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は
じ
め
に

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
本
山
で
あ
る
西
本
願
寺
学
林
は
︑
日
本
近
世
に
お
い
て
最
大
級
の
檀
林
で
あ
っ
た
︒
そ
の
蔵
書
も
ま
た
近

世
に
お
い
て
最
大
規
模
を
誇
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
幸
い
な
こ
と
に
︑
今
日
ま
で
そ
の
大
半
が
災
害
を
免
れ
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図

書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
学
林
の
蔵
書
目
録
と
し
て
は
天
明
年
間
の
智
洞
編
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
や
近
代
の
﹃
龍
谷
学

黌
大
蔵
書
目
録
﹄
十
二
冊
︑
明
治
期
の
服
部
範
嶺
編
﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
目
録
﹄︵
二
冊
︶
︑
活
字
本
﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
書
目
録
﹄
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
こ
こ
に
新
た
に
三
種
の
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
を
加
え
た
い
︒

こ
の
目
録
は
現
在
ほ
ぼ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
学
林
の
現
在
の
姿
で
あ
る
龍
谷
大
学
が
編
纂
し
た
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄

︵
通
史
編
上
巻(�
)︶
が
多
少
の
紹
介
を
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
︒
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
毎
年
行
わ
れ
る
蔵
書
の
虫
干
し
時
に
使
用

す
る
だ
け
の
一
過
性
の
目
録
で
あ
っ
て
︑
蔵
書
目
録
と
い
う
よ
り
は
大
量
の
記
録
類
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
書
は
決
し
て
一
過
性
の
目
録
で
は
な
い
︒
し
か
る
べ
き
時
に
そ
の
基
礎
が
作
ら
れ
︑
長
期
間
利
用
さ
れ
続
け

た
︒
ま
た
そ
の
間
に
修
正
を
繰
り
返
し
て
き
て
も
い
る
︒
結
果
と
し
て
︑
こ
れ
ら
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
の
学
林
蔵
書
の
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一
大
目
録
と
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
は
︑
当
時
の
者
た
ち
に
と
っ
て
蔵
書
利
用
の
際
の
閲
覧
目
録
か
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
目
録
が
ど
う
い
っ
た
背
景
で
成
立
し
︑
ど
う
い
っ
た
思
想
を
含
む
も
の
で
︑
ど
う
管
理
さ
れ
ま
た
利
用
さ
れ
た
か
︑
そ

し
て
そ
れ
が
近
代
に
ど
う
接
続
し
た
か
を
知
る
こ
と
は
︑
当
時
の
西
本
願
寺
の
教
学
の
在
り
方
を
知
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
近
世
に

飛
躍
的
に
発
達
し
た
書
物
文
化
の
研
究
上
も
有
益
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
翻
刻
が
必
要
な
資
料
に
つ
い
て
は
︑
漢
字
は
通
行
の
も
の
に
改
め
︑
句
読
点
を
私
に
付
し
て
い
る
︒
ま
た
明
ら
か
に
誤
字

と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
右
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
字
を
補
っ
て
い
る
︒
翻
刻
さ
れ
た
資
料
を
引
用
す
る
際
も
︑
合
字
は
開
き
︑
割
注

は
︿

﹀
で
示
し
た
︒
ま
た
︑
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
は
﹁
□
﹂
と
し
︑
横
に
推
測
で
︵

︶
の
中
に
文
字
を
付
し
た
︒
ま
た
︑

本
の
修
復
な
ど
に
よ
り
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
文
字
は
﹁
■
﹂
を
宛
て
て
い
る
︒

一

三
種
類
の
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂

〈﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
の
解
説
〉

学
林
の
蔵
書
で
あ
る
が
︑
前
述
の
よ
う
に
近
世
に
学
林
で
利
用
さ
れ
た
蔵
書
は
そ
の
多
く
が
今
も
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
同
図
書
館
に
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
納
め
ら
れ
た
古
典
籍
も
多
く
︑
現
在
は
学
林
蔵
書
と
混
在
し
て
い
る
状
態

で
あ
る
︒
し
か
し
︑
学
林
蔵
書
に
は
明
確
な
特
徴
が
あ
る
︒
例
え
ば
図
�
袞
②
に
見
え
る
よ
う
な
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
書
﹂
と
い
う
長

方
印
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
最
も
確
実
な
学
林
蔵
書
の
証
と
な
る
︒
ま
た
︑
特
殊
な
場
合
を
除
き
︑
原
表

紙
で
あ
れ
ば
そ
の
右
上
に
学
林
で
割
り
振
ら
れ
た
函
の
番
号
と
︑﹁
共
○
冊
﹂
と
い
う
表
現
で
総
冊
数
が
直
書
き
さ
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
学
林
蔵
書
は
年
に
一
度
︑
旧
暦
の
七
月
上
旬
頃
に
虫
干
し
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
実
際
に
は
西
本
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願
寺
で
は
﹁
虫
干
し
﹂
で
は
な
く
︑﹁
虫
払
﹂︵
む
し
ば
ら
い
︶
と
呼
称
し
て
い
た
の
で
︑
本
稿
で
も
虫
払
と
呼
称
す
る
も
の
と
す
る
︒

こ
の
虫
払
い
に
つ
い
て
︑
先
述
の
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
あ
る(�
)

︒

蔵
書
の
虫
干
に
つ
い
て
は
︑
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
以
来
﹃
万
検
雑
牘
﹄︵
学
林
の
記
録
の
ひ
と
つ
︶
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑

﨟
上
︵
﨟
満
と
上
座
か
︒
い
ず
れ
も
長
く
学
林
で
研
鑽
を
積
ん
だ
者
た
ち
を
指
す
︶
に
よ
っ
て
夏
講
終
了
後
直
ち
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
通
常
︑
六
月
末
ま
た
は
七
月
初
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
虫
干
に
あ
た
っ
て
は
蔵
書
の
存
欠
も
調
査
す

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
︑︵
龍
谷
大
学
の
︶
大
宮
図
書
館
に
は
多
数
の
﹃
虫
干
目
録
﹄
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒

(︵

︶
内
筆
者
︶

こ
こ
で
想
像
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
年
毎
に
蔵
書
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
の
簡
易
的
な
目
録
が
作
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
現
在
ま
で
大
量

に
残
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
大
宮
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
二
件
の
み
で
︑
非
常
に

少
な
い
︒

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
︑
こ
の
二
件
の
資
料
は
実
際
に
は
三
種
類
の
目
録
か
ら
成
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
強
い
関
係
性
が
見
出

さ
れ
る
︒
ま
た
︑
手
ず
れ
や
表
紙
の
疲
れ
な
ど
長
期
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
︒
学
林
に
と
っ
て
重
要
な
目
録
だ
っ
た

た
め
に
︑
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
三
種
類
の
目
録
は
い
ず
れ
も
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
︵
あ
る
い
は
﹁
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹂︶
と
題
し
て
い
る
の
で
︑
本
稿
で
も
こ

れ
に
倣
い
学
林
の
虫
払
目
録
を
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
と
呼
称
す
る
︒

〈大
蔵
虫
払
目
録
の
基
本
情
報
〉

ま
ず
︑
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
に
二
件
あ
る
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
の
う
ち
の
一
件
︑﹃
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
大
本
六
冊
︵
龍
谷
大
学
大

近
世
檀
林
の
蔵
書
目
録
と
書
庫
︵
万
波
)

三



宮
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
：
201.
7/21-w
/6︶
に
つ
い
て
︒
六
冊
か
ら
成
る
が
︑
実
は
三
冊
ず
つ
二
つ
に
分
け
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
別

の
目
録
と
な
っ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
凡
例
が
綴
じ
込
ま
れ
て
お
り
︑
こ
の
凡
例
の
冒
頭
部
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
書
﹂

印
が
押
し
て
あ
る
︒
そ
し
て
二
種
類
と
も
に
︑
学
林
の
蔵
書
の
書
目
が
本
が
収
め
ら
れ
て
い
た
函
ご
と
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
︑

函
の
番
号
を
ま
ず
書
き
︑
以
下
に
そ
の
函
に
入
っ
て
い
る
書
目
を
列
記
す
る
の
が
大
蔵
虫
払
目
録
の
基
本
様
式
で
あ
る
︒

も
う
一
件
の
大
蔵
虫
払
目
録
は
﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
と
称
す
る
大
本
二
冊
︵
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
：
201.

7/20-w
/2︶
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
に
は
学
林
蔵
書
印
は
な
い
︒
し
か
し
︑
内
容
は
確
か
に
学
林
の
蔵
書
目
録
で
︑
外
題
に
﹁
続
大
蔵
虫

払
目
録
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
他
の
大
蔵
虫
払
目
録
の
続
編
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
︑
そ
の
内
容
か
ら
先
の
二
件

の
う
ち
︑
よ
り
新
し
い
方
の
続
編
に
あ
た
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
︒

な
お
︑
こ
の
二
件
三
種
類
の
大
蔵
虫
払
目
録
の
料
紙
は
い
ず
れ
も
半
丁
一
〇
行
の
︑
版
心
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と
印
刷
さ
れ
て

い
る
黒
の
罫
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
三
種
と
も
に
見
開
き
に
し
た
時
の
左
下
の
部
分
の
手
ず
れ
が
ひ
ど
く
︑
頻
繁
に
利
用
さ

れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

現
在
六
冊
一
具
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
実
際
に
は
二
種
類
あ
る
大
蔵
虫
払
目
録
を
見
て
み
よ
う
︒
第
一
冊
の
本
文
冒
頭
の
前
に

﹁
蔵
書
虫
払
凡
例
﹂
五
丁
が
綴
じ
込
ま
れ
て
お
り
︑
寛
政
五
年
︵
一
七
九
三
︶
の
年
記
が
あ
る
︒
寛
政
五
年
よ
り
少
し
前
か
ら
学
林
蔵

書
は
急
増
し
て
い
た
た
め(�
)
︑
こ
の
と
き
虫
払
の
や
り
方
も
整
理
さ
れ
︑
凡
例
が
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
の
凡
例
の
中
に
﹁
函
に
納
め
候
時
は
必
す
此
目
録
に
引
合
せ
候
事
︑
若
紛
失
の
品
有
之
候
は
仗

別
に
帳
面
を
こ
し
ら
へ
︑
こ
れ

を
記
し
後
に
吟
味
す
へ
し
﹂
と
あ
る
︒
虫
干
し
が
済
ん
で
本
を
函
に
戻
す
時
に
は
﹁
必
す
此
目
録
に
引
合
せ
﹂
る
こ
と
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
大
蔵
虫
払
目
録
が
虫
払
の
際
に
蔵
書
の
チ
ェ
ッ
ク
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
し
て
︑

右
の
文
言
が
凡
例
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
最
初
期
の
大
蔵
虫
払
目
録
は
寛
政
五
年
頃
に
は
存
在
し
︑
毎
年
の
虫
払
に
利
用
さ
れ
て
い
た
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
も
そ
も
一
過
性
の
記
録
類
で
は
な
く
︑
長
期
的
に
使
用
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
参
考
ま
で
に
︑
時

近
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代
が
よ
り
古
い
と
思
わ
れ
る
方
の
大
蔵
虫
払
目
録
の
凡
例
を
左
に
掲
げ
る
︒
大
き
な
書
庫
の
虫
干
し
の
手
順
や
注
意
事
項
を
具
体
的

に
挙
げ
て
お
り
興
味
深
い
︒

蔵
書
虫
払
凡
例

一
年
々
相
勤
候
而
勝
手
覚
し
人
を
以
支
配
人
と
定
む
へ
し

一
人
数
多
く
集
め
候
事
甚
悪
く
︑
随
分
日
数
を
ま
し
叮
嚀
に
□
へ

(｢す
｣)

し

一
講
堂
ニ
而
書
物
を
ひ
ろ
け
候
時
必
す
西
の
方
よ
り
東
の
方
江
次
第
に
ひ
ろ
け
︑
仕
舞
候
時
も
同
く
西
の
方
よ
り
東
江
次
第

ニ
仕
舞
へ
し
︑
書
物
並
函
之
類
日
影
の
あ
た
り
候
を
甚
嫌
ふ
事
也

一
随
分
書
物
の
と
ち
め
の
所
を
た
仗

き
ほ
こ
り
を
は
ら
ひ
ほ
す
へ
し
︑
虫
の
増
候
は
ほ
こ
り
よ
り
わ
き
候

一
唐
本
の
分
ハ
う
つ
む
せ
に
ほ
す
へ
し
︑
あ
ほ
の
け
に
す
る
時
は
風
ニ
而
あ
ほ
ち
候
ゆ
へ
破
れ
候
事
ま
仗

是
あ
り

一
函
に
納
め
候
時
は
必
す
此
目
録
に
引
合
せ
候
事
︑
若
紛
失
の
品
有
之
候
は
仗

別
に
帳
面
を
こ
し
ら
へ
︑
こ
れ
を
記
し
後
に

吟
味
す
へ
し

一
書
物
の
内
蔵
本
の
印
無
之
品
見
当
り
候
ハ
仭

早
速
印
形
を
押
す
へ
し

一
函
に
障
臘
を
入
候
時
随
分
多
く
用
ゆ
へ
し
︑
必
倹
約
す
へ
か
ら
す

一
書
物
は
ら
ひ
︑
席
未
満
の
所
化
中
其
役
に
加
り
度
被
願
出
候
共
︑
其
人
物
勘
寮
の

(｢察
｣)

上
可
差
許
︑
文
字
も
な
く
学
に
志
も
な

き
人
を
ま
し
ゑ
候
時
は
大
に
取
紛
し
反
而
紛
失
の
基
に
候
事

一
虫
払
の
節
︑
役
人
之
外
は
講
堂
江
出
入
す
る
事
を
不
許
免
に
︑
当
夏
未
虫
払
の
節
︑
初
日
迄
現
存
之
書
籍
一
部
致
紛
失
候
︑

外
無
役
の
輩
壱
人
ニ
而
も
出
入
い
た
し
候
ハ
仭

︑
吟
味
の
節
行
届
不
申
候
︑
此
段
御
心
得
可
有
之
事

寛
政
五
丑
安
居
六
月
日

勢

州

萊

洲
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支
配
■

江

州

海

蔵

山

城

覚

音

な
お
︑
末
尾
に
名
を
連
ね
る
萊
州
︑
海
蔵
︑
覚
音
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
海
蔵
と

覚
音
に
つ
い
て
は
未
詳
な
が
ら
︑
萊
州
に
つ
い
て
は
︑
了
恵
︑
流
海
と
も
称
し
た
学

僧
で
︑
西
本
願
寺
学
林
の
第
六
代
能
化
︵
学
林
の
長
︶
で
あ
る
功
存
の
門
人
で
あ
っ

て
︑
功
存
の
﹃
願
生
帰
命
弁
﹄
を
擁
護
す
る
﹃
排
謬
翼
宗
編
﹄
二
巻
を
著
し
て
い
る(�
)
︒

ま
た
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
に
最
も
重
視
さ
れ
る
夏
安
居
で
︑
ま
た
同
八
年
に
夏

安
居
に
続
い
て
開
催
さ
れ
る
秋
安
居
に
お
い
て
も
講
義
を
開
い
て
お
り
︑
一
流
の
学

僧
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
凡
例
に
も
﹁
文
字
も
な
く
学
に
志
も
な
き
人
を
ま
し
ゑ

候
時
は
大
に
取
紛
し
反
而
紛
失
の
基
に
候
事
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
虫
払
に
は
研
鑽
を

積
ん
だ
志
の
高
い
人
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
︒

〈﹁
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
﹂
三
冊
〉

こ
こ
か
ら
は
︑
こ
の
二
種
各
三
冊
の
目
録
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
︒
ま

ず
︑
時
代
が
よ
り
古
い
と
思
わ
れ
る
の
が
丁
子
色
布
目
押
文
様
の
表
紙
の
も
の
で
あ

る
︵
図
�
袞
①
︶
︒
内
題
は
な
く
︑
外
題
は
題
箋
に
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
と
打
付
け
書

き
さ
れ
て
い
る
︒
袋
綴
装
で
大
本
三
冊
︒
表
紙
は
す
べ
て
後
補
︒
法
量
は
二
六
･
五

×
一
八
･五
㎝
︒

丁
数
は
︑
第
一
冊
が
凡
例
四
丁
・
前
遊
紙
一
丁
・
版
心
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と

近
世
檀
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図 1-① 大蔵虫払目録 Aの三冊揃いの表紙
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図 1-③ 本文冒頭部

図 1-② 凡例



あ
る
罫
紙
を
使
用
し
た
本
紙
九
六
丁
︑
合
計
一
〇
一
丁
︒
学
林
の
蔵
書
印
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
書
﹂
は
凡
例
冒
頭
に
押
印
さ
れ
て
い
る

︵
図
�
袞
②
︶
︒
第
二
冊
は
前
遊
紙
二
丁
・
罫
紙
の
本
紙
一
〇
四
丁
・
罫
紙
で
は
な
い
白
紙
の
料
紙
が
七
丁
︑
合
計
一
一
三
丁
︒
た
だ

し
︑
本
紙
の
罫
紙
一
〇
八
丁
の
う
ち
八
丁
は
手
書
き
の
罫
紙
が
使
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の
料
紙
は
白
紙
の
七
丁
の
料
紙
と
同
じ
紙
に
見

え
る
︒
第
三
冊
は
︑
前
遊
紙
二
丁
・
罫
紙
の
本
紙
七
八
丁
・
罫
紙
で
は
な
い
白
紙
の
料
紙
一
四
丁
︑
合
計
九
四
丁
︒
第
二
冊
同
様
︑

本
紙
の
最
後
一
丁
が
手
書
き
の
罫
紙
で
︑
こ
の
料
紙
は
白
紙
の
一
四
丁
と
同
じ
紙
の
よ
う
で
あ
る
︒

第
一
冊
と
第
二
冊
が
内
典
の
版
本
︑
第
三
冊
は
内
典
写
本
と
外
典
の
目
録
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
蔵
書
が
入
っ
て
い
る
函
ご

と
に
半
丁
を
割
り
当
て
︑
ま
ず
函
の
番
号
を
記
し
︑
以
下
に
そ
の
函
に
納
め
ら
れ
た
蔵
書
の
書
目
を
列
記
し
て
い
る
︵
書
目
が
多
く

書
き
き
れ
な
い
場
合
は
次
の
半
丁
も
利
用
し
て
い
る
︶︵
図
�
袞
③
︶
︒
第
一
冊
は
内
典
版
本
一
函
か
ら
一
〇
〇
函
ま
で
︒
第
二
冊
は
そ
の

続
き
で
第
一
〇
一
函
か
ら
一
八
四
函
ま
で
︒
そ
し
て
第
三
冊
は
内
典
写
本
第
一
函
か
ら
三
四
函
ま
で
と
外
典
が
一
函
か
ら
八
五
函
ま

で
入
っ
て
い
る
︒
部
数
に
し
て
︑
内
典
版
本
二
二
六
〇
部
︑
内
典
写
本
部
二
四
六
部
︑
外
典
四
〇
〇
部
の
目
録
で
あ
る
︒
総
冊
数
は

所
々
一
部
何
冊
な
の
か
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
り
︑
冊
数
の
代
わ
り
に
帙
の
数
を
書
い
て
い
る
た
め
︑
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
︒

こ
う
し
た
記
述
方
法
か
ら
︑
学
林
の
書
庫
で
は
︑
蔵
書
は
内
典
の
版
本
︑
内
典
の
写
本
︑
外
典
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
函
に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
函
は
右
の
三
種
類
ご
と
に
通
し
番
号
が
振
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

同
書
の
成
立
は
文
政
年
間
の
頃
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
同
書
に
散
見
さ
れ
る
書
き
込
み
に
は
年
記
の
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か

あ
り
︑
そ
の
上
限
が
文
政
年
間
で
あ
る
こ
と
に
拠
る
︒
す
な
わ
ち
︑
内
典
版
本
に
﹁
金
剛
索
﹂
と
い
う
書
目
が
あ
り
︑
そ
の
下
に

﹁
文
政
庚
寅
夏
蔵
﹂︵
文
政
十
三
年
︶
と
あ
っ
て
︑
文
政
十
三
年
︵
一
八
三
〇
︶
の
書
き
込
み
が
あ
る
︒
天
明
の
大
火
の
折
り
︑
学
林
蔵

書
は
無
事
だ
っ
た
も
の
の
︑
火
災
の
影
響
で
書
庫
が
痛
み
︑
建
て
替
え
が
必
要
に
な
っ
た
︒
建
て
替
え
に
は
長
い
年
月
が
か
か
り
︑

つ
い
に
完
成
し
た
の
が
文
政
三
年
の
こ
と
な
の
で
︑
あ
る
い
は
そ
の
際
に
整
え
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒

一
方
︑
そ
の
利
用
期
間
の
下
限
を
考
え
る
と
︑
こ
の
目
録
は
そ
の
使
用
感
か
ら
相
当
な
年
月
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
内
典
の
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版
本
部
最
後
の
函
で
あ
る
一
八
四
函
の
書
目
に
は
明
和
年
間
か
ら
弘
化
年
間
ま
で
の
出
版
年
の
本
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
と
く
に
︑

﹁
般
舟
讃
2
解
﹂
と
﹁
観
念
法
門
2
解
﹂
は
と
も
に
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
で
︑
こ
れ
が
最
も
新
し
い
刊
年
を
持
つ
書
目
と
考
え
ら

れ
る
た
め
︑
同
目
録
は
少
な
く
と
も
弘
化
四
年
頃
ま
で
は
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
こ
の
目
録
に
は
所
々
に
貼
り
紙
が
あ
る
︒
こ
れ
は
欠
本
を
示
し
て
い
る
︒
失
わ
れ
た
本
が
あ
る
と
︑
そ
の
書
目
の
行
を
覆
い

隠
す
よ
う
に
細
長
い
紙
を
貼
り
付
け
る
よ
う
に
し
て
い
た
ら
し
い
︒
多
く
の
場
合
︑
そ
の
上
か
ら
﹁
欠
部
ニ
出
ス
﹂
と
書
か
れ
て
お

り
︑
別
に
﹁
欠
部
﹂
の
目
録
︑
つ
ま
り
欠
本
目
録
が
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
こ
の
貼
り
紙
は
上
下
の
端
に
し
か
糊
が
付
い
て
い
な
い
の
で
︑

欠
本
が
補
わ
れ
る
と
こ
の
紙
を
剝
が
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒

本
稿
で
は
こ
の
文
政
年
間
か
ら
弘
化
年
間
の
記
録
を
持
つ
三
冊
を
︑
今
仮
に
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
﹂
と
呼
称
す
る
こ
と
と
す
る
︒

〈﹁
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
﹂
三
冊
〉

も
う
三
冊
は
︑
や
は
り
袋
綴
装
で
大
本
三
冊
︑
茶
色
蜀
江
文
様
空
押
表
紙
で
あ
る
︵
図
�
袞
①
②
︶
︒
や
は
り
内
題
は
な
く
︑
外
題

は
題
箋
に
﹁
大
蔵
虫
払
目
録
﹂
と
打
付
け
書
き
さ
れ
て
い
る
︒
表
紙
は
一
部
に
現
代
の
修
理
が
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
先
の
大
蔵
虫
払

目
録
Ａ
と
は
異
な
り
ほ
と
ん
ど
原
装
の
姿
を
止
め
て
い
る
︒
法
量
は
二
六
･五
×
一
八
･九
㎝
︒

丁
数
は
︑
第
一
冊
が
凡
例
五
丁
・
前
遊
紙
一
丁
・
版
心
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と
あ
る
罫
紙
の
本
紙
が
一
〇
三
丁
︑
合
計
一
〇
九

丁
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
本
紙
の
う
ち
︑
最
後
の
七
丁
は
罫
紙
で
は
あ
る
が
︑
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒
第
二
冊
は
︑
遊
紙
無
し
・
罫

紙
の
本
紙
一
〇
八
丁
︑
合
計
一
〇
八
丁
︒
や
は
り
本
紙
の
最
後
一
丁
が
罫
紙
だ
が
記
述
は
な
い
︒
第
三
冊
は
︑
遊
紙
無
し
・
罫
紙
の

本
紙
八
五
丁
で
︑
合
計
八
五
丁
︒
こ
ち
ら
も
本
紙
の
最
後
三
丁
が
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
︒

ほ
ぼ
原
装
の
た
め
︑
各
冊
の
前
表
紙
に
内
容
を
説
明
す
る
貼
り
紙
が
残
っ
て
い
る
︒
第
一
冊
に
は
︑
内
典
の
版
本
百
函
ま
で
を
示

す
﹁
上
／
自

一
／
至

百
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
貼
り
紙
が
あ
る
︒
第
二
冊
は
﹁
中
／
自

百
一
／
至

百
九
十
一
﹂︒
第
三
冊
に
は

写
本
が
三
三
函
ま
で
と
外
典
が
九
一
函
ま
で
で
あ
る
こ
と
を
示
す
﹁
下
／
従
第
一
至
三
十
三

写
録
／
従
第
一
至
九
十
一

外
典
﹂
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と
の
貼
り
紙
が
残
っ
て
い
る
︵
図
�
袞
①
︶
︒

そ
の
内
容
は
︑
貼
り
紙
の
通
り
第
一
冊
は
内
典
版
本
の
一
函
か
ら
一
〇
〇
函
ま
で
︒
第
二
冊
は
︑
内
典
版
本
が
一
〇
一
函
か
ら
一

九
一
函
︑
第
三
冊
は
写
本
が
一
か
ら
三
三
函
ま
で
と
外
典
一
函
か
ら
九
一
函
ま
で
の
書
目
が
入
っ
て
い
る
︒
部
数
に
し
て
︑
内
典
版

本
二
三
九
七
︑
内
典
写
本
部
二
七
八
部
︑
外
典
四
六
七
部
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
最
終
冊
の
末
尾
は
外
典
部
の
九
二
函
だ
が
︑
該
当
の
箇
所
に
は
大
き
く
墨
で
取
り
消
し
を
意
味
す
る
バ
ツ
印
が
書
き
込

ま
れ
︑﹁
九
十
二
函
已
下
続
目
録
再
出
﹂
と
右
に
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
目
録
に
は
﹁
続
目
録
﹂
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒

成
立
年
は
︑
決
め
手
に
欠
け
る
も
の
の
弘
化
四
年
頃
ま
で
の
書
目
を
収
録
し
た
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
に
比
し
て
収
録
点
数
が
か
な
り

増
加
し
て
い
る
こ
と
︑
か
つ
︑
外
典
部
の
末
尾
に
は
﹁
〆
九
十
二
等

(｢函
｣カ
)文

久
二
戌
夏
新
調
帳
﹂
と
あ
り
︑
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
に

こ
れ
と
は
別
に
︑
先
の
﹁
続
目
録
﹂
と
思
わ
れ
る
外
典
九
二
函
以
降
の
目
録
を
新
調
し
た
と
あ
る
の
で
︑
文
久
二
年
ま
で
に
は
成
立

し
て
い
た
︒
よ
っ
て
︑
弘
化
末
か
ら
嘉
永
頃
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
当
該
目
録
に
は
内
典
写
本
部
の
二
函
で
︑
欠
本

だ
っ
た
﹁
唯
識
論
述
記
纂
解
﹂
十
四
冊
の
箇
所
に
﹁
明
治
六
年
八
月
相
納
畢
﹂
と
墨
書
し
て
あ
る
︒
つ
ま
り
明
治
六
年
︵
一
八
七
三
︶

頃
ま
で
は
利
用
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
︒
右
の
文
久
二
年
に
作
ら
れ
た
続
目
録
と
合
わ
せ
︑
明
治
期
ま
で
利
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
に
比
し
て
︑
全
体
的
に
簡
略
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
ま
た
︑
書
目
の
中
に
は
合
綴
し
て
冊
数
を

半
減
し
た
も
の
が
目
立
つ
︒
冊
数
を
少
な
く
す
れ
ば
表
紙
が
省
け
る
た
め
量
が
減
ら
せ
る
︒
扱
い
も
便
利
に
な
る
の
で
多
く
の
本
が

幕
末
期
に
合
綴
さ
れ
た
よ
う
だ
︒

本
稿
で
は
仮
に
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
を
継
承
し
つ
つ
こ
れ
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
目
録
と
い
う
こ
と
で
︑
当
該
目
録
を
﹁
大
蔵
虫

払
目
録
Ｂ
﹂
と
呼
称
す
る
︒

近
世
檀
林
の
蔵
書
目
録
と
書
庫
︵
万
波
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図 2-① 大蔵虫払目録 Bの三冊揃いの表紙

図 2-② 本文冒頭



〈両
者
の
関
係
〉

大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
と
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
関
係
で
あ
る
が
︑
両
者
を
比
較
す
る
と
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
に
あ
っ
た
書
き
込
み
が
大

蔵
虫
払
目
録
Ｂ
で
は
省
略
さ
れ
た
り
︑
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
Ａ
で
は
内
典
版
本
の
一
四
八
函
の
﹁
密
軌
問
弁
﹂
と
い
う

書
目
の
下
に
﹁
天
保
四
虫
干
箒
欠
本
故
︑
再
補
之
納
蔵
／
天
保
五
虫
干
欠
本
□

(｢出
｣カ
)故

二
部
ト
ナ
ル
﹂
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
︒
こ

れ
は
︑
天
保
四
年
︵
一
八
三
三
︶
の
虫
干
し
の
時
に
欠
本
だ
と
い
う
こ
と
で
新
し
く
一
部
補
っ
た
が
︑
天
保
五
年
の
虫
干
し
の
と
き

な
く
し
た
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
見
つ
か
っ
た
の
で
︑
今
は
二
部
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
︒
同
じ
本
が
二
部
と
な
っ
た
こ
と
の
経
緯

を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
同
じ
内
典
版
本
の
一
四
八
函
の
﹁
密
軌
問
弁
﹂
で
は
︑
単
に
﹁
二
部
ア

リ
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
Ａ
に
見
ら
れ
た
欠
本
を
示
す
貼
り
紙
も
Ｂ
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
︑
欠
本
で
あ
る
旨
も
記
さ
ず
た
だ
空
欄
に

し
て
い
る
︒
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
の
後
︑
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
Ｂ
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

先
行
す
る
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
新
た
に
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
を
作
っ
た
経
緯
は
謎
で
あ
る
が
︑
一
般
的
に

こ
う
し
た
拡
大
を
続
け
る
書
庫
の
目
録
は
い
ず
れ
か
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
作
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
目
録
Ａ
で
は
内
典
の
版
本

と
外
典
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
手
書
き
の
罫
紙
を
使
用
し
て
新
規
の
入
蔵
書
に
対
応
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
幕
末
に
な
り
入
蔵
書
が
増

え
る
に
つ
れ
て
煩
雑
に
な
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
︑
こ
れ
を
継
承
す
る
目
録
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
一
応

は
推
測
さ
れ
る
︒

〈﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
二
冊
〉

外
題
・
内
題
と
も
に
﹁
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹂︑
大
本
二
冊
で
︑
丁
子
色
布
目
押
文
様
で
あ
る
︵
請
求
記
号
：
201.7/20-w
/2︶︵
図
�
︶
︒

﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
の
版
心
を
持
つ
黒
の
罫
紙
を
使
っ
て
は
い
る
が
︑﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
書
﹂
の
印
は
な
い
︒
理
由
は
後
述
す
る
が
︑

幕
末
の
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
に
成
立
し
た
新
し
い
目
録
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
か
殆
ど
が
白
紙
の
罫
紙
ば
か
り
で
あ
る
︒
法
量
は

二
六
･五
×
一
八
･七
㎝
︒

近
世
檀
林
の
蔵
書
目
録
と
書
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丁
数
は
︑
第
一
冊
は
遊
紙
が
な
く
︑
罫
紙
の
本
紙
の
み
で
七
四
丁
︒
そ
の
う
ち
墨
付
き
は
五
丁
の
み
で
あ
る
︒
第
二
冊
も
遊
紙
な

し
で
︑
罫
紙
の
み
六
八
丁
︒
こ
の
う
ち
墨
付
き
は
最
初
の
外
典
部
の
二
一
丁
と
そ
の
後
に
七
丁
白
紙
の
罫
紙
が
続
い
た
後
に
︑
写
本

部
が
四
丁
入
る
︒
以
下
︑
白
紙
の
罫
紙
が
続
く
が
︑
白
紙
の
二
七
丁
目
に
﹁
邪
教
書
類
﹂
と
題
さ
れ
た
書
目
が
列
記
さ
れ
丁
が
半
丁

あ
り
︑
そ
れ
以
降
は
ま
た
白
紙
の
罫
紙
が
九
丁
入
っ
て
い
る
︒

原
装
と
思
わ
れ
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
と
同
様
表
紙
に
貼
り
紙
が
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
冊
は
︑﹁
肆

従
百
九
十
三
﹂
と
書
か
れ
︑

内
典
の
版
本
一
九
三
函
以
降
の
書
目
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
中
の
目
録
で
は
一
九
二
函
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
︒
第
二
冊
表
紙
の
貼
り
紙
に
は
﹁
写

従
三
十
四
／
外

従
九
十
三
︵﹁
三
﹂
に
﹁
み
せ
け
ち
し
て
﹁
二
﹂︶
函
﹂
と
あ
っ
て
︑

三
四
函
か
ら
の
写
本
と
︑
九
二
函
か
ら
の
外
典
の
目
録
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

全
体
と
し
て
内
典
版
本
四
八
部
︑
内
典
写
本
四
〇
部
︑
外
典
二
六
八
部
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
第
一
冊
は
内
典
版
本
が
一
九
二
函

か
ら
一
九
六
函
ま
で
︒
以
下
は
白
紙
で
あ
る
︒
第
二
冊
は
外
典
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
外
典
九
二
函
か
ら
一
三
六
函
ま
で
︒
内
典
写

本
が
最
後
で
︑
三
四
函
か
ら
三
七
函
ま
で
︒
先
の
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
続
編
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
︒

外
典
の
書
目
数
が
非
常
に
多
い
の
が
特
徴
で
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
で
は
外
典
函
が
八
五
函
ま
で
だ
っ
た
も
の
が
︑
当
該
目
録
で
は

一
三
七
函
ま
で
増
え
て
い
る
︒
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
外
典
の
伸
び
が
激
し
か
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
背
景
に

は
︑
廃
仏
思
想
や
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
あ
る
︒
幕
末
︑
明
治
期
に
は
儒
学
者
や
国
学
者
の
廃
仏
思
想
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
︑
さ

ら
に
キ
リ
ス
ト
教
も
禁
止
を
解
か
れ
︑
仏
教
は
窮
地
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
学
林
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
に
対
抗
す
べ
く
︑
天
保
七

年
︵
一
八
三
六
︶
二
月
に
外
典
の
購
入
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
同
年
の
六
月
に
は
学
林
の
登
科
規
則
に
仏
教
学
以
外
に
儒

学
・
暦
学
・
国
学
な
ど
が
科
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
暦
学
は
︑
西
洋
の
地
動
説
か
ら
仏
教
的
世
界
観
の
基
本
で
あ
る
須
弥
説
を
守

る
た
め
で
あ
る(�
)
︒
当
該
目
録
に
も
多
く
の
天
文
暦
学
の
書
目
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

成
立
年
は
先
述
の
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
記
述
よ
り
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
夏
で
あ
ろ
う
︒
二
冊
と
も
冒
頭
に
﹁
参
事

前
豊

近
世
檀
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の
蔵
書
目
録
と
書
庫
︵
万
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図 3-① 『続大蔵虫払目録』表紙

図 3-② 本文冒頭部



円
月
／
知
蔵

江
州

皆
恩
／
校
訂
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
円
月
は
︑
豊
前
の
東
陽
円
月
︵
文
政
元
年
～
明
治
三
十
五
年
︵
一
八
一
八
～
一
九

〇
二
︶︶
の
こ
と
︒
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
学
僧
で
︑
明
治
二
十
年
︵
一
八
八
七
︶
に
当
時
の
学
林
の
最
高
位
で
あ
る
勧
学
に
な
る
も
︑

宗
論
の
上
で
議
論
を
巻
き
起
こ
し
て
停
講
を
命
じ
ら
れ
た
後
は
自
坊
西
光
寺
で
東
陽
学
寮
を
再
興
し
︑
教
学
研
鑽
や
後
進
の
指
導
︑

地
方
教
化
に
尽
力
し
た
学
僧
で
あ
る(�
)

︒
知
蔵
と
し
て
記
さ
れ
た
皆
恩
は
︑
赤
松
皆
恩
︵
文
政
十
年
～
明
治
二
十
九
年
︵
一
八
二
七
～
一
八

九
六
︶
と
推
測
さ
れ
る
︒
近
江
の
易
行
寺
大
乗
の
子
で
︑
十
五
歳
の
時
京
都
に
遊
学
︑
外
典
を
学
ん
で
い
る(�
)
︒

文
久
二
年
成
立
以
来
︑
明
治
初
期
ま
で
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
外
典
部
一
一
二
函
の
前
に
﹁
文
久
第
三
癸
亥
安
居
／
知
蔵

僧
鎧
﹂
と
あ
り
︑
筆
跡
か
ら
お
そ
ら
く
一
一
二
函
か
ら
一
一
三
函
は
こ
の
僧
鎧
の
記
述
で
あ
ろ
う
︒
文
久
二
年
以
降
も
順
次
書
き
足

さ
れ
て
い
た
︒
外
典
部
は
一
三
七
函
で
終
わ
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
一
三
七
函
に
は
﹁
習
文
録
﹂
十
冊
の
書
目
が
挙
が
っ
て
い
る
︒
こ

れ
は
皆
川
淇
園
編
で
明
治
九
年
刊
︵
一
八
七
六
︶
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
と
共
に
明
治
九
年
頃
ま
で
書
き
継
が
れ
利

用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
︒
同
目
録
に
は
︑
第
一
冊
に
六
九
丁
︑
第
二
冊
に
四
二
丁
の
白
紙
が
あ
る
︒
長
く
増
補
し
て
い
く
つ

も
り
で
料
紙
を
多
く
綴
じ
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
が
︑
明
治
十
年
代
以
降
は
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

な
お
︑
先
述
し
た
が
︑
第
二
冊
の
白
紙
の
罫
紙
の
一
部
に
や
や
唐
突
に
﹁
邪
教
書
類
﹂
と
い
う
項
目
が
半
丁
分
書
か
れ
て
い
る
︒

他
と
違
っ
て
函
番
号
は
な
い
︒﹁
新
旧
両
約
全
書
﹂
一
冊
︑﹁
新
約
全
書
﹂
の
中
本
三
冊
の
も
の
と
小
本
七
冊
の
も
の
︑﹁
釈
教
正
誤
﹂

九
冊
︑﹁
新
旧
両
約
書
抜
書
﹂
小
本
二
十
冊
と
︑
合
計
五
点
の
書
目
を
挙
げ
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
書
物
の
入
蔵
に
つ
い
て
は
︑﹃
学
林
万
検
﹄︵
二
十
一
巻
︶
の
文
久
二
年
六
月
︑
書
肆
丁
藤
︵
丁
子
屋
藤
兵
衛
か
︒
西
本
願
寺

寺
内
町
で
あ
る
魚
棚
通
油
小
路
下
ル
の
本
屋
︒
姓
は
小
林
︶
か
ら
﹁
世
間
未
流
布
之
本
﹂
と
し
て
﹃
旧
約
全
書
﹄︑﹃
新
約
全
書
﹄
の
売
り

込
み
が
あ
り
︑
学
林
と
し
て
は
購
入
し
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
︒﹃
旧
約
全
書
﹄
は
西
本
願
寺
か
ら
下
付
を
受
け
た
こ
と
︑

他
に
も
﹃
学
林
万
検
﹄
に
は
︑
同
年
七
月
に
は
宣
教
師
が
書
い
た
本
を
漢
文
に
な
お
し
た
﹃
英
国
志
﹄
七
巻
︵
文
久
元
年
刊
︶
や

﹃
聨
那
志
略
﹄
二
冊
︵
文
久
二
年
刊
︶
を
購
入
し
た
と
の
記
事
が
見
え
る
︒
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶
五
月
六
日
に
は
異
国
船
の
来
航
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が
活
発
化
し
て
い
た
が
︑
学
林
で
は
異
国
船
の
本
来
の
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
を
弘
め
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
危
機
感
を

強
め
て
い
た(�
)
︒
当
該
目
録
の
﹁
邪
教
書
類
﹂
は
こ
う
し
た
こ
と
と
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
︒

以
上
の
大
蔵
虫
払
目
録
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と
版
心
に
印
字
さ
れ
た
黒
の
罫
紙
を
利
用
し
︑
そ
の
書
き
方

は
︑
半
丁
ご
と
に
最
初
に
函
と
そ
の
番
号
を
ま
ず
書
い
て
︑
そ
こ
に
各
函
に
入
っ
て
い
る
本
の
書
目
を
列
記
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
︒
凡
例
に
寛
政
五
年
と
あ
る
の
で
︑
そ
の
頃
か
ら
大
蔵
虫
払
目
録
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
寛
政
五
年
当
時
の
も
の

は
失
わ
れ
て
お
り
︑
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
︵
仮
称
︶
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
︵
仮
称
︶
︑﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
の
三

種
類
で
あ
る
︒

ま
ず
文
政
年
間
頃
に
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
が
成
立
し
︑
弘
化
四
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
︒
そ
し
て
正
確
な
年
代
は
不
明
だ
が
︑
大
蔵

虫
払
目
録
Ａ
の
書
き
込
み
や
欠
本
の
貼
り
紙
を
省
略
す
る
な
ど
よ
り
簡
略
化
さ
せ
た
形
で
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
を
継
承
し
た
大
蔵
虫

払
目
録
Ｂ
が
作
ら
れ
︑
文
久
二
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
書
き
継
が
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
続
編
に
あ
た
る
の
が

﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
で
︑
こ
れ
は
文
久
二
年
に
作
ら
れ
て
明
治
初
期
ま
で
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
過
性
の
目
録
で
は
な

く
︑
新
規
の
入
蔵
書
や
欠
本
の
補
充
状
況
な
ど
︑
常
に
情
報
更
新
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
毎
年
七
月
頃
に
行
わ
れ
る
虫
払
い
の
度
に
持

ち
出
さ
れ
︑
恒
常
的
に
蔵
書
の
チ
ェ
ッ
ク
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
三
種
の
大
蔵
虫
払
目
録
か
ら
︑
学
林
蔵
書
が
書
庫
で
函
ご
と
に
入
れ
ら
れ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

蔵
書
は
内
典
の
版
本
︑
内
典
の
写
本
︑
外
典
の
三
種
類
に
わ
か
た
れ
︑
こ
の
三
種
類
ご
と
に
番
号
が
付
い
た
函
が
用
意
さ
れ
て
蔵
書

が
収
め
ら
れ
て
い
た
︒

な
お
︑
学
林
に
は
す
で
に
延
宝
四
年
︵
一
六
七
六
︶
︑
明
で
開
版
さ
れ
た
嘉
興
蔵
大
蔵
経
を
入
蔵
さ
せ
て
い
た
と
さ
れ
る(�
)

︒
こ
れ
も

所
化
達
に
開
放
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
嘉
興
蔵
を
含
ん
で
は
い
な
い
︒
嘉
興
蔵
は
別
の
経
蔵
に
納
め
ら
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れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

二

智
洞
編
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
影
響

〈写
本
の
分
離
〉

大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
と
Ｂ
と
も
に
︑
内
典
に
関
し
て
書
目
の
配
置
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
ひ
と
つ
は
︑
版
本
と
写
本
が
別
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
︑
か
つ
版
本
が
先
に
な
っ
て
い
る
︒

実
は
︑
学
林
書
庫
で
は
︑
版
本
と
写
本
は
も
と
も
と
分
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
学
林
最
初
の
蔵
書
目
録
で
︑
学
林
第

七
世
能
化
と
し
て
知
ら
れ
る
桃
華
坊
智
洞
︵
元
文
元
年
︹
一
七
三
六
︺
～
文
化
二
年
︹
一
八
〇
五
︺︶
が
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
頃
に
編

纂
し
た
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
五
巻
︵
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
︑
写
字
台
文
庫
︑
請
求
記
号
：
000.
163/5︶
と
比
較
す
る
と

わ
か
る
︒

な
お
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
編
者
智
洞
は
︑
一
般
に
は
学
林
の
第
七
世
能
化
か
つ
日
本
近
世
最
大
の
宗
教
騒
乱
で
あ

る
三
業
惑
乱
の
主
要
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
一
七
〇
〇
年
代
半
ば
か
ら
末
ま
で
蔵
書
が
飛
躍
的
に
増
え
て

い
る
が
︑
こ
れ
ら
蔵
書
の
充
実
と
整
理
を
統
括
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た(10
)
︒

さ
て
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
も
書
目
の
上
に
函
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
が
︑
大
蔵
虫
払
目
録
の
も
の
と
比
べ
る
と
︑

内
典
の
版
本
と
外
典
で
は
両
者
の
函
番
号
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
の
︑
写
本
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
智
洞
編
﹃
龍
谷
学

黌
内
典
現
存
目
録
﹄
が
編
纂
さ
れ
た
天
明
三
年
頃
は
写
本
と
版
本
は
未
だ
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
函
の
中
に
混
在
し
て
い
た
こ
と
が

理
由
と
推
測
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
で
は
﹁
述
記
貫
練
徧
﹂
と
い
う
書
目
は
﹁
写
百
四
十
五
﹂
と
な
っ

て
い
る
︒
し
か
し
︑
大
蔵
虫
払
目
録
で
は
そ
も
そ
も
こ
の
番
号
の
写
本
の
函
は
存
在
し
な
い
︒
幕
末
に
作
ら
れ
た
﹃
続
大
蔵
虫
払
目
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録
﹄
で
も
三
七
函
ま
で
し
か
な
い
︒
天
明
三
年
時
点
で
は
写
本
は
版
本
と
同
じ
函
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
こ
の
番
号
だ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
智
洞
の
時
代
ま
で
は
写
本
版
本
関
係
な
く
函
に
入
れ
て
い
た
が
︑
天
明
三
年
以
降
︑
増
え
続
け
る
蔵

書
の
管
理
上
︑
装
訂
も
書
型
も
ば
ら
つ
き
が
ち
な
写
本
を
各
函
か
ら
抜
き
取
っ
て
︑
新
し
く
用
意
し
た
写
本
用
の
函
に
納
め
た
の
だ

ろ
う
︒

〈﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
影
響
〉

さ
て
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
を
編
纂
し
た
智
洞
は
︑
三
業
惑
乱
で
対
立
し
た
本
山
西
本
願
寺
と
在
野
の
う
ち
︑
西
本
願

寺
側
の
代
表
者
で
あ
っ
た
︒
こ
の
騒
乱
は
全
国
に
波
及
し
︑
つ
い
に
幕
府
の
裁
定
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
︑
結
果
は
西
本
願
寺
側

の
敗
北
で
あ
っ
た
︒
智
洞
は
混
乱
の
責
任
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
︑
文
化
年
間
に
江
戸
で
獄
死
し
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑
彼
の
編
纂
し

た
目
録
は
長
い
間
表
向
き
は
隠
さ
れ
た
よ
う
で
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
と
Ｂ
に
は
出
て
こ
な
い
︒
し
か
し
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
続
編

に
あ
た
る
﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
に
は
写
本
部
の
最
後
の
函
に
﹁
桃
華
坊
目
録
五
冊
﹂
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
︒
文
久
二
年
か
ら

明
治
頃
ま
で
に
許
さ
れ
て
学
林
の
蔵
書
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒

秘
匿
さ
れ
て
い
た
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
で
あ
る
が
︑
実
は
大
蔵
虫
払
目
録
と
大
き
な
関
連
が
あ
る
︒
ひ
と
つ
に
は
︑
こ

れ
ら
の
大
蔵
虫
払
目
録
と
同
じ
︑
版
心
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と
あ
る
黒
い
罫
紙
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
最
も
影

響
を
与
え
て
い
る
の
は
︑
内
典
の
書
目
の
配
列
で
あ
る
︒

『龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
特
徴
は
ふ
た
つ
あ
り
︑
ひ
と
つ
は
学
林
依
用
の
嘉
興
蔵
大
蔵
経
を
含
む
こ
と
︒
そ
し
て
も
う
ひ

と
つ
は
︑
独
自
の
配
列
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
︒
独
自
の
配
列
と
は
︑
全
体
を
イ
ン
ド
︑
中
国
︑
日
本
の
三
つ
に
わ
か
ち
︑
そ
れ
ぞ
れ

に
浄
土
教
経
典
や
そ
の
関
係
書
を
最
初
に
出
し
大
蔵
経
か
ら
日
本
人
の
注
釈
書
ま
で
を
列
挙
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
浄

土
教
を
中
心
と
し
た
仏
書
全
体
の
中
に
︑
真
宗
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
︒
大
蔵
経
を
含
む
た
め
に
︑
こ
う
し
た
編
集
が
可
能
で
あ

っ
た
︒
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大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
こ
の
構
成
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
大
蔵
経
を
含
ん
で
い
な
い
た
め
︑
イ
ン
ド
の
著
述
は
な

く
︑
浄
土
教
の
根
本
経
典
で
あ
る
﹃
浄
土
三
部
経
﹄
の
中
国
の
古
註
釈
か
ら
始
ま
る
︒
こ
こ
で
一
般
的
な
浄
土
真
宗
の
蔵
書
目
録
で

あ
れ
ば
︑﹃
浄
土
三
部
経
﹄
に
次
い
で
親
鸞
が
選
定
し
た
七
高
僧
の
著
述
を
ま
と
め
た
﹃
七
祖
聖
教
﹄
や
親
鸞
の
主
著
﹃
教
行
信
証
﹄

な
ど
が
列
記
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
に
倣
っ
て
い
る
た
め
︑
次
に
並
べ
ら
れ
る
の
は
華
厳
経
関
係
書
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
は
天
台
︑
密
教
︑
禅
宗
︑
三
論
︑
法
相
︑
律
︑
小
乗
︑
通
用
と
続
く
︒

し
た
が
っ
て
︑
同
じ
浄
土
教
関
係
書
で
あ
っ
て
も
︑﹃
浄
土
三
部
経
﹄
は
第
一
函
に
納
め
ら
れ
て
い
る
が
︑﹃
安
楽
集
﹄
や
﹃
浄
土

往
生
伝
﹄
な
ど
は
中
国
人
の
作
っ
た
雑
著
に
あ
た
る
た
め
二
八
函
以
降
に
入
っ
て
い
る
︒
日
本
人
の
著
し
た
浄
土
経
典
注
釈
書
な
ど

は
三
九
函
以
降
で
あ
る
︒﹃
教
行
信
証
﹄
や
﹃
往
生
要
集
﹄
は
日
本
人
著
述
の
浄
土
教
聖
教
の
た
め
さ
ら
に
下
り
︑
七
八
函
以
降
の

配
置
と
な
る
︒
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
で
あ
る
﹃
教
行
信
証
﹄
で
あ
っ
て
も
︑
こ
れ
を
最
高
聖
典
と
し
て
第
一
に
考
え
る
の
で
は
な

く
︑
日
本
人
の
雑
著
の
ひ
と
つ
と
し
て
学
術
的
に
突
き
放
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
︒

大
蔵
虫
払
目
録
が
こ
う
し
た
配
列
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
当
時
の
学
林
蔵
書
が
こ
う
し
た
分
類
法
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

だ
︒
そ
し
て
そ
れ
は
明
治
期
ま
で
維
持
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
三
業
惑
乱
に
よ
り
智
洞
は
罪
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
︒
し
か
し
︑

学
林
蔵
書
の
最
も
基
礎
的
な
部
分
に
そ
の
影
響
を
残
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

学
林
で
は
な
る
べ
く
こ
の
分
類
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
よ
う
で
︑
新
規
の
入
蔵
書
を
示
す
別
筆
で
書
き
込
ま
れ
た
書
目
を
見
て
い

く
と
︑
新
規
入
蔵
書
を
分
類
に
当
て
は
め
る
た
め
に
既
存
の
函
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
同
じ
函
に
入
れ
る

の
は
限
界
が
あ
る
た
め
︑
函
自
体
を
増
や
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
新
し
い
函
は
後
ろ
に
ま
わ
す
こ
と
が
多
く
︑
分
類
が
適
用
で
き
て

い
な
い
︒
こ
う
し
た
事
情
か
ら
︑
例
え
ば
︑
複
数
の
版
が
存
在
す
る
版
本
の
﹃
教
行
信
証
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
入
蔵
の
時
期
が
違
っ
た
よ

う
で
︑
ほ
と
ん
ど
が
バ
ラ
バ
ラ
の
函
に
納
め
ら
れ
て
い
る
︒
入
蔵
書
が
増
え
れ
ば
仕
方
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︑
総
じ
て
函
番
号
が
後

ろ
の
も
の
は
智
洞
の
分
類
法
が
守
ら
れ
て
い
な
い
傾
向
に
あ
る
︒
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以
上
見
て
く
る
と
︑
学
林
蔵
書
は
天
明
三
年
頃
成
立
の
智
洞
編
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
が
成
立
し
た
天
明
三
年
以
降
に
︑

内
典
の
函
か
ら
写
本
だ
け
を
抜
き
取
っ
て
別
立
て
に
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
は
︑
大
蔵
虫
払
目
録

に
独
自
の
分
類
法
を
も
た
ら
し
て
い
る
︒
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
と
Ｂ
に
添
え
ら
れ
て
い
る
凡
例
は
寛
政
五
年
︵
一
七
九
三
︶
の
年
記
を

持
つ
が
︑
こ
れ
は
智
洞
の
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
成
立
の
十
年
後
に
あ
た
り
︑
ま
た
智
洞
が
能
化
と
な
る
三
年
前
に
あ
た
る
︒

こ
こ
か
ら
も
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
智
洞
の
蔵
書
整
理
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

三

大
蔵
虫
払
目
録
に
関
わ
っ
た
人
々

〈知
事
と
参
事
の
関
わ
り
〉

大
蔵
虫
払
目
録
は
長
期
に
亘
っ
て
使
用
さ
れ
た
︒
こ
の
目
録
を
作
り
︑
書
き
込
み
を
行
っ
て
い
た
の
は
︑
学
林
に
お
い
て
ど
う
い

っ
た
地
位
の
人
で
あ
っ
た
の
か
︒

『続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
は
参
事
東
陽
円
月
と
知
蔵
の
赤
松
皆
恩
が
校
訂
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
︒
参
事
と
は
学
階
の
ひ
と
つ
で
︑

当
時
最
高
位
だ
っ
た
勧
学
︑
次
が
司
教
︑
そ
し
て
看
護
︑
そ
の
下
が
参
事
で
あ
る
︒
安
居
の
際
は
参
事
も
講
義
を
受
け
持
っ
た
︒
ま

た
︑
夏
安
居
開
講
中
の
記
録
係
を
知
事
と
呼
ぶ
が
︑
そ
れ
以
外
の
期
間
に
知
事
の
代
行
を
務
め
る
の
が
看
護
と
い
う
職
務
で
あ
っ
た
︒

参
事
は
看
護
の
補
佐
も
務
め
た
︒

知
蔵
は
学
階
で
は
な
く
一
年
任
期
の
役
職
名
で
︑
学
林
の
図
書
係
と
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
り
︑
蔵
書
の
出
納
を
司
っ
て
い
た
︒

ま
た
︑
先
に
触
れ
た
が
︑﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
に
は
︑﹁
文
久
第
三
癸
亥
安
居
／
知
蔵

僧
鎧
﹂
と
︑
新
規
に
入
蔵
し
た
外
典
を
知

蔵
が
ま
と
め
て
書
き
込
ん
で
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
︒
新
規
の
入
蔵
書
が
あ
っ
た
場
合
に
大
蔵
虫
払
目
録
に
そ
の
書
目
を
書
き
足
す
の
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も
知
蔵
の
仕
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

他
の
ふ
た
つ
の
大
蔵
虫
払
目
録
も
︑
知
蔵
や
参
事
が
作
成
や
書
き
込
み
に
深
く
関
わ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
以
下
に
︑
知
蔵
と
参

事
に
つ
い
て
︑
書
庫
や
出
納
業
務
を
確
認
し
た
い
︒

〈知
蔵
と
そ
の
仕
事
〉

参
事
と
知
蔵
の
う
ち
︑
と
く
に
知
蔵
は
学
林
蔵
書
の
出
納
係
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
に
拠
れ
ば
︑

そ
の
最
古
の
記
録
は
承
応
元
年
︵
一
六
五
二
︶
成
立
の
﹁
学
庠
大
衆
位
職
制
法
序
﹂
で
︑
上
座
中
の
下
位
か
ら
﹁
捨
頭
﹂
を
任
命
し

て
閲
覧
業
務
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
知
蔵
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
︒
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
︑
同
じ
く

学
林
記
録
の
ひ
と
つ
﹃
学
林
万
検
雑
牘
﹄
一
巻
に
﹁
蔵
司
﹂
が
任
命
さ
れ
て
い
る
記
事
が
あ
る
︒
捨
頭
は
︑
こ
の
頃
に
は
蔵
司
と
名

称
変
更
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
︒
そ
し
て
︑
天
明
六
年
︵
一
七
八
六
︶
頃
に
︑﹁
知
蔵
司
﹂
と
改
称
さ
れ
た
︒
文
化
四
年
四
月
の
﹃
学
林

万
検
﹄
巻
一
︑﹁
階
級
之
次
第
﹂
に
よ
れ
ば
︑
蔵
司
︵
知
蔵
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
︶
は
夏
中
一
人
︑
上
座
︵
学
林
在
籍
十
五
年
以
上
の

者
︶
の
う
ち
よ
り
司
教
の
推
薦
で
選
ば
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
任
期
は
一
年
で
あ
っ
た(11
)
︒

ま
た
︑
天
保
七
年
︵
一
八
三
六
︶
八
月
に
は
︑
今
ま
で
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
も
の
が
﹁
参
知
蔵
﹂
と
い
う
補
佐
役
が
付
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
夏
安
居
期
間
以
外
に
知
蔵
の
仕
事
を
行
う
者
で
あ
る
︒
江
戸
後
期
︑
学
林
で
は
夏
の
講
義
で
あ
る
夏
安

居
が
春
と
秋
の
安
居
に
比
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
︑
そ
の
期
間
中
は
知
蔵
が
︑
そ
れ
以
外
の
期
間
は
補
佐
役
の
参
知
蔵
が
出
納

係
を
担
当
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
大
蔵
虫
払
目
録
に
は
参
知
蔵
の
こ
と
は
一
切
出
て
こ
な
い
︒
ま
た
︑
参
知
蔵
の

そ
の
仕
事
内
容
に
関
し
て
も
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
︒

書
庫
や
蔵
書
に
関
し
て
︑
本
山
か
ら
の
達
書
や
学
林
役
所
の
条
目
な
ど
を
記
し
た
江
戸
時
代
後
期
の
資
料
﹃
厳
護
録
﹄
巻
一(12
)
に
は
︑

以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒
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定

一
開
蔵
︑
例
月
一
・
六
与
相
定
候
事

但
︑
返
納
随
時
た
る
へ
し
︑
尤
済
印
不
相
調
間
者
︑
其
席
不
可
退
去
︑
且
司
教
寮
臨
時
非
制
限
事

一
拝
借
目
録
江
記
名
代
筆
不
相
成
候
事

但
︑
司
教
寮
者
侍
者
記
名
た
る
へ
し

一
隣
寮
た
り
と
も
内
分
ニ
か
し
か
り
堅
停
止
之
事

若
内
分
之
借
貸
及
露
顕
者
︑
双
方
と
も
可
為
越
度
事

一
拝
借
書
類
取
扱
麁
末
ニ
致
し
候
事
及
見
聞
候
ハ
仭

︑
早
速
可
被
取
上
事

一
蔵
鎰
及
目
録
者
︑
役
所
江
罷
出
取
扱
致
す
へ
し
︑
知
事
寮
江
持
返
候
儀
︑
決
而
不
相
成
候
事

一
開
蔵
之
砌
者
︑
当
役
江
可
被
相
達
事

一
寮
外
拝
借
︑
前
々
よ
り
不
相
成
候
事

一
無
用
之
拝
借
停
止
之
事

一
蔵
書
拝
借
返
納
相
済
候
上
︑
退
籍
願
可
被
差
出
事

附
り
︑
拝
借
有
無
否
簡
寮
司
応
対
之
上
︑
役
所
江
可
相
達
事

一
知
蔵
交
代
之
砌
︑
精
々
相
調
理
候
上
︑
其
趣
双
方
立
合
司
教
寮
江
可
被
相
届
事

右
之
条
々
心
得
違
無
之
様
︑
衆
寮
江
不
洩
様
可
被
申
渡
候

知
蔵
司

ま
ず
︑
学
林
で
学
ぶ
者
達
に
書
庫
が
開
か
れ
る
の
は
毎
月
一
日
︑
六
日
︑
十
一
日
︑
十
六
日
︑
二
十
一
日
︑
二
十
六
日
の
六
日
だ
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っ
た
こ
と
︑
た
だ
し
返
却
は
い
つ
で
も
よ
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
を
借
り
る
時
や
返
却
の
時
︑
知
蔵
の
仕
事
を
司
教

が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
︒
本
を
借
り
る
者
は
﹁
拝
借
目
録
﹂
つ
ま
り
︑
貸
し
出
し
の
た
め
の
目
録
が
あ
っ
て
そ
こ
へ
記
名
す
る
が
︑

代
筆
は
許
さ
な
い
と
し
て
い
る
︒
一
方
︑
書
庫
の
鍵
と
目
録
は
役
所
に
置
い
て
お
く
こ
と
︑
決
し
て
知
蔵
が
勝
手
に
知
事
寮
へ
持
ち

込
ん
で
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
知
事
寮
と
は
役
職
の
あ
る
者
た
ち
の
寮
の
こ
と
か
︒
な
お
︑﹁
寮
外
拝
借
︑
前
々
よ
り
不
相
成

候
事
﹂
と
あ
っ
て
︑
学
林
蔵
書
は
学
林
外
の
者
に
は
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
知
蔵
に
は
火
事
の
時
に
書
庫
を
守
る
と
い
う
仕
事
も
あ
っ
た
︒﹃
学
林
万
検
﹄
巻
十
八
︑
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
六
月
の

記
録
に
は
﹁
一
経
蔵
ハ
赤
味
噌
ニ
而
目
塗
を
為
致
︑
守
護
ハ
知
蔵
・
参
知
事
江
申
附
置
﹂
と
あ
り
︑
知
蔵
が
経
蔵
の
扉
な
ど
に
赤
味

噌
を
目
塗
り
し
て
炎
が
入
ら
な
い
よ
う
守
護
す
る
も
の
と
記
録
さ
れ
て
い
る(13
)
︒

右
に
加
え
て
︑
知
蔵
の
仕
事
に
は
蔵
書
の
紛
失
や
錯
乱
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
役
目
が
あ
っ
た
よ
う
だ
︒﹃
厳
護
録
﹄
の
文
政
三
年

︵
一
八
二
〇
︶
六
月
の
条
に
は
︑
知
蔵
に
対
し
て
書
物
を
大
切
に
扱
う
こ
と
や
書
物
出
納
の
時
は
知
事
や
看
護
へ
連
絡
し
立
ち
会
い
し

て
も
ら
う
こ
と
な
ど
の
申
渡
し
と
共
に
﹁
失
本
・
闕
本
有
之
者
︑
早
速
遂
僉
儀
可
訴
出
事(14
)
﹂
と
あ
っ
て
︑﹁
失
本
・
闕
本
﹂
が
見
つ

か
れ
ば
す
ぐ
調
べ
︑
報
告
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒

〈知
蔵
の
代
行
を
す
る
参
事
〉

『学
林
万
検
﹄
巻
十
一
︑
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
四
月
頃
の
記
事
と
し
て
︑﹁
蔵
書
段
々
致
乱
雑
︑
欠
本
之
調
も
難
相
成
ニ
付
︑

此
度
改
て
蔵
書
不
残
致
点
検
度
﹂
と
︑
蔵
書
が
乱
れ
︑
欠
本
が
ど
れ
か
も
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
で
あ
る
の
で
︑
以
前
よ
り
蔵
書
の
悉
皆

調
査
を
西
本
願
寺
へ
願
い
出
て
い
た
も
の
が
﹁
今
日
御
聞
済
ニ
﹂
な
っ
た
の
で
︑﹁
夏
間
参
事
玄
明
︑
夏
中
知
蔵
玄
応
︑
外
ニ
昨
夏

知
蔵
宣
正
︑
右
三
人
﹂
が
調
査
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る(15
)
︒
本
来
な
ら
ば
こ
れ
は
知
蔵
の
仕
事
で
あ
ろ
う
が
︑

参
事
の
玄
明
も
任
命
さ
れ
て
い
る
︒﹁
夏
間
参
事
玄
明
︑
夏
中
知
蔵
玄
応
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
夏
間
﹂
す
な
わ
ち
夏
安
居
以
外

の
期
間
の
参
事
玄
明
︑﹁
夏
中
﹂
つ
ま
り
夏
安
居
中
の
知
蔵
玄
応
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒
学
林
蔵
書
に
関
す
る
仕
事
は
知
蔵
職
が
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行
う
が
︑
そ
れ
は
夏
安
居
中
だ
け
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
以
外
の
期
間
は
参
事
が
代
行
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
︒

さ
ら
に
︑
同
じ
く
﹃
学
林
万
検
﹄
巻
十
一
に
︑
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
五
月
頃
の
記
事
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

学
林
で
預
か
る
書
庫
と
雑
物
を
入
れ
て
お
く
蔵
の
鍵
と
︑
門
の
鍵
に
つ
い
て
で
あ
る(16
)
︒

一
伊
勢
浄
薫
助
教
︑︿
造
営
懸
り
司
之
﹀
本
講
師
よ
り
之
内
意
と
て
︑
経
蔵
鍵
・
雑
物
蔵
鍵
幷
門
之
鍵
共
ニ
︑
元
来
夏
中
ハ
知

事
︑
夏
間
ハ
看
護
所
ヘ
納
置
︑
夏
中
ハ
知
蔵
職
一
六
開
蔵
之
砌
︑
役
所
よ
り
申
請
ケ
開
蔵
︑
早
速
又
役
所
ヘ
返
納
︑
雑
蔵
之

鍵
も
同
様
之
事
︑
然
ル
に
近
年
古
法
を
不
弁
︑
扨
又
夏
間
ハ
参
事
持
︑
夏
中
ハ
知
蔵
所
持
之
筈
と
相
心
得
︑
門
之
鍵
ハ
月
々

簡
寮
読
渡
ス
ケ
条
之
通
︑
鍵
ハ
役
所
ニ
差
置
︑
開
門
之
頃
簡
寮
職
夙
ニ
起
き
来
而
︑
役
所
よ
り
申
受
ケ
開
門
︑
終
而
又
役
所

ヘ
相
納
候
筈
︑
乍
去
門
鍵
之
儀
ハ
格
別
︑
道
具
紛
失
之
基
ニ
も
不
相
成
次
第
故
︑
内
々
ニ
而
鍵
ヲ
官
僚
手
元
ニ
預
り
置
候
而

も
︑
不
苦
次
第
也
と
て
︑
門
鍵
之
外
両
鍵
二
具
︑
幷
非
常
用
意
之
合
鍵
ト
〆
三
具
持
参
ニ
而
︑
役
所
ヘ
被
相
渡
候
事
︑
知
事

ト
看
護
と
ハ
余
役
と
ち
か
ひ
︑
在
役
中
不
埒
之
次
第
有
之
候
ハ
仭

︑
早
速
罷
出
埒
明
可
申
旨
︑
門
徒
之
請
書
迄
差
上
置
候
重

任
ニ
而
候
ヘ
者
︑
参
事
や
知
蔵
ニ
任
セ
置
︑
若
彼
等
手
元
ニ
而
不
埒
有
之
候
共
︑
当
役
之
身
分
ニ
取
り
過
失
難
遁
事
故
︑
今

度
古
法
ニ
復
し
相
改
候
様
ニ
ト
急
度
相
改
被
申
候
事
︿
今
蚊
帳
帳
取
出
シ
之
節
︑
当
分
不
足
ニ
有
之
候
︑
尚
又
蔵
本
ニ
も
一

両
部
当
分
不
足
之
書
有
之
ニ
付
︑
ケ
様
ニ
相
改
リ
申
候
︑
乍
去
両
種
共
ニ
後
日
出
申
候
︑
﨟
上
評
議
有
之
︑
ヤ
カ
マ
シ
キ
コ

ト
也
﹀

(傍
線
筆
者
︶

経
蔵
の
鍵
に
関
し
て
だ
け
見
る
と
︑
書
庫
と
雑
物
の
鍵
は
い
ず
れ
も
夏
安
居
中
は
記
録
係
で
あ
る
知
事
が
︑
そ
れ
以
外
の
期
間
は

看
護
の
所
へ
し
ま
っ
て
お
き
︑
書
庫
が
開
く
毎
月
一
と
六
の
付
く
日
に
は
知
蔵
が
鍵
を
取
り
に
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
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傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
︑
近
年
は
こ
う
し
た
決
ま
り
を
守
ら
ず
︑
夏
安
居
の
期
間
以
外
は
参
事
が
︑
そ
し
て
夏
安
居
中
は
知
蔵
が
鍵

を
持
っ
て
い
る
は
ず
と
皆
が
心
得
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
夏
安
居
以
外
の
期
間
中
︑
参
事
が
知
蔵
の
代
行
を
し
て
い
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
知
蔵
と
参
事
こ
そ
書
庫
に
関
す
る
実
際
的
な
こ
と
を
行
っ
て
い
た
者
た
ち
で
あ
る
︒﹃
続
大
蔵
虫
払

目
録
﹄
に
関
し
て
言
え
ば
︑
新
規
の
入
蔵
書
の
書
目
も
書
き
入
れ
て
い
る
︒
欠
本
を
調
べ
る
の
も
仕
事
で
あ
っ
た
か
ら
︑
知
蔵
と
参

事
は
欠
本
が
見
つ
か
っ
た
場
合
は
当
然
大
蔵
虫
払
目
録
に
そ
れ
を
書
き
込
ん
だ
ろ
う
︒
両
者
は
書
庫
だ
け
で
な
く
大
蔵
虫
払
目
録
に

も
非
常
に
近
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

四

閲
覧
目
録
だ
っ
た
可
能
性

〈嘉
興
蔵
の
利
用
〉

と
こ
ろ
で
︑
学
林
の
僧
達
が
︑
書
庫
の
蔵
書
と
は
別
に
な
っ
て
い
る
嘉
興
蔵
大
蔵
経
を
利
用
す
る
際
に
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

実
は
︑
知
蔵
が
こ
の
大
蔵
経
の
目
録
を
持
ち
︑
学
林
の
嘉
興
蔵
を
所
化
に
貸
し
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館

所
蔵
の
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄︵
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
：
201.1/55︶
は
近
世
の
版
本
に
近
代
に
な
っ
て
洋
装
の
表

紙
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
が
︑
版
本
の
表
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
︒

明
蔵
目
録
二
巻
︑
宣
収
知
蔵
宅
︑
備
検
索
之
用
︑
勿
納
之
経
蔵

近
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明
蔵
と
は
こ
こ
で
は
学
林
所
蔵
の
嘉
興
蔵
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
明
蔵
目
録
﹂
と
は
︑﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
の

こ
と
で
︑
嘉
興
蔵
大
蔵
経
や
そ
の
覆
刻
で
あ
る
黄
檗
版
大
蔵
経
の
目
録
と
し
て
︑
近
世
に
広
く
利
用
さ
れ
た
本
で
あ
っ
た
︒
右
の
書

き
込
み
は
︑
こ
の
目
録
を
閲
覧
に
便
利
な
よ
う
に
﹁
知
蔵
宅
﹂
に
置
い
て
お
き
︑
経
蔵
に
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
つ

ま
り
︑
学
林
依
用
の
嘉
興
蔵
大
蔵
経
目
録
を
知
蔵
が
﹁
検
索
﹂
の
備
え
と
し
て
持
っ
て
お
り
︑
学
林
の
者
た
ち
に
利
用
さ
せ
て
い
た

こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
の
内
典
版
本
部
三
六
函
に
あ
る
書
目
﹁
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹂
に
は

﹁
在
知
蔵
□
笥
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
同
じ
函
に
は
﹁
明
蔵
目
録
捷
覧
﹂
と
い
う
書
目
も
挙
が
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
下
に
は
﹁
知
蔵
所

ニ
在
﹂
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
大
蔵
経
の
目
録
類
が
知
蔵
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
同
書
の
後
見
返
し
に
は
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
年
︑
当
時
参
事
を
務
め
て
い
た
宏
遠
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
る
︒
宏

遠
︵
一
八
〇
八
～
九
〇
︶
は
︑
近
江
の
円
照
寺
十
四
世
住
職
で
︑
兄
で
あ
る
超
然
と
と
も
に
宗
主
広
如
の
命
を
受
け
﹃
真
宗
法
要
典

拠
﹄
を
校
補
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
︑
明
治
三
年
︵
一
八
七
〇
︶
に
は
勧
学
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
近
代
︑
明
如
宗
主
の
顧
問
と
な
っ

て
補
佐
し
︑
兄
の
超
然
と
共
に
明
治
維
新
時
代
に
対
処
し
た
人
物
で
あ
る(17
)
︒

舶
来
画
一
目
録
︑
日
夜
翻
閲
漸
就
毀
壊
︑
会
閲
市
獲
翻
刻
一
冊
︑
因
附
蘗

(｢檗
｣カ
)本

目
録
之
後
︑
更
写
立
又
続
録
七
帋
︑
以
備
尤
蔵

捜
索
之
用
云

嘉
永
四
年
辛
亥
春
参
事
宏
遠
議

嘉
興
蔵
目
録
の
利
用
が
頻
繁
で
あ
る
た
め
に
壊
れ
て
き
た
の
で
版
本
を
市
中
で
見
つ
け
て
入
手
し
た
︑
そ
れ
は
黄
檗
版
に
入
っ
て

い
る
目
録
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
れ
は
黄
檗
版
大
蔵
経
に
含
ま
れ
る
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︵
た
だ
し
︑

当
該
目
録
は
黄
檗
版
所
収
の
も
の
で
は
な
く
︑
よ
り
便
利
に
活
用
で
き
る
よ
う
天
海
版
大
蔵
経
に
付
さ
れ
た
千
字
文
を
足
す
な
ど
し
た
町
版
で
あ

近
世
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る
︶
︒
皆
が
あ
ま
り
に
利
用
す
る
の
で
破
損
し
て
し
ま
っ
た
も
の
に
替
え
て
︑
参
事
宏
遠
が
新
し
く
目
録
を
調
え
た
の
だ
っ
た
︒

｢更
写
立
又
続
録
七
帋
﹂
と
あ
る
の
は
︑
宏
遠
が
当
該
目
録
の
末
尾
に
嘉
興
蔵
の
又
続
蔵
の
目
録
を
書
写
し
た
も
の
を
加
え
て
い

る
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
の
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
は
嘉
興
蔵
す
べ
て
の
目
録
で
は
な
く
︑
正
蔵
と
続
蔵

の
目
録
で
あ
っ
て
︑
又
続
蔵
は
漏
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
七
枚
の
料
紙
に
そ
れ
を
書
写
し
て
﹁
以
備
尤
蔵
捜
索
之
用
云
﹂
と
経
本

を
探
す
た
め
の
備
え
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒
実
際
︑
こ
の
版
本
の
後
ろ
に
は
七
枚
の
手
書
き
の
目
録
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
︒
続
蔵

の
末
尾
の
部
分
の
八
十
五
函
か
ら
九
〇
函
ま
で
と
︑
又
続
蔵
の
目
録
で
あ
る
︵
続
蔵
の
末
尾
部
分
の
目
録
が
書
写
に
な
っ
て
い
る
理
由
は

不
明
︶︵
図
�
︶
︒
学
林
の
者
た
ち
は
嘉
興
蔵
を
又
続
蔵
ま
で
活
発
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

同
目
録
か
ら
︑
知
蔵
は
嘉
興
蔵
の
出
納
も
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
参
事
が
そ
の
目
録
を
作
成
し
て
い
た
︒
同
目
録

に
は
あ
ち
こ
ち
に
破
損
や
疲
れ
が
見
ら
れ
︑
相
当
使
い
込
ま
れ
た
と
判
断
で
き
る
︒
当
時
︑
多
く
の
所
化
や
学
僧
ら
が
嘉
興
蔵
を
も

よ
く
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
︒

〈閲
覧
の
た
め
の
工
夫
〉

先
述
の
通
り
︑
知
蔵
と
参
事
は
身
近
に
書
庫
の
鍵
と
閲
覧
用
の
目
録
が
あ
っ
た
︒
本
来
は
知
事
や
看
護
と
い
っ
た
︑
よ
り
上
位
の

位
職
の
者
に
鍵
と
閲
覧
目
録
を
預
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
実
際
の
職
務
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
︑
目
録
は
両
者
の
手
元
に
止

ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
嘉
興
蔵
も
含
め
閲
覧
に
必
要
な
目
録
を
手
元
に
置
い
て
い
た
知
蔵
で
あ
る
が
︑
あ
る
い
は
大
蔵
虫

払
目
録
も
ま
た
閲
覧
目
録
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

そ
の
理
由
と
し
て
︑
ま
ず
前
項
で
紹
介
し
た
参
事
宏
遠
が
整
え
た
﹃
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
﹄
の
体
裁
が
大
蔵
虫
払
目
録
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
宏
遠
が
作
っ
た
又
続
蔵
部
分
の
目
録
は
函
毎
に
書
目
を
並
べ
た
目
録
で
あ
り
︑
こ
れ
は
大
蔵
虫
払
目
録

と
同
様
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
大
蔵
虫
払
目
録
と
同
じ
︑
半
丁
十
行
で
版
心
に
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
と
刻
ま
れ
た
黒
の
罫
紙
で
書
か
れ

て
い
る
︒近

世
檀
林
の
蔵
書
目
録
と
書
庫
︵
万
波
)

二
七
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図 4-① 『三蔵聖教目録』表紙

図 4-② 又続蔵部分冒頭



ま
た
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
と
Ｂ
ど
ち
ら
に
も
︑
冒
頭
部

に
﹃
教
行
信
証
﹄
や
﹃
往
生
要
集
﹄︑﹃
七
祖
聖
教
﹄
な
ど
︑

真
宗
学
僧
が
よ
く
使
い
そ
う
な
書
目
が
列
記
さ
れ
た
箇
所

が
あ
る
︵
図
�
︶
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
書
目
の
下
に
は
函
番
号

が
記
さ
れ
︑
書
目
か
ら
函
番
号
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
︒
い
ず
れ
の
書
目
に
も
複
数
の
函
番
号
が
示
さ
れ
て

い
る
の
で
︑
同
じ
書
名
の
本
が
複
数
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
別

の
函
に
入
っ
て
い
た
と
わ
か
る
︒
こ
れ
は
副
本
が
あ
っ
た

と
い
う
よ
り
も
︑
同
じ
書
名
で
あ
っ
て
も
版
が
異
な
る
も

の
が
複
数
あ
り
︑
入
蔵
時
期
が
違
っ
た
た
め
に
バ
ラ
バ
ラ

の
函
に
入
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
記
述
は
︑
こ
う
し
た
バ
ラ
バ
ラ
の
函
に
入
っ
て
い

る
本
を
探
す
に
は
た
い
へ
ん
便
利
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑

函
ご
と
に
書
目
を
列
記
し
て
い
る
大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
書

名
で
本
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
特
に
︑
複
数
の
函
に

入
っ
て
い
る
場
合
は
網
羅
的
に
探
す
の
が
非
常
に
困
難
と

な
る
︒
列
記
さ
れ
て
い
る
書
目
は
︑
い
ず
れ
も
頻
繁
に
閲

覧
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
複
数
の
函
に
入
っ
て
い
る
書

目
ば
か
り
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
書
名
か
ら
函
が
わ
か

近
世
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と
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図 5 大蔵虫払目録 Bの真宗聖教の書目を列記した部分



る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
の
記
述
は
︑
こ
の
目
録
を
閲
覧
目
録
と
し
て
利
用
し
た
際
の
不
便
を
補
う
工
夫
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
加
え

て
︑
こ
の
記
述
は
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
で
は
前
遊
紙
に
書
か
れ
て
い
た
が
︑
Ｂ
で
は
本
紙
で
あ
る
罫
紙
に
書
写
さ
れ
冒
頭
部
に
入
れ
ら

れ
て
お
り
︑
よ
り
一
般
化
し
て
い
る
︒
や
は
り
大
蔵
虫
払
目
録
が
閲
覧
目
録
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
︒

ま
た
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
基
本
的
に
は
函
番
号
︑
書
名
と
冊
数
の
み
の
記
述
で
あ
り
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
作
者
の
名
は
記
し
て
い

な
い
︒
特
に
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
で
は
︑
た
と
え
そ
れ
が
学
林
の
高
僧
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
記
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
と
そ
の
続
編
で
あ
る
﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
で
は
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
と
く
に
写
本
部
の

本
に
関
し
て
︑
著
者
や
書
写
者
の
名
前
の
記
載
が
頻
繁
に
出
て
く
る
︒
例
え
ば
︑
写
本
部
二
一
函
の
﹃
教
行
信
証
樹
心
録
﹄
の
作
者

名
を
智
暹
と
明
記
し
た
り
︑
二
六
函
の
﹃
大
経
安
永
録
﹄
作
者
を
恵
雲
と
記
し
て
い
る
︒
恵
雲
は
江
戸
中
期
の
西
本
願
寺
の
高
僧
慧

雲
で
あ
ろ
う
︒
写
本
部
二
八
函
に
至
っ
て
は
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
が
十
六
の
書
目
を
挙
げ
て
一
人
の
作
者
名
も
記
し
て
い
な
い
の
に

比
し
て
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
で
は
十
七
の
書
目
︵﹁
鷺
森
含
毫
﹂
が
別
筆
で
書
き
足
さ
れ
て
い
る
た
め
十
七
に
な
っ
て
い
る
︶
の
内

十
に
作
者
の
名
を
書
き
込
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑
Ｂ
の
写
本
部
九
函
の
﹁
仏
性
論

一
冊
﹂
に
は
︑﹁
知
空
講
主
親
筆
﹂
と
朱
書
き
さ

れ
て
い
る
︒
知
空
は
江
戸
前
期
か
ら
中
期
に
活
躍
し
︑
学
林
の
基
礎
を
築
い
た
第
二
世
能
化
で
あ
る
︒
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
に
は
﹁
仏

性
論

一
冊
﹂
の
記
述
は
あ
っ
て
も
こ
の
朱
書
き
は
な
か
っ
た
︒

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
別
筆
で
︑
目
録
成
立
後
に
書
き
足
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
写
本
は
版
本
よ
り
情
報
が
少
な
い
た
め
︑

判
別
し
や
す
い
よ
う
名
前
を
書
き
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
︒

大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
い
ず
れ
も
手
ず
れ
が
激
し
く
︑
日
々
活
用
さ
れ
て
い
た
印
象
を
受
け
る
︒
右
の
よ
う
な
状
況
を
総
合
す
る
と
︑

閲
覧
目
録
も
兼
ね
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒

た
だ
し
︑
嘉
興
蔵
も
含
め
︑
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
函
ご
と
の
目
録
で
あ
る
︒
大
部
分
の
本
を
書
名
で
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
点
は

近
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や
は
り
不
便
で
あ
る
︒
こ
の
不
便
を
補
う
目
録
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
稿
を
変
え
て
論
じ
た
い
と
思
う
︒

五

大
蔵
虫
払
目
録
の
終
焉

〈分
類
の
変
化
〉

明
治
九
年
︵
一
八
七
六
︶
︑
学
林
は
大
教
校
と
改
称
さ
れ
︑
中
学
校
や
小
学
校
も
設
置
さ
れ
新
制
度
に
移
行
し
た
︒
近
代
を
迎
え
︑

学
林
も
ま
た
近
代
国
会
に
適
合
し
た
形
を
模
索
し
︑
大
き
く
変
容
し
て
い
く
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
学
林
蔵
書
が
そ
の
ま
ま
維
持

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
学
校
の
形
︑
ま
た
当
時
の
情
勢
に
合
わ
せ
て
蔵
書
の
配
列
方
針
も
変
化
し
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
分
類
も
変

更
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

で
は
明
治
期
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
い
つ
ま
で
利
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
の
外
典
部
の
最
後
の
函
一
三
七
函

に
は
﹃
習
文
録
﹄
が
挙
が
っ
て
お
り
︑
こ
れ
が
明
治
九
年
︵
一
八
七
六
︶
刊
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
こ
の
年
が
大
教
校
発

足
の
年
で
あ
る
︒
大
蔵
虫
払
目
録
が
利
用
さ
れ
た
下
限
も
こ
の
時
期
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
と
︑
明
治
五
年
︑
時
の
知
蔵
で
大
和
の
稲
葉
一
道
が
編
纂
し
た
学
林
の
蔵
書
目
録
﹃
真
宗
学
庠
典
籍

目
録
﹄
四
冊
︵
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所
蔵
︑
請
求
記
号
：
201.
7/19-w
/4︶
が
あ
る
︒
知
蔵
の
作
っ
た
目
録
と
い
う
こ
と
で
︑
一
応
な

が
ら
閲
覧
目
録
と
考
え
ら
れ
る
︒
他
の
大
蔵
虫
払
目
録
と
同
様
︑
学
林
の
蔵
書
印
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
書
﹂
も
押
印
さ
れ
て
い
る
︒
た

だ
し
︑
判
型
が
大
本
で
は
な
く
半
紙
本
で
︑
罫
紙
は
半
丁
十
行
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
だ
が
︑
版
心
は
﹁
龍
谷
學
黌
大
蔵
﹂
で
は
な
く

﹁
学
庠
勧
学
寮
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
書
型
を
よ
り
扱
い
に
便
利
な
半
紙
本
に
し
た
か
っ
た
た
め
に
従
来
の
罫
紙
を
用
い
な
か
っ
た
可

能
性
も
あ
る
が
︑
所
化
で
は
な
く
勧
学
の
た
め
の
目
録
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒

さ
て
︑
こ
の
目
録
は
大
蔵
虫
払
目
録
と
は
異
な
り
︑
函
ご
と
に
書
名
を
列
記
す
る
の
で
は
な
く
︑
分
類
ご
と
に
書
目
を
列
記
し
︑
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そ
の
上
部
に
函
番
号
を
記
し
て
い
る
た
め
︑
本
を
書
名
で
探
す
者
に
と
っ
て
便
利
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
嘉
興
蔵
を
又
続
蔵
ま

で
全
て
入
れ
て
お
り
︑
他
の
学
林
蔵
書
と
合
わ
せ
て
探
す
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
そ
の
分
類
は
大
蔵
虫
払
目
録
の
も
と
の
は
す
で
に
異
な
っ
て
い
る
︒
第
一
巻
は
﹁
真
宗
聖
教
部
﹂
か
ら
始
ま
り
︑

真
宗
聖
教
類
が
入
っ
て
い
る
︒
第
一
巻
の
目
次
を
以
下
に
引
用
す
る
︒

真
宗
学
庠
典
籍
目
録
第
一

列
次

□
□
︵
こ
の
部
分
︑﹁
内
典
﹂
と
書
か
れ
た
上
に
貼
り
紙
で
抹
消
︶
浄
土
書
類

真
宗
聖
教
部

真
偽
未
決
部

他
師
讃
述
部

三
経
註
疏
部

祖
釈
註
疏
部

宗
侶
讃
述
部

自
他
弁
難
部

真
宗
紀
伝
部

西
鎮
雑
著
部

ま
ず
﹃
浄
土
三
部
経
﹄
か
ら
始
ま
り
︑﹃
七
祖
聖
教
﹄
か
ら
﹃
教
行
信
証
﹄
な
ど
が
続
く
︒
真
宗
聖
教
と
そ
の
関
係
書
が
第
一
巻
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に
集
め
ら
れ
て
お
り
︑
江
戸
後
期
の
智
洞
以
来
受
け
継

が
れ
て
き
た
分
類
法
は
失
わ
れ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
分
類
は
変
更
さ
れ
て
い
る
も

の
の
︑
同
目
録
で
は
函
番
号
は
江
戸
時
代
の
番
号
の
ま

ま
維
持
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
目
録
に
は
︑
朱
で
新
し
く

加
え
た
書
目
に
﹁
明
治
十
二
年
入
蔵
﹂
と
添
え
ら
れ
て

い
る
書
目
が
見
え
る
︒
よ
っ
て
こ
の
頃
ま
で
は
︑
分
類

法
の
転
換
の
必
要
を
感
じ
つ
つ
も
書
庫
は
江
戸
時
代
の

姿
の
ま
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

〈函
番
号
の
変
更
〉

し
か
し
︑
こ
れ
以
降
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
﹃
真

宗
学
庠
蔵
書
目
録
﹄
十
二
冊
︵
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
所

蔵
︑
請
求
記
号
：
201.
7/31-w
/12︶
で
は
︑
分
類
は
も

ち
ろ
ん
函
番
号
も
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
す
な

わ
ち
︑
第
一
冊
を
﹁
子
﹂
巻
と
し
︑
真
宗
聖
教
と
﹃
浄

土
三
部
経
﹄
の
注
釈
書
を
︑
第
二
冊
は
﹁
丑
﹂
巻
と
し

て
各
種
注
釈
書
や
親
鸞
の
記
伝
関
係
な
ど
︑
真
宗
関
係

書
を
集
め
て
い
る
﹁
寅
﹂
巻
は
浄
土
宗
の
書
で
あ
る

︵
図
�
︶
︒
以
下
︑﹁
亥
﹂
巻
ま
で
続
く
︒
干
支
で
分
け
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ら
れ
た
種
類
ご
と
に
函
を
用
意
し
︑
函
毎
に
書
目
を
挙
げ
て
い
る
︒
も
は
や
近
世
期
の
分
類
法
も
そ
れ
に
基
づ
い
た
函
の
配
列
も
な

く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
目
録
が
い
つ
作
ら
れ
た
か
は
明
確
で
な
い
が
︑
内
典
専
修
の
真
宗
学
庠
と
普
通
教
校
の
並
立
時
代
に
あ
た
る
明
治
十
九
年

︵
一
八
八
六
︶
頃
に
は
︑
時
の
知
蔵
服
部
範
嶺
に
よ
り
﹃
龍
谷
学
黌
大
蔵
目
録
﹄
二
冊
が
編
ま
れ
る
︒
こ
の
目
録
は
︑
先
の
﹃
真
宗
学

庠
蔵
書
目
録
﹄
十
二
冊
を
踏
襲
し
︑
そ
れ
に
服
部
が
行
っ
た
蔵
書
調
査
の
結
果
を
書
き
込
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹃
真

宗
学
庠
蔵
書
目
録
﹄
十
二
冊
は
︑
明
治
五
年
以
降
︑
明
治
十
九
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
少
な
く
と
も
明
治
十
九
年
頃
ま
で
︑
お
そ
ら
く
明
治
九
年
に
は
︑
学
林
の
蔵
書
の
分
類
が
変
更
さ
れ
︑
新
し
い
分
類

に
基
づ
き
用
意
さ
れ
た
新
し
い
函
に
移
し
替
え
ら
れ
た
よ
う
だ
︒
大
蔵
虫
払
目
録
は
そ
の
意
味
を
失
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
三
種
類
の
大
蔵
虫
払
目
録
を
見
て
き
た
︒
大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
近
世
の
西
本
願
寺
派
檀
林
の
蔵
書
目
録
で
︑
毎
年
行
わ
れ

る
書
物
の
虫
干
し
の
際
に
蔵
書
調
査
を
す
る
の
に
利
用
さ
れ
た
目
録
で
あ
る
︒
一
過
性
の
記
録
で
は
な
く
︑
長
期
間
利
用
さ
れ
書
き

継
が
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

現
在
ま
で
残
さ
れ
た
三
種
の
大
蔵
虫
払
目
録
で
あ
る
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ｂ
︑﹃
続
大
蔵
虫
払
目
録
﹄
は
︑
お
そ

ら
く
︑
文
政
年
間
か
ら
明
治
九
年
頃
ま
で
使
用
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
三
業
惑
乱
で
失
脚
し
獄
死
し
た
智

洞
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
︒
智
洞
は
︑
西
本
願
寺
の
学
校
の
蔵
書
の
蒐
集
と
整
理
を
行
い
︑﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
と

い
う
目
録
を
編
纂
し
た
が
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
こ
の
目
録
と
同
様
に
︑
浄
土
教
を
中
心
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
仏
典
の
中
に
真
宗
仏
典
を
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位
置
づ
け
た
独
自
の
配
列
を
持
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
︒

ま
た
︑
大
蔵
虫
払
目
録
は
︑
主
に
知
蔵
と
参
事
の
役
職
に
就
い
た
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
彼
ら
は
大
蔵

虫
払
目
録
と
同
じ
様
式
の
目
録
を
付
し
た
大
蔵
経
目
録
を
作
成
し
︑
学
林
所
蔵
の
嘉
興
蔵
を
学
林
の
者
に
閲
覧
さ
せ
て
い
た
︒
さ
ら

に
︑
大
蔵
虫
払
目
録
Ａ
や
Ｂ
の
冒
頭
に
は
︑
一
部
の
書
籍
を
書
名
か
ら
検
索
で
き
る
項
目
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
︑
大

蔵
虫
払
目
録
は
閲
覧
目
録
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

大
蔵
虫
払
目
録
は
近
世
期
の
学
林
書
庫
の
様
子
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑

近
世
で
最
大
級
の
仏
教
教
団
の
書
庫
の
資
料
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
版
本
が
あ
ふ
れ
大
蔵
経
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
仏
書
が
入
手

で
き
る
時
代
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
︒
学
林
の
書
庫
に
は
智
洞
か
ら
受
け
継
が
れ
た
︑
必
ず
し
も
宗
祖
の
聖
典
を
第
一

と
し
な
い
︑
学
術
的
な
視
点
が
明
治
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
た
の
だ
︒
こ
の
書
庫
で
学
び
︑
か
つ
嘉
興
蔵
大
蔵
経
を
も
盛
ん
に
利
用
し

た
所
化
達
の
研
鑽
は
︑
近
世
の
版
本
文
化
の
影
響
の
下
︑
智
洞
の
も
た
ら
し
た
思
想
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

こ
う
し
た
こ
と
は
近
世
仏
教
堕
落
論
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

本
研
究
は
Ｊ
Ｐ
�
�
Ｊ
�
&
袞
�
�
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

註(�
)

龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
︑
龍
谷
大
学
︑
二
〇
〇
〇
年
︒

(�
)

同
前
書
︑
通
史
編
上
巻
︑
三
五
三
ペ
ー
ジ
︒

(�
)

拙
稿
﹁
智
洞
編
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
の
研
究
﹂﹃
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
﹄
第
七
号
︑
二
〇
二
二
年
三
月
︒

(�
)

井
上
哲
雄
﹃
真
宗
本
派
学
僧
逸
伝
﹄
永
田
文
昌
堂
︑
一
九
七
九
年
︒

(�
)

前
掲
書
︵
�
︶︑
三
六
六
～
七
ペ
ー
ジ
︒
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(�
)

柏
原
祐
泉
ら
編
﹃
真
宗
人
名
事
典
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
九
九
年
︒

(�
)

前
掲
書
︵
�
︶︒

(�
)

前
掲
書
︵
�
︶︑
三
六
七
ペ
ー
ジ
︒

(�
)

前
掲
論
文
︵
�
︶︒

(10
)

智
洞
の
目
録
編
纂
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
書
︵
�
︶
の
三
四
四
～
四
六
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い
︒

(11
)

前
掲
書
︵
�
︶︑
三
四
九
～
三
五
二
ペ
ー
ジ
︒

(12
)

『厳
護
録
﹄
に
関
し
て
は
︑
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
﹃
龍
谷
学
黌
内
典
現
存
目
録
﹄
史
料
編
第
三
巻
︵
龍
谷
大
学
︑
一
九

九
〇
年
︶
の
翻
刻
を
引
用
し
て
い
る
︵
二
二
～
二
三
ペ
ー
ジ
︶︒

(13
)

同
前
書
︑
六
四
八
ペ
ー
ジ
︒

(14
)

『学
林
万
検
﹄
巻
十
八
︑
安
政
五
年
六
月
の
記
録
︒﹃
学
林
万
検
﹄
に
関
し
て
は
︑
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
編
集
委
員
会
﹃
龍
谷
大
学
三

百
五
十
年
史
﹄
史
料
編
第
二
巻
︵
龍
谷
大
学
︑
一
九
九
〇
年
︶
を
引
用
し
て
い
る
︵
三
九
七
ペ
ー
ジ
︶︒

(15
)

『学
林
万
検
﹄
巻
十
一
︒
前
掲
の
﹃
龍
谷
大
学
三
百
五
十
年
史
﹄
史
料
編
第
二
巻
か
ら
引
用
し
て
い
る
︵
一
三
五
ペ
ー
ジ
︶︒

(16
)

『学
林
万
検
﹄
巻
十
一
︒
前
掲
の
﹃
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Summary

A Book Collection Belonging to aBuddhist School:
Daizo Mushi-barai Mokuroku大蔵虫払目録

(Catalog of the Library of Nishi Hongwanji School)

Hisako MANNAMI

The Daizo Mushi-barai Mokuroku (大蔵虫払目録) is a catalog of the book

collection of the Nishi Hongwanji School in early modern Japan, built for

checking the books during the annual airing. This catalog gives a good

picture of the state of the schoolʼs archive but has not been well studied till

now.

Under the name of this catalog, three types of records remain to this day:

Daizo Mushi-barai MokurokuA, Daizo Mushi-barai Mokuroku B, and Shoku

Daizo Mushi-barai Mokuroku. They were used for a long period from the

Bunsei period (1818-1830) to around the 9th year of Meiji．

The Daizo Mushi-barai Mokuroku derives from the ideas of Chidō (智洞),

who was disgraced and died in prison because of the Sangou Wakuran (三業

惑乱). Chidō collected books for the Nishi Hongwanji school and compiled a

catalog entitled Ryūkoku Gakkō Naiten Genzon Mokuroku (龍谷学黌内典現

存目録). The Daizo Mushi-barai Mokuroku inherits the unique arrangement

of Chidō's catalog, which focuses on Pure Land Buddhism, and ranked the

Shin Buddhist scriptures (浄 土 真 宗 仏 典) among those of the other

denominations.

Since the Daizo Mushi-barai Mokuroku reflects the arrangement of

books in the storeroom of the Nishi Hongwanji School, it can be said that the

School collection was under the influence of Chidō's philosophy until the

Meiji era.

The Daizo Mushi-barai Mokuroku also includes long incipits of the books,
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allowing easy reference. This catalog could be used as a research tool for

studies at that time.

It is expected that a more detailed study of these catalogs will provide

further insight into the state of the archives, as well as to the understanding

of the book culture of the time.
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