智
洞
だ
が
︑
こ
の
時
期
に
学
林
蔵
書
に
多
大
な
恩
恵
を
も
た
ら
し
た
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一
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
平
春
生
氏
は
︑
智
洞
に
つ
い
て
﹁
宗

義
安
心
上
の
こ
と
は
と
も
か
く
︑
図
書
館
人
と
し
て
智
洞
の
残
し
た
足
跡
は
実
に
大
き
く

そ
の
功
業
は
い
つ
ま
で
も
讃
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う(18
)

︒﹂
と
大
き
く
評
価
し
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
智
洞
は
一
檀
林
の
蔵
書
の
充
実
と
整
理
を
行
っ

た
だ
け
で
は
な
い
︒
嘉
興
蔵
を
含
め
た
大
量
の
仏
書
を
縦
横
に
配
置
し
︑
新
し
い
分
類
大

系
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

小
川
剛
生
氏
は
目
録
と
い
う
書
物
の
性
質
に
つ
い
て
︑﹁
書
物
の
分
類
は
当
時
の
学
問

観
を
反
映
す
る
︒
利
用
し
得
る
書
物
を
整
理
し
て
分
類
列
挙
す
る
こ
と
︑
書
目
の
編
纂
は

学
問
の
隆
盛
深
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
︒﹂﹁
書
目
の
編
纂
は
︑
現
代
で
も
や
や
も
す

れ
ば
書
物
を
管
理
す
る
手
段
と
し
て
軽
視
さ
れ
る
風
潮
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
仏
典
や
漢
籍

の
書
目
は
書
物
の
単
な
る
一
覧
表
で
は
な
い
︒
個
別
の
作
品
に
つ
き
経
・
伝
・
注
・
疏
の

内
容
を
吟
味
し
︑
歴
史
的
な
空
間
に
位
置
づ
け
た
書
物
で
あ
り
︑
学
問
的
研
鑽
の
最
高
の

成
果
と
い
う
こ
と
が
で
き
る(19
)

︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄

に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
︒
実
際
の
書
庫
と
は
違
う
書
目
の
並
べ
方
を
し
た
大
き
な
目
録

を
智
洞
は
編
纂
し
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
れ
は
智
洞
の
﹁
学
問
的
研
鑽
の
最
高
の
成
果
﹂
と
見

做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

四

新
し
い
大
蔵
経

玄
智
の
協
力

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
を
編
纂
す
る
上
で
︑
学
林
の
部
外
者
で
あ
り
な
が
ら
多

く
の
協
力
を
し
た
僧
侶
が
い
る
︒
慶
証
寺
玄
智
︵
享
保
十
九
年
︹
一
七
三
四
︺
～
寛
政
六
年

︹
一
七
九
四
︺︶
で
あ
る
︒
字
を
影
燿
︑
若
�
と
い
い
︑
号
は
孝
徳
坊
︑
曇
華
室
︒
西
本
願

寺
寺
内
町
に
あ
る
慶
証
寺
を
嗣
い
で
︑
本
山
の
法
要
な
ど
儀
式
を
行
う
御
堂
衆
を
つ
と
め

た
︒
玄
智
は
学
林
の
学
僧
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
︑
聖
教
の
研
究
に
お
い
て
当
時

最
高
の
学
力
を
持
っ
て
い
た
︒

『学
林
万
検
雑
牘
﹄
第
二
巻
︑
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
四
月
の
項
を
見
る
と
︑
玄
智
が

﹃
浄
土
要
言
﹄
や
﹃
十
二
礼
﹄
な
ど
︑
七
部
の
書
物
を
﹁
校
刻
者
﹂
と
し
て
寄
進
し
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
書
物
は
玄
智
が
独
自
に
校
訂
し
て
開
版
し
た
真
宗
の
聖
教
類
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
同
じ
年
に
学
林
は
﹁
法
然
上
人
十
巻
伝

写
本
三
冊
﹂
を
入
蔵
さ
せ
︑﹃
龍
谷

学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
も
履
い
て
い
る
が
︑
や
は
り
こ
の
本
は
玄
智
が
校
訂
し
作
成
し

た
も
の
だ(20
)
︒

ま
た
別
に
︑
記
録
に
は
な
い
が
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
は
玄
智
が
日
本
で

は
じ
め
て
開
版
し
た
﹃
自
鏡
録
﹄
二
巻
が
入
っ
て
い
る
︒
同
書
は
諸
書
か
ら
因
果
応
報
の

説
話
を
集
め
た
も
の
だ
が
︑
玄
智
は
内
容
に
不
満
を
抱
き
︑
下
巻
に
補
遺
を
作
っ
て
出
版

し
て
い
る
︒
玄
智
は
そ
の
学
力
で
︑
学
林
蔵
書
の
充
実
を
助
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
麗
蔵
と
嘉
興
蔵
を
比
べ
ど
ち
ら
か
に
欠
け
て
い
る
経
典
に
つ
い
て
は
﹃
龍
谷
学

黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
注
記
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た
目
録
と
思
わ
れ
る
の

が
先
述
の
﹁
麗
蔵
明
蔵
互
闕
目
録
﹂
で
あ
る
︒
智
洞
著
作
と
さ
れ
る
同
書
は
伝
存
せ
ず
︑

﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
も
載
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
玄
智
が
真
宗
学
を
学
ぶ
人
の

為
に
と
多
く
の
書
目
を
挙
げ
解
題
を
付
し
て
い
る
寛
政
二
年
︵
一
七
九
〇
︶
頃
刊
﹃
真
宗

教
典
志
﹄
︵
三
巻
本
と
そ
の
増
補
分
で
あ
る
一
巻
本
が
あ
る
︶
の
三
巻
本
第
一
巻
に
は
︑
解
題

こ
そ
付
し
て
い
な
い
も
の
の
︑﹁
麗
明
互
闕
目
録
﹂
と
し
て
掲
出
し
て
い
る
︒
玄
智
は
同

書
を
見
て
い
た
の
だ
︒

玄
智
は
そ
の
著
書
﹃
考
信
録
﹄
の
中
で
︑
大
蔵
経
に
つ
い
て
並
々
な
ら
ぬ
興
味
を
も
っ

て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
続
い
て
﹁
大
蔵
異
本
ノ
事
﹂
と
し
て
︑
忍
徵
が
著
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し
た
﹃
大
蔵
対
校
録
﹄
に
つ
い
て
触
れ
︑
嘉
興
蔵
に
な
い
が
麗
蔵
に
あ
る
教
典
に
つ
い
て
︑

五
九
部
四
九
八
巻
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
当
時
に
あ
っ
て
玄
智
は
︑
大
蔵
経
に
つ
い
て
最

も
熟
知
し
て
い
た
学
僧
の
一
人
で
あ
り
︑
麗
蔵
と
嘉
興
蔵
の
違
い
も
よ
く
把
握
し
留
意
し

て
い
た
︒

『
真
宗
教
典
志
﹄

さ
ら
に
︑
玄
智
は
﹃
真
宗
教
典
志
﹄
︵
一
巻
本
︶
に
お
い
て
︑﹁
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目

録
﹂
と
い
う
項
目
を
設
け
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒
非

常
に
長
い
前
置
き
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
日
本
で
開
版
さ
れ
た
大
蔵
経
の
第
一
は
天
海
版
だ
が
︑
こ
れ
は
不
便
で
使
え
な

い
と
し
た
上
で
︑
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
鉄
眼
開
版
の
檗
蔵
を
挙
げ
る
︒
手
に
入
れ

や
す
く
︑
読
む
の
に
便
利
だ
と
そ
の
利
点
を
述
べ
た
後
︑
そ
の
欠
点
を
挙
げ
て
い
る(21
)

︒

然
多
㆓

誤
脱
錯
簡
弌

且
検
㆓

諸
蔵
編
集
弌

至
㆓

支
那
著
述
之
選
弌

則
僅
取
㆓

天
台
三
大

部
・
華
厳
章
疏
弌

及
枝
末
鈔
記
︒
或
禅
徒
語
録
文
集
等
類
弌

以
充
㆓

其
数
弌

或
於
㆓

同

本
弌

棄
㆑

本
取
㆑

末
︒
近
如
㆘

取
㆓

集
礼
懺
儀
弌

而
漏
㆓

十
二
礼
及
往
生
礼
讃
弌

載
㆓

自
鏡

録
序
弌

而
逸
㆓

本
録
㆒

等
乖

最
為
㆓

不
満
弌

蓋
当
㆓

唐
季
五
代
乱
争
︒
経
典
散
失
之
時
弌

而
結
㆓

集
之
弌

故
不
㆑

得
㆓

全
備
㆒

耳
︒

檗
蔵
は
誤
り
が
多
い
︒
ま
た
諸
蔵
と
比
べ
て
み
て
み
る
と
︑
入
蔵
し
て
い
る
経
典
に
過

不
足
が
あ
る
と
指
摘
す
る
︒
中
国
著
述
は
天
台
の
三
大
部
と
華
厳
の
章
疏
だ
け
を
と
っ
て

い
る
︑
あ
る
い
は
枝
末
的
な
書
籍
を
採
録
し
て
い
る
と
し
︑
さ
ら
に
は
禅
の
語
録
な
ど
で

数
を
あ
て
て
い
る
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
不
足
し
て
い
る
経
典
名
を
具
体
的
に
挙
げ
て
い
る
︒﹃
集
諸
経
礼
讃
儀
﹄
の

う
ち
︑﹃
十
二
礼
﹄
と
﹃
往
生
礼
讃
﹄
の
部
分
を
漏
ら
し
︑﹃
自
鏡
録
﹄
序
は
載
せ
て
い
る

け
れ
ど
も
︑
そ
の
﹁
本
録
﹂
を
逸
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
最
も
不
満
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
︒
こ
の
う
ち
﹃
往
生
礼
讃
﹄
に
つ
い
て
は
す
で
に
町
版
が
あ
っ
た
が
︑
残
る
﹃
十
二

礼
﹄
と
﹃
自
鏡
録
﹄
に
つ
い
て
は
玄
智
が
独
自
に
校
訂
し
開
版
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
﹁
本
邦
旧
来
丕
富
㆓

内
典
㆒

﹂
と
し
て
︑
日
本
に
は
沢
山
の
仏
書
が
あ
る
と
し
︑

﹃
浄
土
章
疏
』・
『大
乗
義
章
』・
『十
地
論
義
記
』・
『維
摩
義
記
﹄
な
ど
多
く
の
経
典
を
挙

げ
︑﹁
不
㆑

遑
㆓

勝
数
㆒

﹂
と
︑
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
上
で
︑
檗
蔵
を

開
版
し
た
鉄
眼
に
そ
れ
ら
を
補
う
気
が
な
く
︑
嘉
興
蔵
を
そ
の
ま
ま
覆
刻
し
た
こ
と
を
惜

し
ん
だ
上
で
︑
玄
智
は
次
の
よ
う
な
考
え
を
提
示
し
て
い
る
︒

顧
夫
改
㆓

刻
別
蔵
㆒

者
︒
事
非
㆓

容
易
弌

冀
傍
㆓

明
蔵
弌

別
製
㆓

大
蔵
目
録
弌

聖
経
依
㆓

余

蔵
等
弌

補
㆓

闕
本
弌

漢
典
芟
㆑

雑
削
㆑

未
︒
代
以
㆓

本
邦
現
流
諸
大
家
疏
弌

以
㆓

千
字
㆒

為
㆑

記
︒
全
如
㆓

旧
式
弌

令
㆘

其
請
㆓

蔵
経
㆒

者
︒
不
㆔

必
守
㆓

株
於
明
蔵
弌

直
従
㆓

新
目
弌

請
㆓

求
経
疏
弌

新
編
諸
本
︒
製
㆑

帙
附
乘号
︒
則
僅
刻
㆓

若
干
部
弌

而
全
蔵
斯
成
︒

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
別
蔵
を
改
刻
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
か
ら
︑
近
く
か
た
わ
ら
に

嘉
興
蔵
を
お
い
て
別
に
大
蔵
目
録
を
つ
く
り
た
い
︒
経
典
は
他
の
蔵
経
に
よ
っ
て
欠
本
を

補
う
︒
中
国
の
経
典
で
雑
な
と
こ
ろ
は
刈
り
取
り
︑
本
邦
に
流
布
し
て
い
る
大
家
の
疏
を

代
わ
り
に
入
れ
る
︒
千
字
文
を
記
し
︑
ま
っ
た
く
旧
式
︵
お
そ
ら
く
通
し
番
号
の
代
わ
り
に

千
字
文
を
付
し
て
い
る
嘉
興
蔵
や
檗
蔵
︶
と
同
じ
よ
う
に
す
る
︒
蔵
経
を
ほ
し
い
と
願
う
者

に
た
い
し
て
は
︑
旧
弊
の
嘉
興
蔵
を
決
し
て
守
ら
ぬ
よ
う
に
︑
た
だ
ち
に
こ
の
新
し
い
目

録
に
し
た
が
っ
て
経
疏
を
求
め
さ
せ
る
︒
新
た
に
諸
本
を
編
集
し
︑
帙
を
つ
く
り
番
号
を

付
せ
ば
︑
わ
ず
か
に
若
干
の
部
を
開
版
し
た
だ
け
で
︑
全
蔵
が
で
き
あ
が
る
だ
ろ
う
と
︒
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こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
新
し
い
大
蔵
経
編
纂
を
意
味
し
て
い
る
︒
玄
智
は
嘉
興
蔵
に
不
満

を
持
ち
︑
日
本
に
豊
富
に
あ
る
仏
書
を
大
蔵
経
に
加
え
れ
ば
最
高
の
も
の
が
で
き
る
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

玄
智
は
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
の
項
を
終
わ
っ
て
い
る
︒

不
肖
嘗
抱
㆓

斯
志
㆒

尚
矣
︒
法
務
忩
劇
︒
未
㆑

遑
㆑

従
㆑

事
︒
今
学
黌
目
録
之
作
︒
亦

有
㆑

補
㆓

于
斯
挙
㆒

者
︒
非
㆔

必
為
㆓

一
家
私
書
㆒

也
︒
同
志
者
検
焉
︒

す
な
わ
ち
︑
未
熟
な
自
分
は
か
つ
て
こ
の
志
を
懐
い
た
け
れ
ど
も
︑
法
務
が
せ
わ
し
な

く
未
だ
果
た
せ
て
い
な
い
︒
今
︑
こ
の
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
つ
い
て
︑
こ
れ

に
補
う
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
家
に
秘
蔵
し
て
い
く
べ
き
書
で
は
な
い
︒

同
じ
志
の
者
は
︵
公
開
を
︶
検
討
し
て
ほ
し
い
と
呼
び
か
け
て
い
る
︒

玄
智
の
考
え
で
は
︑
新
し
い
目
録
さ
え
で
き
れ
ば
︑
多
く
の
本
が
手
に
入
る
日
本
で
は

そ
れ
を
見
て
本
を
揃
え
れ
ば
︑
新
し
い
大
蔵
経
が
で
き
る
と
い
う
︒﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現

存
目
録
﹄
は
︑
こ
の
新
し
い
大
蔵
経
編
纂
へ
の
道
筋
に
あ
る
書
な
の
で
あ
る
︒

平
春
生
氏
は
︑
こ
の
記
述
を
以
て
智
洞
が
﹁
大
蔵
経
﹂
編
纂
の
意
図
を
有
し
て
い
た
と

し
て
い
る
が(22
)

︑
こ
の
文
章
の
主
語
は
あ
く
ま
で
玄
智
で
あ
る
︒
玄
智
が
新
し
い
大
蔵
経
編

纂
を
夢
見
て
お
り
︑
玄
智
に
と
っ
て
智
洞
が
編
纂
し
た
目
録
が
こ
れ
に
最
も
近
い
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
智
洞
に
新
し
い
大
蔵
経
編
纂
の
意
志
が
あ
っ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
︑
し
か
し

嘉
興
蔵
を
配
置
換
え
し
少
な
く
な
い
部
分
を
町
版
と
混
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
︑

嘉
興
蔵
に
満
足
せ
ず
︑
そ
れ
を
超
え
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
両
者
は
い

ず
れ
も
こ
の
後
失
脚
し(23
)

︑
西
本
願
寺
は
三
業
惑
乱
の
混
乱
の
後
︑
教
学
の
在
り
方
も
変
わ

っ
て
い
く
︒
彼
ら
の
目
指
し
た
も
の
は
失
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
学
僧
た
ち
が
日

本
の
近
世
後
期
に
い
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

お
わ
り
に

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
は
︑
日
本
近
世
に
あ
っ
て
最
も
充
実
し
た
檀
林
の
ひ
と

つ
で
あ
る
西
本
願
寺
学
林
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
︒
編
者
智
洞
は
︑
嘉
興
蔵
を
含
む
膨
大
な

仏
書
を
独
自
に
分
類
し
配
置
し
て
い
る
︒
嘉
興
蔵
の
配
置
に
も
満
足
せ
ず
︑
ま
た
日
本
近

世
の
仏
教
学
を
取
り
こ
み
︑
全
て
の
書
物
を
自
由
に
配
置
し
て
い
る
の
だ
っ
た
︒
書
目
の

上
に
付
さ
れ
た
函
番
号
の
順
序
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
が
︑
こ
れ
は
学

林
書
庫
で
本
を
探
す
た
め
の
目
録
で
は
な
い
︒
同
書
は
︑
目
録
上
の
分
類
や
系
統
立
て
を

示
す
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
こ
れ
は
智
洞
の
思
想
の
表
明
で
あ
り
︑
近
世

仏
教
学
を
代
表
す
る
研
究
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

新
し
い
大
蔵
経
に
つ
い
て
︑
そ
れ
に
至
る
具
体
的
な
方
法
を
示
し
た
玄
智
は
︑
智
洞
の

編
纂
作
業
に
よ
く
協
力
し
︑﹃
十
二
礼
﹄
開
版
な
ど
具
体
的
に
実
行
し
て
い
る
︒
そ
し
て

智
洞
の
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
を
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
達
成
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
さ
え
見
え
る
︒

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
編
纂
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
︑
玄
智
も
智
洞
も
不
遇
の
ま

ま
亡
く
な
っ
た
︒﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
後
世
へ
の
影
響
は
限
定
的
と
な
り
︑

ま
た
新
し
い
大
蔵
経
の
編
纂
は
実
現
し
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
先
述
し
た
よ
う
に
幕
末
の

学
僧
丹
山
順
藝
が
︑
自
身
の
蔵
書
を
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
倣
っ
て
配
置
し
た

蔵
書
目
録
を
作
っ
て
い
る
︒
順
藝
は
建
仁
寺
所
蔵
の
麗
蔵
と
璧
蔵
の
厳
密
な
比
較
を
行
っ

た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
稀
¦
本
の
探
索
に
も
優
れ
︑
徹
底
し
て
諸
本
を
対
校
し
︑
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原
典
を
目
指
し
た
学
僧
で
も
あ
っ
た
︒
大
き
な
視
野
を
持
っ
た
智
洞
や
玄
智
と
問
題
意
識

を
共
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

日
本
近
世
後
期
︑
玄
智
や
智
洞
ら
の
よ
う
な
︑
広
い
視
野
を
持
ち
大
蔵
経
編
纂
ま
で
考

え
る
学
僧
が
い
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
今
後
は
︑
智
洞
の
思
想
の
提
示
で
あ
り

近
世
仏
教
学
の
成
果
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
同
目
録
に
関
し
て
︑
そ
の
内
容
面
を
さ
ら
に

研
究
す
べ
き
と
思
う
︒
本
稿
は
そ
の
第
一
歩
で
あ
る
︒

注(
�
)

妻
木
直
良
編
﹃
真
宗
全
書
﹄
七
十
四
巻
︵
蔵
経
書
院
︑
一
九
一
六
年
︶
に
︑
真
宗
関
係
書

の
箇
所
の
み
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒

(
�
)

三
浦
真
証
﹁﹃
教
行
信
証
﹄
伝
授
の
一
試
論
袞
寂
如
上
人
御
講
義
を
通
し
て
袞
﹂﹃
真
宗

学
﹄
一
四
〇
号
二
〇
一
八
年

(
�
)

中
田
篤
郎
﹁
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵

明
版
︵
方
冊
本
︶
大
蔵
経
に
つ
い
て
袞
序
説
袞
﹂

︵
小
田
義
久
先
生
還
暦
記
念
事
業
会
﹃
小
田
義
久
博
士
還
暦
記
念

東
洋
史
論
集
﹄
一
九
九
五

年
︶

(
�
)

王
芳
﹁﹃
嘉
興
蔵
﹄
と
江
戸
仏
教
袞
鳳
潭
﹃
扶
桑
蔵
外
現
存
目
録
﹄
を
中
心
に
袞
﹂︵﹃
イ

ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
﹄
二
十
四
号
︑
二
〇
一
六
年
︶

(�
)

龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
通
史
編
上
巻
︑

四
三
四
頁
︵
龍
谷
大
学
︑
二
〇
〇
〇
年
︶

(
�
)

龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
史
料
編
第
一
巻
︑

第
二
巻
︵
龍
谷
大
学
︑
一
九
八
七
年
︶︒﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
は
史
料
編
第
一
巻
︑﹃
学
林
万
検
﹄

は
史
料
編
第
一
︑
第
二
巻
︑
厳
護
録
は
第
三
巻
︵
一
九
九
〇
年
︶
か
ら
引
用
し
て
い
る
︒

(�
)

平
春
生
﹁﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
内
典
現
存
目
録
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
天
野
敬
太
郎
先
生
古
稀
記
念

会
編
﹃
図
書
館
学
と
そ
の
周
辺
袞
天
野
敬
太
郎
先
生
古
希
記
念
論
文
集
﹄
天
野
敬
太
郎
先
生
古

稀
記
念
会
︑
一
九
七
一
年
︶

(
!
)

詳
し
く
は
注
︵
�
︶
前
掲
書
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
通
史
編
上
巻
の
三
四
七
～
三

四
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

(
+
)

注
︵
�
︶
前
掲
論
文

(10
)

注
︵
�
︶
前
掲
書
︑
三
四
七
頁

(11
)

注
︵
�
︶
前
掲
論
文

(12
)

龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
一
冊
︵
請
求
記
号
2
0
1
.1
/
2
1
-
w
︶

(13
)

井
上
哲
雄
編
﹃
真
宗
学
匠
著
述
目
録
﹄︵
百
華
苑
︑
一
九
七
七
年
︶
な
ど

(14
)

小
野
玄
妙
編
﹃
仏
書
解
説
大
辞
典
﹄︵
改
訂
版
︶︵
大
東
出
版
︑
一
九
六
四
年
︶

(15
)

興
津
香
織
﹁
江
戸
期
に
お
け
る
﹃
金
七
十
論
﹄
研
究
の
背
景
﹂
と
﹁
日
本
に
お
け
る
﹃
金

七
十
論
﹄
と
そ
の
注
釈
書
に
つ
い
て
﹂︵﹃
印
度
學
佛
教
學
研
究
﹄
六
四
号
︵
二
︶︑
二
〇
一
六

年
︶

(16
)

平
春
生
﹁
写
字
台
文
庫
の
成
立
に
つ
い
て
﹂︵﹃
龍
谷
大
学
論
集
﹄
第
三
四
二
号

一
九
五

一
年
︶

(17
)

万
波
寿
子
﹁
丹
山
順
藝
袞
論
其
學
問
與
藏
書
﹂
二
〇
二
〇
佛
教
文
獻
與
文
學
國
際
學
術
研

討
會

十
一
月
︵
発
表
用
会
議
論
文
︶

(18
)

注
︵
�
︶
前
掲
論
文

(19
)

小
川
剛
生
﹃
中
世
の
書
物
と
学
問
﹄
四
七
～
四
九
頁
︵
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
78

山
川
出

版
社
︑
二
〇
一
〇
年
第
二
刷
︶

(20
)

実
際
に
︑
龍
谷
大
学
大
宮
に
は
玄
智
の
写
本
﹃
法
然
上
人
伝
﹄
三
冊
が
学
林
蔵
書
と
し
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
︵
請
求
記
号
2
9
6
.
5
/
1
6
3
-
w
/
3︶

(21
)

『真
宗
教
典
志
﹄
は
注
︵
�
︶
前
掲
書
﹃
真
宗
全
書
﹄
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
引
用

し
た
︒

(22
)

注
︵
�
︶
前
掲
論
文

(23
)

玄
智
が
晩
年
に
本
山
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
理
由
は
未
だ
判
明
し
て
い
な
い
︒

（ 58 ）


