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神

田

寺

記

念

公

開

講

座

「
書
物
と
日
本
仏
教
」
第

一

回

(
ニ
〇
〇
ニ
年
十
月
十
八
日

)

漢

文

大

蔵

経

の

歴

史

―

特
に
宋
元
版
大
蔵
経
に
つ
い
て
―

竺沙
雅章

た
だ
い
ま
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
竺
沙
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
書
物
と
日
本
仏
教
」
と

い

う
連
続
講
座
の
第
一
回
の
講
師
に
ご
指
名
い
た
だ
き
ま
し
て
、
大
変
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
私
 

自
身
は
中
国
の
こ
と
を
勉
強
し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
日
本
仏
教
の
こ
と
は
非
常
に
不
案
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
話
も
、
中
国
の
仏
典
、 

大
蔵
経
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
日
本
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

で
き
る
だ
け
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
つ
て
お
り
 

ま
すは

じ
め
に
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
予
告
で
は
「
漢
文
大
蔵
経
の
歴
史
」
と
い
う
だ
け
の
題
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
と
て
 

も
一
時
間
ぐ
ら
い
で
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
中
で
こ
ち
ら
が
得
意
と
し
て
お
り
ま
す
宋
元
版
の
大
蔵
経
の
こ
と
を
中
心
に
し
て
 

お
話
し
し
た
い
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

資
料
は
、

レ
ジ
ュ
メ
と
図
版
と
に
分
け
て
お
り
ま
す
。
両
方
を
見
比
べ
な
が
ら
話
を
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
私
は
中
国
の
歴
史
を
専
攻
し
て
お
り
ま
す
が
、
漢
文
大
蔵
経
、
あ
る
い
は
漢
文
の
仏
典
の
書
誌
的
な
研
究
と
い
う
も
の
に
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関
心
を
持
ち
ま
し
た
の
は
、
若
い
時
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
で
敦
煌
文
献
研
究
班
と
い
う
の
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
に
参
加
さ
せ
て
 

も
ら
つ
て
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

ロ
ン
ド
ン
に
あ
り
ま
す
ス
タ
ィ
ン
本
の
敦
煌
漢
文
文
献
の
写
真
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
 

の
焼
付
け
写
真
に
よ
っ
て
文
献
の
調
査
、
研
究
を
行
な
う
と
い
う
研
究
班
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
班
長
は
、
先
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、 

有
名
な
藤
枝
晃
先
生
で
あ
り
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
敦
煌
か
ら
出
ま
し
た
文
献
の
八
、
九
割
は
仏
典
で
あ
り
ま
す
。
し

か

も
そ
の
仏
典
の
中
で
完
全
な
も
の
は
少
な
く
 

て

断
片
が
多
い
。
研
究
班
で
は
、
そ
の
断
片
が
何
経
で
あ
っ
て
、

f

大
正
新
脩
大
蔵
経
』

(
以
下
、

f大
正
蔵
』
)

の
何
巻
の
何
頁
の
何
行
目
 

か
ら
何
行
目
ま
で
で
あ

る

と

い

う

こ

と

を調
べ
る
、
と

い

う
作

業

(
同
定
作
業
)
を

行
な
い
ま
し
た
。

私
自
身
は
、
そ
の
中
で
般
若
経
典
を
担
当
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
般

若

経

典

と

r大
正
蔵

j

と
を
調
べ
て
お
り
ま
す
と
、
ど
う
 

も

敦

煌

写

経

と

r大
正
蔵
経

j

と
は
合
わ
な
い
所
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

『
大
正
蔵
』
と
い
う
の
は
、

ご
存
じ
の
方
も
 

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

れ

が

定

本

に

し

ま

し

た

の

は

『
高
麗
大
蔵
経
』

の
再
雕
本
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
一
番
テ
キ
ス
ト
と
し
て
優
れ
 

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
今
で
も
、
仏
教
学
の
方
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
敦
煌
 

写
経
な
ん
か
と
比
べ
る
と

、

^
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
レ
の
で
は
な
レ
ヵ
実
は
そ
う
レ
う
疑
問
を
持
ち
ま
し
た

そ
の
あ
と
、
同
じ
研
究
班
で
大
阪
の
四
天
王
寺
の
管
長
で
あ
ら
れ
た
出
口
常
順
氏
が
所
蔵
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
吐
魯
番
出
土
仏
典
の
調
 

査

も

行
な
い
ま
し
た
。
そ
の
時
に
は
、
私
に
は
木
版
本
の
仏
典
を
調
査
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
版
本
を
調
べ
て
お
り
ま
し
 

た
ら
、
中
国
の
大
蔵
経
で
残
っ
て
お
り
ま
す
も
の
は
、

み
な
全
部
版
本
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
版
本
の
大
蔵
経
の
研
究
と
い
う
の
は
明
治
 

以
来
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
中
国
の
版
本
学
の
方
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
陥
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
 

こ
で
私
は
、
宋
元
時
代
に
出
版
さ
れ
た
大
蔵
経
の
系
統
を
三
つ
に
分
け
る
と
い
う
作
業
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が
最
初
だ
っ
た
わ

— 2 —



け
で
す
が
、
そ

の

こ

と
を
最
初
に
発
表
し
ま

し

た

の

は
「契
丹
大
蔵
経
小
考
」

(
『
宋
元
仏
教
文
化
史
研
究
』
汲
古
書
院
、

ニ
〇
〇
〇
年
所
収
)
と
い
う
短
い

論
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
以
後
、
私
自
身
、
大
蔵
経
の
分
類
と
か
流
れ
と

い
う
も
の
に
関
心
を
持
ち
ま
し
て
、

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
お
話
し
し
た
り
、

あ
る
い
は
文
章
を
つ
く
つ
た
り
い
た
し
ま
し
た
。

つ
い
最
近
も
、
大

谷

大

学

か

ら

出

し

て

お

り

ま

す

『
仏

教

伝

来

』

(
ニ
〇

◦

一
年
)
に
、

こ
れ
は
大
勢
の
人
が
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、

「
大
蔵
経
編

纂

」
と
い
う
も
の
を
書
き
ま
し
て
、
そ
こ
で
ー
応
の
中
国
で
の
大
蔵
経
の
流

れ
を
略
述
い
た
し
ま
し
た
。
今
日
の
話
も
こ
れ
ま
で
申
し
て
き
た
、
そ

う

い

3— 

- 

_ 

、っ

も

の

の

一

部

で

ご

ざ

い

ま

し

て

あ

ま

り
新
し
い
話
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
最
近
の
情
報
も
加
え
、
そ
し
て
特
に
日
本
と
の
関
係
に
重
点
を
置
き

な
が
ら
、
お
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
ま
し
た
の
は
紀
元
前
後
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

ニ
世
紀
の
中
頃
に
な
り
ま
し
た
ら
安
世
高
に
始
ま
っ
て
仏
典
の
漢
訳
が
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
漢
訳
さ
れ
ま
す
と
、
そ
れ
が
書
写
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
す
ぐ
に
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
知
ら
れ

て
い
る
一
番
古
い
写
経
と
い
う
の
は
、
図

1
に

載

せ

ま

し

た

『諸
仏
要
集
経

j



E

t

暑

言

奔

§
，

厚！
^
^
^
畫

翥

と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
谷
探
検
隊
が
中
央
ア
 

ジ
ア
で
収
集
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
奥
書
に
よ
 

り
ま
す
と
、
元
康
ニ
年
と
い
う
年
に
竺
法
護
と
い
う
人
が
訳
 

し
た
も
の
で
、
元
康
ニ
年
と
い
、っ
の
は
ニ
九
ニ
年
で
す
。
そ
 

れ
を
書
写
し
ま
し
た
の
は
元
康
六
年
(
ニ
九
六
)
。

こ
れ
は
 

翻
訳
し
て
四
年
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
と
も
か
く
飛
 

び
抜
け
て
古
い
写
経
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
谷
探
検
隊
が
 

i

n

 

日
本
に
持
ち
帰
り
ま
し
て
、
『西
域
考
古
図
譜
』
(
一
九
一
五
 

•,修

02年
)
に
も
図
版
が
載
せ
ら
れ
た
の
で
す
が
、
現
在
そ
れ
が
ど
 

こ
へ
行
っ
た
の
か
所
在
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
残
念
な
 

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
書
体
な
ん
か
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
ら
、

1
:
、
;\」
、
&.̂

^

:̂
:>ぃ
_

い
：
；
い
'
,
ノ
 
ミ
：
、、入
、

漢
代
の
隸
書
の
風
が
非
常
に
濃
厚
.に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
と
思
い
ま
す
。

こ

、
っ

い

、
っ
古
い
お
経
が
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
敦
煌
の
写
経
で
申
し
ま
す
と
、
四
世
紀
の
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
 

り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
年
号
が
あ
り
ま
せ
ん
。
年
号
の
最
も
古
い
も
の
は
、
四
◦
六
年
に
書
写
し
ま
し
た
、
『
十
誦
比
丘
戒
本

J 

(
S
.
0
7
9
7

) 

と

い

う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
写
経
は
ま
だ
一
行
一
七
字
と
い
う
標
準
タ
ィ
プ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、

一
八
字
、

一
九
字
と
か
、

一
行
の
字
数
は
ば

6)°99(s-
n
j

、
じ* /

毘阿雜2図
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ら
ば
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
一
行
一
七
字
の
標
準
形
式
の
写
経
に
な
っ
た
の
は
、
五
世
紀
の
中
頃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
れ
は
敦
煌
写
経
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
で
一
番
年
号
が
は
つ
き
り
し
て
お
り
ま
す
の
は
、 

図

2
 

r

雑
阿
毘
曇
心
経
』

(
S
.
0
9
9
6

)
。
実

は

現

在

は

『
雜
阿
毘
曇
心
論
』
と
言
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、

そ

の

巻

第

六

で

、

北
魏
の
太
 

和

三

年

(
四
七
九
)
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
S

と
あ
り
ま
し
て
ス

タ

ィ

ン
本

、

つ
ま
り
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
 

で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
非
常
に
長
い
奥
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
四
行
目
の
上
の
ほ
う
に
昌
黎
王
馮
晋
國
と
あ
り
、
彼
が
施
捨
し
た
写
経
で
あ
り
ま
 

す

。
そ

れ

に

つ

づ

い

て

「
十
の
一
切
経
を
写
す
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
こ

れ

が

「
一
切
経
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
一
番
古
い
資
 

料
で
あ
り
ま
す
。
し

か

も

一

つ

の

一

切

経

の

お

経

は

「
一
千
四
百
六
十
四
苺
」

一

番

下

の

「
弓
」

み

た

い

な

字

は

「
巻
」
と
い
う
字
の
古
 

い
字
体
で
す
。

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
時
期
に
一
切
経
と
い
う
形
で
書
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
ま
す
。 

そ
し
て
、
馮
晋
國
と
い
う
人
は
、
本
名
を
馮
熙
と
い
い
、
彼

は

『
魏
書
』
卷
八
三
上
に
伝
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
こ
の
奥
書
に
太
皇
太
 

后
と
い
う
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
馮
熙
の
妹
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
彼
は
北
魏
朝
廷
の
外
戚
に
な
る
わ
け
で
す
。
彼
に
つ
 

い
て
は
、
香

港

の

大

学

者

で

あ

り

ま

す

饒

宗

頤

先

生

に

「
魏
馮
熙
与
敦
煌
写
経
」

('『
選

堂

集

林

.
史
林
』
上

)
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。

つ

ま

り

、
こ

の

時

期

に

.一
切
経
と
い

う
も

の

が

確

実

に

つ

く

ら

れ

て

お

り

ま

し

た

。一
切
経
に
す

る

に
は
規
格
を
定
め
な
け
れ
ば
な

り

 

ま
せ
ん
。

こ
の
頃
か
ら
一
行
一
七
字
と
い

う
標
準
形
式
が
で

き

ま

し

た

。
こ
れ
以
後
、
写
経
は
一
行
一
七
字
と
い

う
も
の
が
定
式
化
い
た
 

し

ま

す

。
日
本
の
写
経
も
皆
そ
う
で

あ

り

ま

す

。

「
一
切
経
」
と
い
う
名
称
が
こ
の
頃
か
ら
始
ま
り
ま
し
て
、
中
国
で
は
唐
代
ぐ
ら
い
ま
で
使
わ
れ
ま
す
。

日
本
で
は
天
平

写

経

を

は

じ

 

め
、
ず

っ

と

「
一
切
経
」
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
日
本
の
大
蔵
経
の
研
究
者
は
、
み

な

「
一
切
経
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
こ



ろ
が
、
我
々
中
国
の
こ
と
を
や
っ
て
お
り
ま
す
者
は
、
「
大
蔵
経
」
と
言
い
ま
す
。
大
蔵
経
と
い
う
呼
び
名
は
い
つ
頃
か
ら
言
わ
れ
る
よ
 

う
に
な
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
こ
に
資
料
と
し
て
南
朝
の
末
の
陳
の
正
史
の
資
料
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
が
、

「
蔵

経

」

と
い
う
 

言

葉

が

『
陳
書
』
巻
ニ
七
、
姚
察
伝
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
「
初

、
察
願
読
一
蔵
経
」
姚
察
が
ー
蔵
の
経
を
読
ま
ん
こ
と
を
願
っ
た
と
あ
 

り
ま
す
。
大
体
こ
の
頃
か
ら
蔵
経
の
語
が
始
ま
り
、
唐
代
に
は
、
大
蔵
経
あ
る
い
は
蔵
経
と
い
う
の
と
、

一
切
経
と
い
う
の
と
の
両
方
が
 

行
な
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
宋
代
以
後
に
な
る
と
、
大
蔵
経
と
い
う
の
に
定
着
い
た
し
ま
す
。
中
国
で
は
、
道
教
の
大
蔵
経
を
「道
蔵
」 

と
申
し
ま
す
が
、
そ

れ

と

区

別

し

て

「
釈
蔵
」
と

か

「
仏
蔵
」
と
い
う
ふ
う
に
も
申
し
ま
す
。

一
切
経
と
大
蔵
経
と
は
、
大
体
同
義
語
の
ご
と
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
厳
密
に
言
う
と
、
実
は
少
し
違
い
ま
す
。

一
切
経
と
い
う
の
は
全
 

て
の
仏
典
と
い
う
意
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
蔵
経
と
言
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
の
経
蔵
に
納
め
ら
れ
た
お
経
の
こ
と
で
す
。
そ
の
場
合
に
 

は
、

一
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
典
を
大
蔵
経
に
入
れ
る
に
は
、
中
国
で
は
勅
許
を
必
要
と
し
ま
す
。

つ
ま
り
、
大
蔵
経
の
中
に
入
っ
て
 

い
る
の
は
正
し
い
お
経
で
、
偽
経
と
か
別
生
経
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
そ
の
中
に
は
入
ら
な
い
。
選
択
さ
れ
た
お
経
の
セ
ッ
ト
が
大
蔵
 

経

、
蔵
経
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、

一
切
の
経
と
い
う
の
と
は
、
ち
よ
っ
と
意
味
が
違
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今

日

は

、
そ
の
中
で
大
蔵
経
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
し
た
、
宋
元
版
の
大
蔵
経
に
つ
い
て
の
お
話
を
し
よ
う
と
思
う
わ
け
 

で
あ
り
ま
す
。

木
版
印
刷
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
大
問
題
で
、
昔
か
ら
い
ろ
ん
な
議
論
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
在
で
は
、
唐
の
初
め
 

ご
ろ
か
ら
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
敦
煌
文
献
の
中
か
ら
も
、
印
刷
し
た
仏
典
な
ん
か
が
発
見
さ
れ
て
お
り
 

ま
す
が
、
そ
れ
は
大
体
九
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
の
も
の
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
宋
の
時
代
、

一
〇
世
紀
の
後
半
に
な
り
ま
し
て
、 

大
蔵
経
を
木
版
で
出
版
す
る
こ
と
が
始
ま
り
ま
し
た
。
宋
か
ら
元
の
時
代
に
か
け
ま
し
て
は
、
幾
つ
も
の
木
版
の
大
蔵
経
が
つ
く
ら
れ
ま
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し
た
。

一
〇
種
類
近
く
つ
く
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
、
先
程
申
し
ま
し
た
三
つ
の
系
統
に
分
け
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
第
一
類
と
い
う
も
の
の
特
徴
は
、
毎
紙
ニ
三
行
行
一
四
字
、
巻
子
本
で
、
そ
れ
に
大
蔵
経
の
場
合
に
は
、
整
理
番
号
と
し

て
千
字
文
帙
号
、
千
字
文
の
帙
番
号
が
付
き
ま
す
。
大
体
一
〇
巻
で
ー
帙
。
そ
れ
に
帙
ご
と
に
整
理
番
号
を
付
け
て
い
く
。

つ
ま
り
天
地

玄
黄
と
い
う
ふ
う
に
番
号
を
付
け
て
ま
い
り
ま
す
。

『
開

元

釈

教

録

略

出

』

(
『
大
正

蔵
』
巻

五

五

)
に
千
字
文
帙
号
が
付
い
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
第
一
類
の
も
の
は
、

珀

そ

れ

よ

り

は

一

字

繰

り

上

が

る

と

い

う

の

が

特

徴

で

あ

り

ま

す

。

所寺
 

第

一

類

の

も

の

で

一

番

最

初

の

も

の

は

『
豐

蔵

』
。

日

本

で

は

こ

れ

を

「
勅
版
」 

禅
(Sと
言
っ
た
り
、
「
蜀
版
」
と
言
っ
た
り
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
、っ
な
く
な
っ

+ Aて
し
ま
い
ま
し
て
、
現
在
、
世
界
で
見
ら
れ
る
も
の
は
、
日
本
と
中
国
と
に
お
よ
そ

^
 

一
二
巻
ぐ
ら
い
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

日
本
に
は
ニ
卷
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

経
 

『
開
宝
蔵
』
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
の
は
、

『
仏
本
行
集
経
』
と
い
う
の
が
南
禅
寺
か

所

ら

発

見

さ

れ

て

か

ら

で

あ

り

ま

す

(
図

3
)
。

こ
れ
が
発
見
さ
れ
ま
し
て
非
常
に
注
 

本邮

目

を

集

め

ま

し

た

。

こ
れ
は
、
京
都
で
行
な
わ
れ
た
第
二
回
の
大
蔵
会
に
初
め
て
出
 

葳
宝

展

さ
れ
ま
し
た
。

『
開
宝
蔵
』
と
い
う
の
は
中
国
で
の
呼
び
名
で
あ
り
ま
す
が
、

文

献

で

は

、

開
宝
 

図

四

年

(
九
七
一
)
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
と
、
開
宝
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
 

二
つ
の
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

f諸

#
惠

皆

爹
X

城

而

 

，面
圓
如
月

嗓乎
我
手
牙
 

‘I;牛
王
鳴
吁
我
子
昔
間泶
 

語
心
生
喜
歡
今
日
德
想X
成

篆

普

痛

 

乎
我
手
俾
以
妙
好

多

伽

羅

香

稱

禮

探

 

永
牛
韻
格
禮
用
滄
其
身
種
種
瑛
珞
祗
 

在
嚴
身
木
脅
熏
香镜
杳

矸熏
番
敕
之
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—
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讀

七

年
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—
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私

は

、
は
じ
め
開
宝
五
年
説
を
採
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

一
九
九
三
年
に
、
山

西

省

の

高

平

県

と

い

う

所

か

ら

『法
華
経
』
巻
七
が
発
 

見
さ
れ
ま
し
た
。

『
開
宝
蔵
』

の
場
合
は
、
「
大
宋
開
寶
何
年
に
勅
を
奉
じ
て
雕
造
し
た
」
と
い
う
刊
記
が
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
 

は
、
開
宝
四
年
と
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、

こ

の

『
法
華
経
』

に
は
千
字
文
帙
号
が
付
い
て
い
な
い
の
で
す
。

『
仏
本
行
集
経
』

の
場
合
に
、 

版
心
の
所
に
、
下

の

ほ

う

に

「
令
字
号
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
千
字
文
帙
号
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
は
、
そ
う
い
う
 

も
の
が
付
い
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
四
年
か
ら
始
ま
っ
た
に
し
て
も
、
本
格
的
に
こ
の
大
蔵
経
の
出
版
、
版
木
が
つ
く
ら
れ
だ
し
の
は
五
 

年
か
ら
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
完
成
し
ま
し
た
の
は
、
太

平

興

国

ニ

年

(
九
七
七
)
こ
ろ
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
 

れ
は
私
の
説
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
で
き
ま
し
た
版
木
、
全
部
で
十
三
万
余
枚
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
成
都
で
、
都
の
 

開

封

に

運

ば

れ

た

の

が

同

八

年

(
九
八
三
)

で
あ
り
ま
し
た
。
概
説
に
は
開
宝
四
年
か
ら
始
ま
っ
て
太
平
興
国
八
年
に
完
成
し
た
と
い
う
 

ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
ニ
年
で
あ
り
ま
す
。

版
木
が
都
に
運
ば
れ
る
そ
の
前
の
年
に
、
朝
廷
で
は
訳
経
院
を
つ
く
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
あ
と
で
伝
法
院
と
名
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
八
年
に
版
木
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
と

、

印
経
院
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
印
刷
が
行
な
わ
れ
る
ょ
う
に
な
り
ま
す
。
出
来
上
が
っ
 

た

『
開
宝
蔵
』

は
、
国
内
の
大
き
な
お
寺
に
置
か
れ
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
諸
国
に
も
下
賜
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
最
初
に
も
ら
い
ま
し
 

た
の
は
、
日
本
の
入
宋
僧
脔
然
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
九
八
四
年
に
宋
に
入
り
ま
し
た
。
ち

ょ

う

ど

『
開
宝
蔵
』

が
で
き
た
明
く
る
年
で
す
。 

彼

は

そ

の

『
開
宝
蔵
』
を
皇
帝
か
ら
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
京
都
に
持
っ
て
帰
り
ま
し
た
心
窗
然
は
有
名
な
嵯
峨
の
清
凉
寺
の
本
尊
で
 

あ
り
ま
す
釈
迦
瑞
像
を
中
国
で
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。

い
ま
清
凉
寺
に
そ
れ
が
置
か
れ
て
お
り
ま
す
。
大
蔵
経
の
方
は
、 

持
っ
て
帰
り
ま
す
と
、
そ
れ
を
藤
原
道
長
に
寄
進
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
法
成
寺
——

京
都
御
所
の
東
側
に
道
長
の
建
て
た
寺
、
か
な
 

り
大
き
な
お
寺
で
あ
つ
た
ら
し
い
で
す
——

の
経
蔵
に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
寺
は
一
〇
五
八
年
に
全
焼
い
た
し
ま
し
た
。
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図 4 『集諸経礼懺儀』卷 上 （七寺所蔵)

『出三蔵記集』巻_ _ 七寺所蔵)

;

! 1;

リ

^

| 1捧

釦

#

^

4

—

主

見
猎
_

4

手

'^
竽
\

^
袭

<,.; 

务
^

^

^

至
憂
責
ふ
^
重

^

音

^
^
:
^
 

了 §
户
ゲ
A

ふ
ふ

^ ,，H

ザ
十
字
4
>
身
三
| 

字

^

^

"

^

^

&

手

€

^

4-句

'
^
"
^̂-を

 

布
#

考

手

^
*
身
相
t

f̂4- 
Z

艽
#

是

A

 

樣

人

.#-名

.
'
許

>

有

名

右

^

^

洽
.書

1

當

 

>/.
%
 V*

3-*
\
フ

字

4

:«'

.-1-己

^

*-̂

養

^
^
 

^

句

也

，
着

ザ

„卞

療

^

許

&

4>本

釣

^ -̂
.
 

づ
备
4

#

>

意

^
本
 3
 到

冬

^
f

c
ん

>A

.|>走

土

^
.
.
有

覺

^

^
;'4̂

€

#

|-̂

L 

'
-

-

^

 

4
T

J

九

^

^

實九
チ離
，

4

1

子
#
南
八
％
-
^
粉
t

匆
雇
彦
作
％
是
汝
淨
織
棒
上
表
亨
邊
軋
辟
.

!
/
 

鋼
机
次
赛
*ダ
少
惠
1
故
私
行
#
吁

伙

.Mf

 •
.
 

竹
奸

洚矜
4
:
3
救

扃乃
輝
呼
旅
超
^
#
4
;
典
 

法
^
衆

4

f

;t相
墙

你打
來
龙

€

次

親

元

曼

，- 

购
#

够

洱

#
雇
是
》故
惠
爽
女
, 

祝
^

湫
,
顧
後
％

^

旅
表
諸

斕不
增
ネ
成
：

, 

¢

1

#

 

/
 

1
.
.
 

i

鈔
太
和

猬一
遺
碑
太
和
力
ー
元
ャ

5

^

4

^

 

M

^

^

p

.

绩
猶

沭缺
#

.4少
漱
珥

1>'己
食
无
6
ヤ

U

尨

氧
^

■

火

芝

％
 

1

歡
讀
本
—

'
 

氣

敗

常

亂

碑

太

术

武

尤

葸責
毯
^
.

' ̂

是

祛參
足
於
 

\

f 

. 

j

、L

<f

-*l
^
‘

^1¥
-

集

•.髮

錢

？
^

似

兔

上

 

t

妁
H

，

 

}
 

1
.
.

J

サ
ん
1

5

1

サ

.
ハ
で
ち
4

ぞ

贫

ナ

♦ 
1
}
.
 

-
^
讀

：

.

恐
ら
く
こ
の
時
 

に
、

r

開
宝
蔵

j  

も
焼
失
し
た
と
 

思
わ
れ
ま
す
。

た
だ
、
新
し
 

ぃ
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が
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と
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、
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の
で
、
周
辺
の
 

寺
々
で
は
そ
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を
争
っ
て
書
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し
た
よ
ぅ
で
あ
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ま

す
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現
在
 

い
ろ
ん
な
所
で
 

一
切
経
の
調
査
 

が
行
な
わ
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て
 

お

り

ま

す
が
、 

そ
の
中
に
は
法
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成

寺

に

あ

っ

た

『
開
宝
蔵
』
か
ら
写
し
た
写
経
が
か
な
り
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
図

4
は
.
『
出
三
蔵
記
集
』
と

『集
諸
経
礼
懺
儀
』 

巻
上
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
も
名
古
屋
の
七
寺
の
写
経
で
あ
り
ま
す
。
図
版
を
ご
覧
に
な
り
ま
し
た
ら
、
『
出
三
蔵
記
集
』

の
一
番
終
わ
り
の
 

所

に

「
大
宋
開
宝
九
年
丙
子
歳
奉
勅
雕
造
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
前
の
南
禅
寺
の
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
で
、

「
太
子
興
国
八
年
奉
勅
 

印
」
と
あ
り
ま
す
。
「
太
子
」
と

い

う

の

は

「
太
平
」
の
間
違
い
で
す
。
『集
諸
経
礼
懺
儀
』

の
方
も
同
じ
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
 

は
ど
ち
ら
も
法
成
寺
で
書
写
し
た
も
の
で
す
。
た
だ
、

『
開
宝
蔵
』
は
一
行
一
四
字
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
一
六
字
。

ほ
か
に
は
一
 

七
字
で
写
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し
て
、
き
ち
っ
と
正
確
に
は
写
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
後
者
の
場
合
に
は
、

一
番
終
わ
り
 

の

所

に

「
安
元
参
年
」
と
い
う
年
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
一
七
七
年
。
書
写
し
た
も
の
の
も
う
一
つ
の
写
し
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
、っ

い

、
っふ
う
に
、
日
本
に
新
し
い
大
蔵
経
が
入
つ
て
き
た
と

い

、っ
の
で
、
非
常
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し
て
、
多
く
の
寺
 

で
こ
れ
を
写
し
た
と

い

う
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

『
開
宝
蔵
』

は
ず
っ
と
印
経
院
で
印
刷
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
熙

寧

四

年

(
一
◦
七
一
)
に
印
経
院
が
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
は
王
安
石
と
い
う
政
治
家
が
行
財
政
改
革
を
行
な
い
ま
し
て
、
今
の
民
営
化
と
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、
印
経
院
は
財
政
の
負
担
に
な
 

る

と
い
う
の
で
民
間
に
払
下
げ
に
な
り
、
そ
こ
で
開
封
の
顕
聖
寺
聖
寿
禅
院
に
版
木
が
移
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
印
刷
の
権
限
は
 

朝
廷
が
握
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ち
よ
う
ど
そ
こ
へ
、
成
尋
と
い
う
僧
が
入
宋
い
た
し
ま
し
た
。
彼
は
窗
然
が
も
ら
っ
て
帰
つ
た
あ
と
の
部
 

分
——

追
雕
分
を
も
ら
い
ま
し
た
。
彼

に

『参
天
台
五
台
山
記
』
と
い
う
日
記
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

「
宮
中
不
許
外
国
収
贖
」
当
時
宮
中
で
は
外
国
の
収
贖
を
許
さ
ず
、
す

な

わ

ち

外

国

人

が

『
開
宝
蔵
』
を
購
入
し
て
帰
る
の
を
許
さ
な
か
っ
 

た
と
。
だ
か
ら
、
成
尋
も
神
宗
皇
帝
の
許
可
を
受
け
て
、

こ
れ
を
も
ら
つ
て
帰
つ
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
成
尋
は
中
国
で
亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
前
に
弟
子
た
ち
が
帰
る
と
き
に
、

『参
天
台
五
台
山
記
』
と

、
手
に
入

れ

た

い

ろ

ん

な
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仏
典
等
を
日
本
に
持
つ
て
帰
ら
せ
ま
す
。

こ

の

時

入

手

し

た

『
開
宝
蔵
』

の
追
雕
分
も
日
本
に
渡
つ
て
き
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
現
在
そ
 

れ
は
残
つ
て
お
り
ま
せ
ん
。

『
開
宝
蔵
』
は
、
そ

の

後

も

大

観

ニ

年

(
一
一
〇
八

)
ぐ
ら
い
ま
で
、
ず
つ
と
印
刷
が
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
 

し
た
。

r

開
宝
蔵

j

は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、
高
麗
に
伝
わ
り
ま
し
た
し
、
西
夏
に
も
伝
わ
り
ま
し
た
。

図

5

『
蘇
悉
地
供
養
経

j

と
い
ぅ
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
出
口
常
順
氏
所
蔵
の
も
の
で
、
明

ら

か

に

『
開
宝
蔵
』
経
巻
の
断
片
で
あ
 

り
ま
す
。
五
行
目
の
、

二

字

目

に

r

設

I

と
い
、つ
字
が
あ
り
ま
す
。
そ

の

最

後

の

「
又
」
と
な
る
所
が
一
画
欠
け
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
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太

宗

の

父

の

名

前

趙

弘

殷

の

r

殷
」

の
字
を
避
け
た
も
の
で
す
。
仏
典
の
場
合
は
そ
う
い
、っ
皇
帝
の
諱
を
避
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
 

と
が
唐
の
時
代
か
ら
定
め
ら
れ
て
お
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

『
開
宝
蔵
』

の
場
合
に
は
、
宋
の
太
宗
ま
で
の
諱
の
字
を
避
け
る
こ
と
が
多
 

く

、

こ
れ
も
そ
れ
を
証
明
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
ト
ル
フ
ァ
ン
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
い
最
近
、
京

都

大

学

の

西

脇

常

記

氏

が

『
ド
ィ
ッ
将
来
の
ト
ル
フ
ァ
ン
漢
語
文
書
』

(
京
都
大
学
出
版
会
、
ニ
◦

◦

ニ

年

)
と
い
う
 

本
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
宋

の

太

宗

が

著

し

た

「
御
製
縁
識
并
序
」

(
c
h
\

u
8
1
8
5

)
が

引

用

さ

れ

て

お

り

ま

す

(
六
七
〜
 

七
〇
頁

)
。

こ

れ

に

は

千

字

文

帙

号

の

「
亭
字
号
」

が
刻
さ
れ
て
い
て
、
『
開
宝
蔵
』

の
追
雕
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
い
う
 

ふ
、っ
に
、
『
開
宝
蔵
』

は
日
本
に
も
伝
わ
り
ま
し
た
が
、
西
の
方
、
ト
ル
フ
ァ
ン
、
中
央
ア
ジ
ア
の
方
に
ま
で
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
 

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

日

本

で

は

『
開
宝
蔵
』
を
書
写
い
た
し
ま
し
た
が
、
高
麗
の
場
合
は
、
そ
れ
を
覆
刻
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
辺
が
や
は
り
文
化
の
違
い
 

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

『
高
麗
蔵
』
と

い

う

の

は

「
麗
本
」
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
お
り
ま
し
て
、

『大
正
蔵
』

の
底
本
に
な
り
ま
し
た
。 

初
雕
本
と
再
雕
本
と
が
あ
り
ま
す
。
初

雕

本

は

顕

宗

ニ

年

(
一
〇

一
一
)
頃
に
開
始
さ
れ
、
宣

宗

四

年

(
一
〇
八
七
)
に
完
成
し
ま
し
た
。 

初
雕
本
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
く
て
、
南
禅
寺
に
約
一
七
一
五
巻
、
韓
国
の
方
に
一
九
九
一
年
現
在
、
九
一
種
一
四
七
巻
あ
り
ま
す
。
た
 

だ

、
去
年
韓
国
の
人
に
聞
き
ま
し
た
ら
、
韓
国
で
ま
た
大
量
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
全
体
か
ら
し
ま
し
た
ら
、
わ
ず
 

か
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
初
雕
本
は
符
仁
寺
と
い
う
寺
に
版
木
が
置
か
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
 

攻
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

『
高
麗
蔵
』
は

『
開
宝
蔵
』

の
覆
刻
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
南

禅

寺

な

ん

か

に

あ

る

『
開
宝
 

蔵
』

は
上
下
の
昇
線
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『
高
麗
蔵
』

は
上
下
に
昇
線
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
版
心
の
丁
数
が
第
何
張
と
な
っ
て
い
 

る
の
で
す
が
、

『
高
麗
蔵
』

の
場
合
、
初
雕
本
は
第
何
丈
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
違
い
が
あ
り
ま
す
。
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初
雕
本
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
焼
失
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
再
雕
し
て
、
高

宗

二

十

三

年

(
一
二
三
六
)
か
ら
始
め
て
 

三

十

八

年

(
一
二
五
一
)
に
完
成
し
ま
し
た
。

こ
の
版
木
は
い
ま
も
海
印
寺
に
残
っ
て
お
り
、
『
般
若
心
経
』
な

ん

か

を

刷

っ

て

お

り

ま

 

す

。

こ
れ
を
再
雕
本
と
申
し
ま
す
。
そ
の
時
に
、
守

其

ら

が

『
高
麗
国
新
雕
大
蔵
校
正
別
録
』
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。
再
雕
す
 

る
と
き
に
、
国
本
、

こ
れ
は
高
麗
本
、
そ
れ
か
ら
丹
本
す
な
わ
ち
契
丹
本
、
宋
本
と
い
う
よ
う
な
、

い
ろ
ん
な
大
蔵
経
を
校
勘
し
て
い
る
 

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
高
麗
再
雕
本
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
一
番
優
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
評
価
が
誰
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、

こ
れ
は
日
本
の
僧
で
あ
り
ま
し
て
、
寛

永

三

年

(
一
六
ニ
六
)
か
ら
 

七

年

(
一
六
三
〇

)

の
間
に
獅
子
谷
、
今
の
法
然
院
の
忍
澂
と
い
う
人
が
、
建

仁

寺

に

あ

り

ま

し

た

『
高

麗

蔵

』

と

法

然

院

の

黄

檗

版

 

——

黄
檗
の
鉄
眼
一
切
経
——

と
を
校
合
い
た
し
ま
し
た
。
彼
は
浄
土
宗
の
僧
で
す
が
、
文

政

十

年

(
一
八
ニ
七
)
か

ら

天

保

八

年

(
一 

八
三
七
)
に
か
け
て
丹
山
順
芸
、
彼
は
浄
土
真
宗
、
東
本
願
寺
の
方
の
僧
で
、
彼
も
本
山
の
命
を
受
け
て
校
正
を
行
な
い
ま
し
た
。
と
こ
 

ろ
が
、
彼
は
途
中
で
亡
く
な
り
ま
し
て
、
子
の
順
尊
の
時
に
完
成
し
ま
し
た
。
そ

し

て

安

政

三

年

(
一
八
五
六
)
に
本
山
に
献
上
し
ま
し
 

た
。
そ
の
校
正
し
た
も
の
が
、
現
在
は
大
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
大
蔵
経
の
本
格
的
な
校
合
を
行
な
っ
た
の
が
江
戸
時
代
の
 

日
本
の
僧
た
ち
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
明
治
に
な
り
ま
し
て
、
活
字
本
の
大
蔵
経
が
つ
く
ら
れ
ま
し
 

た
。

r

大
日
本
校
訂
縮
刷
大
蔵
経
』
——

「
縮
蔵
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
——

が
つ
く
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
底
本
は
や

は

り

麗

本

の

再

雕

 

本
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
増
上
寺
の
テ
キ
ス
ト
を
使
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
ま
し
て
、

『
大
 

正
新
脩
大
蔵
経
』

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
と
き
も
当
然
、
麗
本
が
底
本
に
な
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
麗
本
が
最
も
優
れ
た
テ
キ
ス
ト
 

で
あ
る
と
い
う
評
価
、
そ
れ
は
日
本
の
江
戸
時
代
の
学
者
に
始
ま
っ
て
、
そ
し
て
、
現
在
ま
で
そ
れ
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
 

ま
す
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高
麗
で
は
、
初
雕
本
の
あ
と
に
続
蔵
経
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ

は

義

天

(
一
◦
五
五
〜
 
一
一
◦

一
)
と
い
う
国
際
的
学
者
で
、
高
 

麗
の
文
宗
の
第
四
子
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
出
家
し
ま
し
て
、
中
国
に
留
学
し
て
仏
教
学
を
修
め
ま
し
た
。
帰
国
し
て
か
ら
、
そ
の
当
時
 

存

在

し

て

い

ま

し

た

古

今

の

章

疏

類

(
仏
典
の
注
釈
書
類
)
を
宋
か
ら
、
そ
の
時
代
北
に
あ
り
ま
し
た
契
丹
か
ら
も
集
め
、
日
本
に
も
そ
 

の
情
報
を
求
め
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
そ
の
当
時
の
、

い
わ
ゆ
る
注
釈
書
類
を
収
集
い
た
し
ま
し
て
、

f

新
編
諸
宗
教
 

蔵
総
録
』
と
い
う
目
録
を
つ
く
り
ま
し
た
。

こ

れ

は

現

在

「
義
天
録
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
。

そ

の

目

録

に

よ

り

ま

し

て

、

大
安
七
年
 

(
一
〇
九

一

)
か

ら

壽

昌

年

間

(
一
〇
九
六
—

一
一
〇
〇
)
に
か
け
て
、
出
版
を
行
な
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

大
屋
徳
城
と
い
 

う

人

に

『
高
麗
続
蔵
雕
造
致
』

(
便
利
堂
、

一
九
三
七
年
)
と
い
う
大
き
な
研
究
書
が
あ
り
ま
す
。

『
続
蔵
経
』
本
も
日
本
に
早
く
伝
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
現
物
が
完
璧
に
残
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、

東
大
寺

に

あ

り

ま

す

 

『
大
方
広
仏
花
厳
経
随
疏
演
義
鈔
』
と

い

う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
全
部
で
ニ
◦
巻
で
す
が
、

一
巻
が
も
の
す
ご
く
長
い
も
の
で
す
。 

こ
れ
が
完
全
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。

図

6
が
東
大
寺
に
あ
り
ま
す
も
の
で
、

こ
れ
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
〇
九
六
年
ぐ
ら
い
で
す
。
そ
れ
が
、
保

安

元

年

(
一
一
ニ
〇
年

) 

に
は
、
覚
樹
と
い
う
僧
に
よっ

て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
東
大
寺
に
宗
性
と
い
う
有
名
な
学
僧
が
お
り
ま
す
が
、
彼
が
 

多
く
の
識
語
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
寄

進

普

門

院

常

住

施

主

大

法

師

正

算

」

と

あ

り

ま

す

。

こ
の
人
が
文
明
十
二
年
 

(
一
四
八
〇
)
に
寄
進
し
た
と
い
う
識
語
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
現
在
も
残
っ
て
お
り
ま
す
が
(
実
は
こ
れ
の
ル
ー
ッ
に
な
る
も
の
が
近
 

年
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
述
べ
ま
す
。

『
開
宝
蔵
』
系

統

の

第

三

番

目

が

『
金
蔵
』
。
中

国

で

は

「
趙
城
蔵
」
と
も
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
全
然
知
ら
れ
な
か
っ
 

た
大
蔵
経
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、

一
九
三
三
年
、
昭
和
八
年
に
山
西
の
趙
城
県
広
勝
寺
と
い
う
所
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
こ
れ
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を
広
勝
寺
本
と
言
い
ま
す
。

趙
城
県
と
い
う
の
は
、
山
西
の
太
原
よ
り
ず
っ
と
南
に
下
が
っ
 

て
行
っ
た
所
に
臨
汾
と
い
う
都
市
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
を
少
し
 

上
が
っ
た
所
に
あ
る
寺
で
あ
り
ま
す
。
私
も
八
六
年
に
こ
こ
へ
行
つ
 

て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
こ
の
広
勝
寺
と
い
う
寺
に
は
飛
虹
塔
と
い
う
非
常
に
立
派
な
 

塔
が
あ
り
、
そ
の
一
階
は
経
蔵
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
金
の
 

時
代
に
つ
く
ら
れ
た
大
蔵
経
が
入
っ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
発
見
 

さ
れ
た
わ
け
で
す
。

山
西
省
と
い
う
の
は
日
中
戦
争
の
と
き
に
大
激
戦
の
行
な
わ
れ
 

た
所
で
あ
り
ま
し
て
、
今
も
旅
行
し
ま
し
た
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
そ
 

の
戦
跡
が
残
っ
て
い
て
、
通
訳
の
人
に
よ
る
と
、
ト
ー
チ
カ
な
ど
 

も
ま
だ
残
つ
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
、っ
激
戦
区
で
あ
 

り
ま
し
た
が
、
日

本

軍

が

貴

重

な

『
金
蔵
』
を
持
ち
出
そ
う
と
し
 

て
い
る
と
い
、っ
噂
が
立
っ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
八
路
軍
が
一
九
四
 

ニ
年
四
月
の
夜
に
そ
れ
を
持
ち
出
し
、
太
行
山
脈
の
中
に
疎
開
さ
 

せ
ま
し
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、

こ
れ
を
北
京
図
書
館
に
移
送
い
た

—  15 —



し

ま

し

た

。
そ
し
て
、
そ
こ
で
整
理
が
行

な

わ

れ

ま

し

た

。北
京
図
書
館
は
、
現
在
、
中
国
国
家
図
書
館
と
名
前
が
変
わ
つ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、

一
九
五
九
年
に
チ
ベ
ッ
ト
の
サ
キ
ャ
北
寺
——

ラ

サ

よ

り
少
し
西
の
方
の
寺
——

で
、
ま

た

『
金
蔵
』
が
発
見
さ
れ
ま
 

し
た
。

こ
れ
は
宝
集
寺
本
。
宝
集
寺
と
い
う
の
は
元
の
大
都
、
今
の
北
京
に
あ
つ
た
寺
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
『金
蔵
』
、 

そ
れ
を
宝
集
寺
本
と
言
つ
て
い
ま
す
。
現
在
、
そ
れ
は
北
京
の
民
族
文
化
宮
図
書
館
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
『
金
蔵
』
中
の
経
巻
は
発
見
さ
れ
た
あ
と
、
太
行
山
脈
に
疎
開
さ
れ
る
前
の
間
に
、
海
外
に
か
な
り
流
出
い
た
し
ま
し
た
。

こ
 

こ
に
見
え
て
い
ま
す
梶
浦
晋
君
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
五
〇
卷
近
く
日
本
に
は
流
れ
て
き
て
お
り
、
ど
う
や
ら
業
者
が
ご
つ
そ
り
持
つ
 

て
き
て
売
り
さ
ば
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、
中

国

国

家

図

書

館

に

あ

り

ま

す

『
金
蔵
』
、
そ

れ

は

『
中

華

大

蔵

経

(
漢
文
部
分
)
』 

と
い
う
も
の
に
影
印
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
『
金
蔵
』

の
姿
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
広

勝

寺

本

と

宝

集

寺

本

、

両
方
 

を
使
つ
て
お
り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
本
に
流
出
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
中
華
大
蔵
経
』
は
そ
の
部
分
は
影
印
で
き
な
い
 

の
で
、
そ
こ
の
部
分
は
宝
集
寺
本
で
補
つ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

図

7

の
③

が
広
勝
寺
本
、
④

が
宝
集
寺
本
、
同
じ
巻
の
同
じ
場
所
で
す
。
広
勝
寺
本
に
は
、
①

の
よ
う
な
扉
画
が
付
い
て
お
り
ま
す
。 

こ

れ

に

は

「
趙
城
県
広
勝
寺
」
と
右
肩
に
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
扉
画
は
あ
と
に
な
つ
て
、
明
の
初
め
ぐ
ら
い
に
な
つ
て
付
け
ら
れ
た
 

も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

宝
集
寺
本
の
ほ
う
に
は
、
②
護
法
神
王
と
い
う
図
が
扉
画
に
付
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ

の

よ

う

な

「
護
法
神
王
」

の

扉
画
は
、

『
金
 

蔵

』
だ
け
で
は
な
く
て
、
ほ
か
の
も
の
に
も
付
い
て
い
た
ら
し
く
て
、
当
時
よ
く
普
及
し
て
い
た
扉
画
ら
し
い
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
 

い
ず
れ
調
べ
た
い
と
思
つ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
、
図

7

—
③

の
広
勝
寺
本
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
し
て
④

— 16 一



紅
 i

是
上
是
妙
超
勝
一
切
世
間
天
人
何
素
 

各
等
復
次
善
現
身
眼
_
5
真
如
非
虚
 

妄
無

夔異
不
辏
倒
是
f

是
諦
：̂
所
有
 

性
一
切
常
恒
無
變
無
易
有
實
性
者
則
 

叫
大
棄
非
f

勝
非
上
^
妙
不
资
超
 

M .#

一
切
世
間
天
人
阿
素
洛
等
善
现
以
 

広

眼

_

是
所
計
是
假
合

洧#
動

乃

至

ー

417

①

 

切
無
常
無
恒
有
t
有
易
都
#

貢
性
故
勒
 

科
大

臬是
尊
是
勝
是
上
是
妙

趄勝
ー
紹
 

切
世
間
天
人
何
素
务
等
善
现
差
耳
鼻
若
 

舌
身
意

訇先
真
如

非

虚

妄

無

变

異

不

g

 

讓
倒
是
寳
是
論
如
靖
オ
性
ー
切
常
植
卩
 

無
變
無
易
有
寶
性
者
則
叫
大
棄
f

 

g

 

非

腠非
上
非
妙
不
能
起
勝
一
切
世
間

|

 

天

人

阿

素

资

現

以

K

鼻

舌

身

意

広

 

鶴

是

^
計
是
餃
合

洧务
知
刀
至
ー
切
③

顧

無

常

無

恒

有

變

有

易

都

费

羞

故

蚪

 

林
大
来
是
尊
是
眷
是

X
是
渺
趣
勝
一
切
 

赫
世
間
天
人
阿
素
^

次
善
現
^
眼

 

宝

匍

4

緣

/#生
諸
受
是
真
如
非
盡
妄
無

②

 

寖異

不

旗

倒

是

寶

是

許

絮

有

性

一

 

切
常
恒
無
變
無
易
^

賨性
者
則
^
大
 

轰

非

：

#

上
非
妙
不
能
超
勝

j

V
Â
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妻
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T

所
造
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^
瓶
也
孤
M 

g

の
宝
集
寺
本
と
い
う
の
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
発
見
さ
れ
 

て
、
『
中
華
大
蔵
経
』

に
影
印
さ
れ
た
も
の
。

そ
の
 

両
方
を
比
べ
て
み
ま
し
た
。
ご
覧
に
な
つ
た
ら
わ
か
 

り
ま
す
よ
う
に
、
両
方
と
も
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
 

る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
ず
 

つ
違
い
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
図
版
で
は
、

一
行
目
の
 

「
一
切
」

の

「
切
」
と
い
う
字
が
、
③

と
④

と
で
は
 

違
う
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
大
体
、
み
な
補
 

修
を
何
回
か
し
て
お
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
ど
ち
ら
 

も
元
も
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
宝
集
寺
本
の
ほ
 

う
が
先
で
、
広
勝
寺
本
の
ほ
う
が
後
だ
と
い
、っ
ふ
う
 

に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
少
し
ず
つ
 

補
修
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
つ
 

て
わ
か
り
ま
す
。

『
金
蔵
』

に
つ
い
て
は
、
最
近
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
文
化
大
革
命
の
時
に
、
柏
林
寺
と
い
う
北
京
の
寺
の
仏
像
が
破
壊
さ
れ
 

ま
し
て
、
そ
の
中
か
ら
大
蔵
経
の
端
本
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
に
図
8

の
よ
う
な
文
章
の
あ
る
も
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
四
行
 

目

に

「
最
初
勅
賜
弘
教
大
師
雕
蔵
経
板
院
記
」
と
あ
り
、

こ
れ
は
金
の
時
代
の
文
章
で
あ
り
、
そ

こ

に

『
金
蔵
』

の
い
わ
れ
が
書
か
れ
て

1

I3J
E)o 

J
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M
 

-
:
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い
ま
す
。
始
め
の
方
に
、
「
崔
進
之
女
法
珍
」
、
女
と
い
う
の
は
娘
、
名
を
法
珍
と
い
う
者
が
、

こ
れ
を
三
〇
年
か
か
っ
て
つ
く
っ
た
と
あ
 

り
ま
す
。

こ
れ
は
、
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
次

に

、
終
わ
り
か
ら
五
行
目
の
下
に
、
「
進

経

板

一

十

六

万

八

千

一

百

 

一
十
三
計
陸
千
九
百
八
十
為
巻
」
、
経
板
を
進
む
、
お
よ
そ
一
十
六
萬
八
千
一
百
一
十
三
、
計
る
に
六
千
九
百
八
十
を
巻
と
為
す
と
あ
り
、 

こ
れ
で
分
量
が
わ
か
り
ま
す
。

一
番
終
わ
り
の
所
に
「
置
経
板
於
大
昊
天
寺
」
、
経
板
を
大
昊
天
寺
に
置
く
、
と

書

か

れ

て

い

ま

す

。

大
 

昊
天
寺
と
い
う
の
は
、
現
在
の
北
京
に
あ
っ
た
名
刹
で
す
。
経
板
は
ま
ず
こ
こ
に
置
か
れ
て
、
そ
の
あ
と
弘
法
寺
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

こ
 

れ
ま
で
は
、
初
め
か
ら
弘
法
寺
に
置
か
れ
た
と
い
う
資
料
が
あ
り
、
す
ぐ
に
弘
法
寺
の
経
蔵
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
 

い
た
の
で
す
が
、
実
は
ま
ず
大
昊
天
寺
に
置
か
れ
て
、
そ
の
あ
と
に
弘
法
寺
に
置
い
て
、
そ
こ
で
印
刷
を
行
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
 

が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
最
近
の
ニ
ユ
ー
ス
で
あ
り
ま
す
。

こ

の

『金
蔵
』

の
印
刷
は
、
金
が
減
ん
だ
あ
と
、

モ
ン
ゴ
ル
の
時
代
、
さ
ら
に
元
の
ク
ビ
ラ
ィ
の
時
代
ま
で
す
っ
と
行
な
わ
れ
ま
し
た
。 

宝
集
寺
本
は
モ
ン
ゴ
ル
期
で
あ
り
、
広
勝
寺
本
は
元
朝
に
な
っ
て
か
ら
印
刷
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
、っ
に
、
第

一

類

の

『
開
宝
蔵
』
は
、
高
麗
に
伝
わ
り
、
ま
た
金
に
も
伝
わ
っ
て
元
の
頃
ま
で
行
な
わ
れ
、
日
本
で
は
そ
れ
 

の
書
写
し
た
も
の
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

次
に
、
宋
元
版
大
蔵
経
の
第
二
類
に
な
る
も
の
、
そ

れ

が

『
契
丹
蔵
』
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

『契
丹
蔵
』
と
い
、っ
の
は
、
毎
行
ニ
七
、
八
行
で
一
行
が
一
七
字
、

や
は
り
巻
子
本
で
あ
り
ま
す
。
千

字

文

帙

号

が

第

一

類

、

第
三
類
 

と
は
違
い
ま
し
て
、

『
略
出
』
よ
り
一
字
繰
り
下
が
り
ま
す
。

こ

れ

ま

で

『契
丹
蔵
』

に
つ
い
て
は
、

『
東
洋
学
報
』

ニ
—
三
に
妻
木
直
良
 

氏

の

「
契
丹
に
於
け
る
大
蔵
経
雕
造
の
事
実
を
論
ず
」
と

い

う

大

正

元

年

(
一
九
二
一
)

の
論
文
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
献
 

上

、
『
契
丹
蔵
』
が
雕
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
物
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

私

の

「
契
丹

—  19 —
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憂
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契

彩
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X

M

#

f

M

»

#

i««

f

^

#

A

f

i
蔵
見
 坍発

9
県 0 

^

大
蔵
経
小
考
」
と
い
う
の
も
、
世

の

中

に

は

『
契
丹
蔵
』
と
い
う
も
の
は
残
つ
 

て
い
な
い
と
い
う
前
提
の
下
に
、
そ
れ
は
一
行
一
七
字
で
あ
つ
た
ろ
う
と
い
う
 

推
定
を
行
な
つ
た
論
文
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
い
は
冊
子
本
で
あ
つ
た
 

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
も
推
測
い
た
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
七
四
年
に
山
西
の
応
県
仏
宮
寺
の
木
塔
か
ら
仏
典
が
発
見
さ
 

れ
ま
し
て
、
刻
経
四
七
点
の
中
で
千
字
文
帙
号
を
有
す
る
経
、

つ
ま
り
大
蔵
経
 

の
端
本
と
見
ら
れ
る
も
の
が
一
二
巻
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

一
番
早
い
刊
年
は
 

統

和

ニ

ー

年

(
一
〇
〇
三
)
で
す
。

こ
の
報
告
が
出
ま
し
た
の
が
一
九
八
ニ
年
 

の

『
文
物
』
第
六
期
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
論
文
が
出
て
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
私
の
論
文
は
七
八
年
に
書
か
れ
ま
し
た
が
、
そ

の

時

私

は

『
契
丹
蔵
』
は
 

全
く
世
の
中
に
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
実
は
七
四
年
に
そ
れ
が
発
見
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
発
表
さ
れ
た
の
は
八
ニ
年
で
 

あ
り
ま
す
。
最
早
、
私
の
論
文
は
不
要
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
見
た
ら
、

一
行
一
七
字
で
あ
り
、
私
の
推
測
が
 

間
違
つ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

図

9
が

発

見

さ

れ

た

『契
丹
蔵
』

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
一
行
一
七
字
で
一
四
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
全
部
で
は
あ
 

り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
始
め
と
終
わ
り
の
経
題
の
所
に
縦
の
昇
線
が
入
っ
て
い
ま
す
。

こ

れ

は

一

つ

の

特

徴

で

あ

り

ま

す

。

そ

れ

か

ら

、 

『
中
阿
含
經
』

の

ニ

行

目

の

真

ん

中

辺

に

r

涅
盤
」
と
い
ぅ
の
が
あ
り
ま
す
。
「
は
ん
」

の

字

は

普

通

は

r

槃
」

で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
 

「
盤
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
大
体
契
丹
の
時
の
特
徴
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
所
は
図

10の

木

塔

で

あ

り

ま

す

。
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こ
れ
は
私
が
撮
り
ま
し
た
写
真
で
す
の
で
上
が
ち
ょ
ん
切
れ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
四
階
か
ら
出
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
木
造
の
塔
で
あ
 

り
ま
し
て
、
中
国
で
は
木
塔
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
く
、

一
番
古
い
木
塔
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た

『
中
阿
含
経
』

の
 

紙

背

に

は

「
神
坡
雲
泉
院
蔵
経
記
」
と
い
う
ハ
ン
コ
が
押
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
大
蔵
経
の
一
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

図

11は

『法
華
経
』

で
あ
り
ま
し
て
、

こ
れ
は
単
刻
本
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
非
常
に
精
緻
な
扉
画
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
注
目
す
 

べ
き
こ
と
は
、

一
番
上

の

所

に

「
妙
法
蓮
華
経
妙
音
菩
薩
品
第
廿
四
」
と
あ
り
ま
し
て
、
そ

の

下

に

「
八
」
と
い
う
字
が
あ
り
ま
す
。
中
 

国

で

は

敦

煌

写

経

で

は

『法
華
経
』
は
七
卷
本
、
八
巻
本
、
十
巻
本
と
あ
り
ま
す
。
十
巻
本
と
い
う
の
は
北
朝
時
代
が
中
心
で
、
唐
代
で

は
圧
倒
的
に
七
巻
が
多
く
て
八
卷
も
あ
り
ま
 

す

。
と
こ
ろ
が
、
宋
代
以
後
に
な
る
と
、
完
 

全
に
七
卷
本
に
な
つ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
で
は
八
巻
本
が
ず
つ
 

と
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

「
法

隆

寺

一

切

経

」 

な
ん
か
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

日
本
は
八
 

巻

、
中
国
は
七
巻
。
と
こ
ろ
が
応
県
木
塔
か
 

ら
出
て
ま
い
り
ま
し
た
も
の
は
八
巻
が
多
く
、 

遼
の
時
代
に
は
日
本
と
同
じ
ょ
う
な
傾
向
が
 

あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
。

『
法
華
経
』

に

つ

い

て

は

、

故

兜

木

正

亨
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図1 2 豊潤県天宮寺塔

『文物春秋』1989年創刊号による。

図1 1 遼 刊 本 『妙法蓮華経』卷 第 八 （応県木塔発見）『文物』1982—  6 による

氏
が
精
緻
な
研
究
を
行
な
つ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
が
発
見
さ
れ
る
頃
に
亡
く
な
 

ら
れ
ま
し
た
た
め
に
、
こ
れ
に
は
気
づ
い
て
お
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
応
県
と
い
う
の
は
山
 

西
の
五
台
山
よ
り
北
に
あ
り
ま
す
。
山
西
と
い
う
所
は
、
ど
う
も
そ
う
い
う
点
で
い
ろ
い
ろ
 

と
珍
し
い
文
化
財
が
出
て
く
る
所
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
最
近
に
な
り
ま
し
て
、
今
度
は
一
九
八
七
年
に
河
北
の
豊
潤
県
天
宮
寺
と
い
う
 

所
の
仏
塔
か
ら
版
経
が
ー
〇
点
発
見
さ
れ
ま
し
た
(図

12)
。
こ

の

図

は

『文
物
春
秋
』
(
ー
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九
八
九
年
、
創
刊
号
)
か
ら
採
り
ま
し
た
。

こ
の
塔
は
煉
瓦
造
り
で
あ
り
ま
す
が
、
唐
山
の
大
地
震
で
壊
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
塔
 

の
上
の
ほ
う
か
ら
経
典
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
豊
潤
県
と
う
い
う
の
は
北
京
市
の
東
の
方
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
図

13の

よ

う

な

『
華
厳
 

経
』
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ

れ

も

『
八
十
華
厳
』

で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
冊
子
本
で
、

一
冊
に
一
〇
卷
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
全
部
で
 

八
冊
に
な
つ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
、
し
か
も
千
字
文
帙
号
が
入
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

つ
く
ら
れ
 

た

年

が

重

熙

十

一

年

(
一
〇
四
ニ
年
)
で
す
。

契

丹

、
あ
る
い
は
遼
と
言
っ
て
い
る
国
は
、
華
北
を
含
む
地
域
を
支
配
し
 

て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
系
の
民
族
、
契
丹
族
と
い
う
の
が
建
て
た
国
家
で
あ
り
ま
 

す

。
そ
う
い
う
国
は
、
中
国
に
比
べ
て
非
常
に
文
化
が
劣
っ
て
い
る
よ
う
な
 

印
象
を
受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
特
に
北
京
 

辺
り
の
所
で
は
非
常
に
印
刷
文
化
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
、
こ
の
発
見
で
わ
 

か
り
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
驚
く
こ
と
は
、
図

14は

「
大
方
広
仏
花
厳
経
随
疏
演
義
鈔
」 

で
す
が
、

こ
れ
は
応
県
木
塔
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
遼
で
印
刷
さ
れ
ま
 

し
た
。
そ
れ
が
高
麗
に
伝
わ
り
、
そ
し
て
高
麗
で
義
天
が
そ
れ
に
よ
っ
て
覆
 

刻
し
た
の
が
、
前

述

の

「
続
蔵
本
」

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
東
大
寺
に
入
り
 

ま
し
て
か
ら
、
華
厳
学
の
重
要
な
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
、
宗
性
な
ん
か
が
こ
 

れ
を
非
常
に
よ
く
利
用
し
ま
し
た
。
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展
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海

法

^

^
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音

法

^
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H
.餐

0
分
尿
ー
5

間
查
條

徐

教

政

狒

分

展

.
5
爲

品

 

目

眷

諸踩
之

序

分

也

餘

考

與

 

ャ

幻
す
庚
番
恭
屎
ぽ
敗
瀛
馍
義
妙
卷
第
一
上

柏仏広方大本刊遼4図

つ
ま
り
、
日
本
の
中
世
の
華
厳
学
の
ル
ー

ッ

を
週

っ

て

い

き

 

ま
し
た
ら
、
高
麗
に
、
高
麗
よ
り
更
に
遼
に
た
ど
り
着
く
と

い

 

う

ル

ー

ト

が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

『契

丹

蔵
』
と

い

、
っ

の

は

そ

、
っ

い

、
っ

も

の

で

あ

り

ま

し

て

、
 

実
は
契
丹
仏
教
と
い

う

の
が
日
本
の
仏
教
の
ル

ー

ッ

の一
つ
に
 

な

る

と

い

う

こ

とが

こ

れ

で

明

ら

か

に

な

つ

て

ま

い

り

ま

し

た

。

宋
元
大
蔵
経
の
第
三
類
と
い
う
の
は
、
毎
版
三
〇
行
で
一
行
 

一
七
字
、
折
帖
。
折
帖
と
い
う
の
は
ア
コ
ー
デ
オ
ン
式
の
折
本
 

の
こ
と
で
す
。
仏
典
の
場
合
、
大
体
皆
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
装
丁
で
、
千

字

文

跌

号

が

『
略
出
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
 

う
こ
と
で
す
。
実
は
こ
の
系
統
の
も
の
は
江
南
と
呼
ん
で
い
る
 

地
方
で
出
版
さ
れ
、
わ
が
国
に
伝
わ
る
宋
元
版
大
蔵
経
は
す
べ
 

て
こ
の
系
統
の
も
の
で
す
。
そ
の
最
初
の
も
の
は
、
福
建
福
州
 

の
二
つ
の
大
蔵
経
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、
東
禅
寺
で
北
未
の
元
 

豊

三

年

(
一
〇
八
〇

)
に

始

ま

り

政

和

ニ

年

(
一
一
ニ
ー
)
に

完
成
し
た
も
の
。
崇

寧

ニ

年

(
一
一
〇
三

)
に

徽

宗

皇

帝

か

ら

「
祟
寧
万
寿
大
蔵
」

の
名
を
賜
わ
り
ま
し
た
の
で
、

『
崇

寧

蔵

』

と
い
い
 

ま
す
が
、
わ

が

国

で

は

「
東
禅
寺
版
」
と
ょ
ん
で
い
ま
す
。
完
成
後
も
南
宋
か
ら
元
代
に
か
け
て
た
び
た
び
補
修
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
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『
崇
寧
蔵
』
が
完
成
し
た
そ
の
年
に
、
同
じ
福
州
の
開
元
寺
で
も
開
版
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
巻

首

の

題

記

に

r

毘
盧
大
蔵
経
」
と
あ
 

る

こ

と

か

ら

『
毘
盧
蔵
』
と
い
い
、
わ

が

国

で

は

「
開
元
寺
版
」
と
言
つ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
南
宋
末
ま
で
補
刻
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

両
蔵
と
も
わ
が
国
に
多
く
舶
載
さ
れ
、
諸
寺
の
経
蔵
に
現
存
し
て
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
も
両
方
の
経
を
合
わ
せ
た
混
合
蔵
で
す
。
な
お
 

『大
正
蔵
』

の
校
本
⑧

本
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
こ
の
福
州
版
を
指
し
ま
す
。

第
二
は
、
浙
江
湖
州
の
思
渓
円
覚
禅
院
で
、
密

州

観

祭

使

致

仕

(
退

官

)

の
王
永
従
ら
一
族
に
よ
っ
て
、
北

宋

末

か

ら

紹

興

ニ

年

(
一 

ニ
ニ
ニ
)
頃

ま

で

に

つ

く

ら

れ

た

『
思
渓
蔵
』

で
す
。

こ
れ
に
は
二
種
の
目
録
が
現
存
す
る
た
め
、
前
思
渓
版
と
後
思
渓
版
の
二
種
の
大
 

蔵
経
が
つ
く
ら
れ
た
と
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、

『
思
渓
蔵
』
は
一
種
だ
け
で
あ
つ
て
、

そ

れ

が

南

宋

末

ま

で

補

 

刻
さ
れ
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
南
宋
末
の
戦
乱
に
よ
つ
て
、
そ
の
版
木
は
焼
失
し
ま
し
た
。

『
大

正

蔵

』

校
本
の
 

©

は
、
東
京
増
上
寺
所
蔵
の
こ
の
大
蔵
経
で
す
。

第
三
は
、
平

江

府

(今

の
蘇
州
)

の

磧

砂

延

聖

院

で

開

版

さ

れ

た

『
磧
砂
蔵
』

で
す
。
は

じ

め

嘉

定

九

年

(
ニ

ニ

六

)
か
ら
紹
定
ニ
 

年

(
一
二
ニ
九
)

の

間

に

『
大
般
若
経
』

一
二
巻
が
開
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
は
か
ど
ら
な
か
つ
た
た
め
か
、
巻
一
三
か
ら
は
趙
 

安

国

の

「
一
力
刊
経
」
と
な
り
ま
し
た
。
開

版

は

咸

淳

八

年

(
一
二
七
ニ
)
ま
で
つ
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
の
戦
乱
で
一
時
中
止
に
な
り
 

ま
し
た
が
、
元

の

大

徳

元

年

(
一
二
九
七
)
に
再
開
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
六
六
年
、
北
京
の
柏
林
寺
で
、
明

の

永

楽

七

年

(
一
四
◦
九

) 

か
ら
十
年
の
間
に
補
刻
さ
れ
、
宣

徳

年

間

(
一
四
ニ
六
〜
三
五
)
に
印
刷
し
た
も
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
蔵
経
は
、
追
雕
と
補
 

刻
と
を
重
ね
な
が
ら
、
宋

、
元

、
明
の
三
朝
ニ
〇
〇
年
間
を
生
き
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
三
一
年
、
西
安
の
臥
龍
寺
と
開
元
寺
 

と
で
こ
の
大
蔵
経
が
発
見
さ
れ
、
三
四
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
、
『
影
印
宋
磧
砂
蔵
経
』
と
し
て
影
印
出
版
さ
れ
、

容
易
に
見
る
こ
と
 

が
で
き

る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
わ
が
国
に
伝
わ
る
も
の
は
少
な
く
、
ま
と
ま
つ
た
も
の
と
し
て
は
、
大
阪
の
杏
雨
書
屋
に
所
蔵
の
も
の

—  25 —



が
あ
る
だ
け
で
す
。

第
四
は
、
元

の

至

元

十

四

年

(
ニ
ー
七
七
)
か

ら

二

十

七

年

(
一
二
九
〇
)

の
間
に
、
杭

州

の

南
山
大
普
寧
寺
で
開
版
さ
れ
た
『
普
寧
 

蔵
』

で
す
。

こ
れ
は
、

『
思
渓
蔵
』

の
版
木
が
戦
火
で
焼
失
し
た
の
で
、
杭
州
諸
山
の
大
徳
た
ち
が
そ
の
再
刊
を
は
か
り
、

新
興
の
白
雲
 

宗
教
団
に
協
力
を
要
請
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
し
た
。
白
雲
宗
と
い
う
の
は
、
北
宋
末
に
孔
清
覚
が
創
め
た
教
団
で
、
江
南
地
方
に
教
練
 

を
張
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宋
代
で
は
邪
教
と
み
な
さ
れ
て
弾
圧
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
要
請
は
教
団
に
と
っ
て
願
っ
て
 

も
な
い
好
機
で
あ
り
ま
し
た
。
早
速
上
京
し
て
ク
ビ
ラ
ィ
の
許
可
を
取
り
つ
け
、
浙
西
の
豪
民
層
の
施
捨
を
う
け
て
開
版
し
ま
し
た
。

こ
 

の
大
蔵
経
は
、
金

さ

え

出
せ
ば
容
易
に
入
手
で
き
た
の
で
、
華
北
の
諸
寺
も
こ
れ
を
購
入
し
て
持
ち
帰
り
ま
し
た
し
、
高
麗
国
王
王
璋
は
、 

五
〇
蔵
を
つ
く
っ
て
江
南
の
諸
大
刹
に
寄
進
し
ま
し
た
。
わ
が
国
に
も
多
く
舶
載
さ
れ
て
現
存
し
て
い
ま
す
。

『大
正
蔵
』
校
本
の
©

は
、 

増
上
寺
所
蔵
の
こ
の
大
蔵
経
で
す
。

重
要
な
の
は
、
「
元
官
蔵
」
と

い

う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
元
の
時
代
の
大
蔵
経
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
大
谷
学
報
』

(
七

九

—
三

、

ニ
〇
 

〇
〇
年

)
に

「
元
代
の
大
蔵
経
」
、

こ
れ
は
講
演
の
筆
記
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
書
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
そ
れ
を
ご
覧
い
た
 

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

元
朝
の
時
代
に
は
、
先

ず

中

国

で

『
延
祐
蔵
』
と
言
っ
て
い
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
延

祐

三

年

(
ニ
ニ
一
六
)
に
三
六
蔵
 

を
刊
行
し
ま
し
た
。
そ
の
も
の
が
北
京
の
智
化
寺
と
い
う
所
か
ら
、

一
九
八
四
年
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
智
化
寺
は
北
京
の
元
の
城
内
の
 

東
南
に
あ
る
こ
じ
ん
ま
り
し
た
お
寺
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
明
の
時
代
に
宦
官
が
建
て
た
、
あ
る
意
味
で
は
瀟
洒
な
お
寺
で
あ
り
ま
す
。 

そ
こ
は
仏
教
音
楽
で
有
名
な
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宦
官
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
明
の
時
代
の
宮
廷
音
楽
を
仏
教
音
楽
に
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
 

が
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
こ
へ
行
き
ま
し
た
ら
そ
の
カ
セ
ッ
ト
を
売
っ
て
お
り
ま
す
。

『
延
祐
蔵
』

は
そ
こ
で
発
見
さ
れ
ま

—  26 —
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図1 5 元 官 蔵 『菩提場荘厳陀羅尼経』巻 首 『文物』1984年12期による。

し
た
。

そ
の
ほ
か
に
、

一
九
七
九
年
に
中
国
で
『
元
官
蔵
』
と
言
つ
て
お
り
 

ま
す
、
雲
南
図
書
館
か
ら
三
ニ
巻
の
も
の
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
 

は
毎
版
四
ニ
行
で
ー
行
ー
七
字
。
図

15の
真
ん
中
辺
に
「大
大
徳
寺
」 

と
い
う
ハ
ン
コ
が
押
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
大
徳
寺
と
い
う
の
は
、
北
京
 

——

こ
の
時
代
は
大
都
と
言
つ
て
お
り
ま
し
た
が
——

に
あ
つ
た
お
寺
 

で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
も
の
が
雲
南
に
運
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
 

に
つ
い
て
は
、
『文
物
』

一
九
八
四
—

一
二
の
「
元
代
官
刻
大
蔵
経
的
 

発
見
」
と
い
う
論
文
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
図

15の
右
側
に
あ
る
刊
記
、 

そ
こ
に
後
至
元
(
一
三
三
六
年
)
の
太
皇
太
后
ブ
タ
シ
リ
願
文
が
書
か
 

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
が
昔
、
日
本
に
入
つ
て
き
て
お
り
ま
し
た
。 

こ
れ
は
小
野
玄
妙
——

『大
正
蔵
』

の
編
纂
を
中
心
に
な
つ
て
行
な
つ
 

た
方
で
あ
り
ま
す
——

の
、
「
元
代
松
江
府
僧
録
管
主
八
の
刻
蔵
事
蹟
」 

(
『仏
典
研
究
』
ニ
ー
一
三
、

一
九
三
〇
)
と
い
、っ
論
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
図
版
が
図

16で
す
。
こ

れ

は

「東
京
中
谷
在
禅
 

氏
蔵
」
と
な
つ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
願
文
が
図

15の
と
同
じ
で
す
。
ま
 

た

「
銓
経
講
主
」
云
々
と
い
う
の
も
一
緒
な
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の

—  27 —
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図1 6 元官蔵太皇太后願文『仏典研究』 2 — 13による。
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f
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s

.

.

I 

M
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一
辨
支
か
^
奇

分

門

綷

#
 •
旅
方
 

-八

願
文
と
こ
う
い
う
刊
記
の
所
だ
け
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
た
 

ら
し
い
の
で
す
。

こ
れ
が
現
在
ど
こ
へ
行
っ
て
い
る
の
か
。
ど
こ
 

か
ら
か
出
て
き
た
ら
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、 

日

本

に

も

『
元
官
蔵
』
と
い
、I

の
が
伝
わ
っ
て
い
た
形
跡
が
残
っ
 

て
お
り
ま
す
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

一
九
八
三
年
に
村
井
章
介
 

氏

、
現
在
は
東
京
大
学
文
学
部
の
教
授
で
あ
り
ま
す
が
、
史
料
編
 

纂
所
に
お
ら
れ
た
時
に
、
対

馬

で

『
八
十
華
厳
』
を
発
見
さ
れ
ま
 

し

た

(
『
仏
教
史
学
研
究
』

ニ
八
丨
ニ
)
。
そ
れ
が
図

17。

こ
れ
も
 

版
式
を
ご
覧
に
な
っ
た
ら
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
上
下
に
二
重
の
 

昇
線
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ

し

て

終

わ
り
の
所
に

r大
明
国
蘇
州
」 

と
あ
り
、
蘇
州
で
寄
進
し
た
も
の
、
し

か

も

最

後

の

所

に

、

「
建
 

文
参
年
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
建
文
帝
と
い
う
の
は
次
の
永
 

楽
帝
に
よ
っ
て
抹
殺
さ
れ
た
皇
帝
で
あ
り
ま
し
て
、
建
文
と
い
、っ
 

の
は
抹
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
で
、
墨
で
消
し
て
あ
る
と
い
う
と
こ
 

ろ
が
非
常
に
面
白
い
の
で
す
が
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
伝
 

わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
「
対
馬
州
二
位
郡
津
奈
村
観
音
寺
之
常

—— 乙8 —
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図 1 7 元 官 蔵 『大方広仏華厳経』卷三 + — 巻 尾 『仏教史学研究』28 —  2 による。

住
也
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
東
泉
寺
と
い
う
無
住
の
寺
か
ら
発
 

見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
、
対
馬
の
歴
史
資
料
館
に
置
か
れ
て
い
ま
し
 

て
、
私
も
村
井
さ
ん
の
紹
介
を
受
け
て
、
そ
こ
で
こ
れ
を
見
て
ま
い
り
ま
し
 

た
。
非
常
に
幅
の
広
い
、
し
か
も
白
い
立
派
な
紙
で
印
刷
し
て
あ
り
ま
し
て
、 

見
る
か
ら
に
官
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
う
し
て
対
馬
に
 

行
っ
た
の
か
。
朝
鮮
を
回
っ
て
い
っ
た
可
能
性
が
一
番
強
い
わ
け
で
あ
り
ま
 

す
。村

井
さ
ん
が
八
三
年
に
そ
れ
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
官
蔵
が
 

そ
の
あ
く
る
年
に
『文
物
』
で
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
何
か
そ
こ
ら
辺
に
も
奇
 

遇
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
実

は

『華
厳
経
』
に

は

『六
 

十
華
厳
』
と
い
う
の
が
一
番
古
い
。
そ
の
次
が
則
天
武
后
の
時
代
に
訳
さ
れ
 

ま

し

た

『
八
十
華
厳
』
。
そ
し
て
も
う
一
つ
あ
と
に
『
四
十
華
厳
』
と
い
、っ
 

四
十
巻
の
も
の
と
三
種
類
あ
る
の
で
す
が
、
『
八
十
華
厳
』
が
一
番
後
々
ま
 

で
流
行
い
た
し
ま
す
。
そ

の

『八
十
華
厳
』
が
対
馬
に
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
図

18は
、
京
都
の
緒
方
香
州
さ
ん
が
所
蔵
さ
れ
 

て
い
る
も
の
で
す
。
前
後
比
べ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
対
馬
の
も
の
と
全
く
同
 

じ
版
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
写
真
は
緒
方
さ
ん
か
ら

若
人
知
此
而
m
向

者

又

能

修

此

遐

向
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図 1 8 元 官 蔵 『大方広仏華厳経』卷 第 七 十 ニ （緒方香州氏蔵）

い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ど
^
-
し
て
緒
方
氏
の
手
に
入
つ
 

た
の
か
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
は
、
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
も
か
く
、 

対
馬
だ
け
で
は
な
く
て
、
京
都
に
も
こ
れ
が
あ
る
と
い
、つ
こ
と
で
あ
り
 

ま
す急

い
で
話
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
、つ
い
う
ふ
う
に
し
て
見
て
 

ま
い
り
ま
す
と
、
宋
か
ら
元
の
時
代
の
中
国
で
出
版
さ
れ
た
大
蔵
経
と
 

い
う
も
の
が
、
日
本
に
多
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
 

か
り
ま
す
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
私
は
今
年
の
八
月
の
終
わ
り
 

に
、
龍
谷
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
員
と
し
て
旅
順
博
物
館
に
行
つ
 

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
大
谷
探
検
隊
が
中
央
ア
ジ
ア
で
収
集
し
 

ま
し
た
お
経
の
断
片
を
集
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
の
調
査
に
ま
 

い
り
ま
し
た
。
版
経
の
部
分
は
ニ
冊
の
資
料
集
に
ま
と
め
ら
れ
て
お

り

 

ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
ま
い
り
ま
し
た
ら
、
そ
の
中
に
は
『開
宝
蔵

J  

と
見
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
、
『契
丹
蔵
』
と
見
ら
れ
る
も
の
、
そ
 

う
い
、つ
も
の
も
入
つ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
だ
未
公
開
で
あ
り
ま
 

し
て
、
い
ず
れ
は
報
告
集
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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あ
あ
い
う
中
央
ア
ジ
ア
の
方
に
ま
で
、
中
国
で
出
版
さ
れ
た
大
蔵
経
が
伝
わ
つ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
東
は
日
本
に
来
て
お
り
ま
す
。 

こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
仏
典
と
い
う
も
の
は
一
番
文
化
交
流
の
証
で
あ
り
、
重
要
な
非
常
に
確
実
な
史
料
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
仏
典
な
ん
か
一
般
の
歴
史
家
は
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
今
 

見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
典
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
中
国
、
あ
る
い
は
北
ア
ジ
ア
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
、
そ
れ
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
と
い
 

、つ
ふ
、つ
に
、
非
常
に
広
い
範
囲
の
文
化
交
流
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
、つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
ま
た
、
日
本
仏
教
の
ル
ー
ッ
と
い
う
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
は
中
国
の
方
ば
か
り
を
見
て
お
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
非
常
に
大
 

き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
朝
鮮
、
特
に
高
麗
時
代
の
仏
教
で
す
。
新
羅
、
高
麗
の
仏
教
と
い
う
の
が
日
本
の
仏
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
 

た
。
そ
れ
か
ら
更
に
、
そ
の
北
に
あ
り
ま
し
た
契
丹
の
仏
教
が
、
日
本
の
仏
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
う
い
う
文
 

物
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
つ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
後
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
発
見
が
み
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
 

を
通
じ
て
、
日
本
仏
教
文
化
の
広
が
り
と
深
ま
り
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
い
く
こ
と
を
、
私
は
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

非
常
に
大
雑
把
な
お
話
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
 

ま
し
た
。
(拍
手
)

I

 
了
 
I
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