
Q

大
谷
大
学
の
講
堂
に
は
、
歴
代
学
長
の
肖
像
画
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
清
沢
淌
之
を
は
じ
め
佐
女
木
月
樵
そ
し
て
こ
こ
に
登
場
す
る
南

条
文
雄
…
…
と
。
そ
こ
に
は
、
大
谷
大
学
と
そ
の
生
涯
を
と
も
に
し
た
先
人
が
、
そ
の
時
そ
の
折
の
大
学
が
歩
ん
で
き
た
逆
を
後
進
の
わ

れ
わ
れ
に
静
か
に
語
り
か
け
て
い
る
。
私
は
、
直
接
、
南
条
先
生
か
ら
教
え
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
し
、
又
、
そ
の
聲
咳
に
す
ら
接
し
た

こ
と
も
な
い
。
〃
南
条
先
生
を
語
る
″
と
い
う
点
で
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
が
、
先
生
が
そ
の
生
涯
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
い
た

〃
為
法
不
為
身
″
の
信
念
に
生
き
た
姿
は
、
深
く
私
の
心
を
把
え
て
は
な
さ
な
い
。
今
、
先
生
の
肖
像
画
の
前
に
佇
立
す
る
と
き
、
こ
の

私
に
何
か
を
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
に
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
先
生
の
留
学
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
佛
教
研
究
の
生
活
の
よ
う
で
も
あ
る
し
、

波
涛
万
里
の
旅
程
の
想
い
出
で
も
あ
る
よ
う
だ
し
＄
或
い
は
又
、
帰
朝
後
の
教
化
伝
道
生
活
の
語
ら
い
で
も
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

先
生
の
自
著
『
懐
旧
録
』
を
は
じ
め
、
頌
徳
記
念
会
刊
の
『
南
条
先
生
』
或
い
は
そ
の
書
翰
集
「
南
条
先
生
遺
芳
』
な
ど
、
先
生
を
語

る
言
は
幾
つ
か
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
百
年
を
迎
え
た
今
日
、
わ
が
国
の
思
想
界
で
は
そ
の
回
顧
と
展
望
が
さ
か
ん
に
と
り
あ
げ
ら
れ
つ

つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
研
究
分
野
で
あ
る
佛
教
学
研
究
に
あ
っ
て
も
、
特
筆
す
べ
き
発
展
が
み
ら
れ
た
。
言
わ
ば
‐
わ
が
国
に
お

け
る
佛
教
学
研
究
は
、
明
治
以
後
に
お
い
て
は
じ
め
て
近
代
的
科
学
的
研
究
と
い
う
方
法
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
駆

Ｊ
１
、
ｊ
、
Ｊ
１
、
グ
も
１
／
息
ノ
ー
、
ｊ
Ｌ
ｊ
ｌ
、
ｆ
、
Ｊ
１
、
‐
〃
、
‐

、
１
ク
理
、
〃
ｆ
い
り
グ
ー
西
／
４
ｈ
１
ｒ
Ｌ
、
・
ｒ
ｋ
Ｕ
ｆ
●
１
，
Ｊ
ｆ
凸
Ｕ
〃
Ｌ
、
Ｊ
Ｌ
ノ
グ

人
と
業
績

南
条
文
雄
先
生

Ｉ
近
代
仏
教
学
研
究
の
先
駆
者
Ｉ

内
》

雲

井

昭

圭
口
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者
と
し
て
佛
教
学
研
究
に
不
滅
の
金
字
塔
を
樹
立
し
た
人
こ
そ
、
南
条
文
雄
（
一
八
四
九
’
一
九
二
七
）
そ
の
人
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

改
め
て
先
生
を
語
る
今
日
的
意
義
も
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
先
生
を
め
ぐ
る
数
多
く
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
か
ら
、
特
に
私
の
胸
奥
に
せ

ま
っ
て
く
る
幾
つ
か
の
先
生
の
プ
ロ
フ
イ
ル
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
て
み
た
い
。

汽
機
不
使
旅
愁
催
。
水
送
山
迎
眼
界
開
。

自
レ
出
二
束
京
一
万
余
里
。
六
旬
容
易
入
し
英
来
。

。
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
の
六
月
十
四
日
、
青
年
僧
南
条
文
雄
が
学
友
笠
原
研
寿
と
共
に
横
浜
港
を
出
帆
し
て
以
来
五
十
八
日
目
の
八

月
十
一
日
、
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
時
の
感
激
を
一
詩
に
託
し
た
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
船
旅
で
は
あ
る
が
、
二
十
時
間
余

り
で
飛
翔
で
き
る
現
在
の
航
空
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
感
無
量
な
る
も
の
を
覚
え
る
。
英
会
話
の
勉
強
か
ら
洋
食
の
食
べ
方
な
ど

即
席
に
仕
入
れ
た
こ
の
東
洋
の
一
遊
子
が
、
ロ
ン
ド
ン
到
着
後
間
も
な
く
、
ガ
ス
灯
の
消
し
方
が
分
ら
な
く
て
危
う
く
ガ
ス
中
毒
死
し
か

け
た
と
か
。
そ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
他
日
に
ゆ
づ
る
と
し
て
、
先
ず
十
九
世
紀
中
葉
の
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
佛
教
学
界
の
事
情
、
そ
し
て
、

彼
が
そ
こ
で
何
を
見
、
誰
に
師
事
し
た
か
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
に
お
い
て
新
し
い
佛
教
研
究
が
な
さ
れ
た
の
は
、
十
九
世
紀
の
前
半
で
あ
る
。
こ
の
佛
教
研
究
に
新
し
い
領
域
を
展
開
す

る
契
機
と
な
っ
た
も
の
は
↑
い
わ
ゆ
る
梵
語
原
本
の
資
料
発
見
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
英
人
ホ
ジ
ソ
ン
（
国
国
．
国
ｏ
Ｑ
嘱
○
員
勗
ｇ
ｌ
昂
程
）

に
よ
る
、
不
・
〈
１
ル
梵
本
の
発
見
と
い
う
世
紀
の
偉
業
に
他
な
ら
な
い
。
ホ
ジ
ソ
ン
は
、
十
八
歳
の
時
雄
志
を
い
だ
き
、
一
管
の
筆
に
身
を

託
し
て
渡
印
し
東
イ
ン
ド
会
社
に
入
っ
た
。
爾
来
、
駐
印
ネ
・
〈
－
ル
公
使
な
ど
の
要
職
に
就
い
た
が
、
退
職
（
一
八
四
八
）
後
は
不
・
〈
１

ル
の
佛
教
僧
と
交
友
し
つ
つ
佛
教
研
究
に
着
手
し
、
梵
語
聖
典
の
蒐
集
に
全
力
を
つ
く
し
た
。
そ
の
間
、
一
八
二
六
年
『
亜
細
亜
研
究
」

第
四
巻
に
「
、
不
・
〈
Ｉ
ル
及
び
チ
《
ヘ
ッ
ト
の
国
語
・
文
学
と
宗
教
の
覚
言
」
２
○
ず
］
。
①
”
旦
昏
①
憶
旨
唱
侭
少
巨
庁
①
国
甘
『
①
四
目
”
農
唱
○
口

戸1
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ホ
ジ
ソ
ソ
が
ネ
。
〈
－
ル
発
見
の
梵
本
に
つ
い
て
報
告
す
る
ま
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
佛
教
研
究
家
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
の
佛
教
と
い
え

ば
。
〈
Ｉ
リ
聖
典
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
が
大
局
を
支
配
し
て
い
た
。
従
っ
て
ホ
ジ
ソ
ン
の
ニ
ュ
ー
ス
は
↑
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
佛
教
研
究
家
に

と
っ
て
青
天
の
騨
髭
に
も
似
た
も
の
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
佛
教
界
は
、
こ
こ
に
新
し
い
夜
明
け
を
迎
え
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
ホ
ジ
ソ
ン
の
偉
大
な
業
績
は
、
た
だ
に
梵
本
資
料
の
発
見
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
彼
が
苦
心
惨
惟
し
て
蒐
集
し

た
佛
教
聖
典
を
フ
ラ
ン
ス
の
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
に
寄
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
学
匠
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
が
こ
の
新
資
料
に
よ
る
研
究
の
基
礎
を
鮒
拓
し
、

ホ
ジ
ソ
ン
の
恩
顧
に
十
分
報
い
た
こ
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
学
界
の
今
日
を
あ
ら
し
め
た
推
進
力
と
い
う
豊
へ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
九

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
佛
教
学
界
は
、
ホ
ジ
ソ
ン
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
と
い
う
二
学
匠
の
学
識
と
情
誼
こ
ま
や
か
な
交
り
の
う
ち
に
や
が
て
来
る

べ
き
偉
業
の
基
礎
を
固
め
な
が
ら
、
そ
の
中
葉
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

南
条
文
雄
が
、
大
谷
派
本
願
寺
の
海
外
留
学
生
と
し
て
学
友
笠
原
研
寿
（
富
山
県
城
端
出
身
）
と
と
も
に
渡
欧
の
途
に
つ
い
た
の
は
、
彼

の
二
十
八
歳
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
六
月
十
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
渡
欧
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
は
、
当
時
の
東
本
願
寺
法
主

現
如
上
人
の
命
に
俟
っ
も
の
で
あ
る
。
上
人
は
、
さ
き
に
渡
欧
の
折
フ
ラ
ン
ス
の
図
吾
館
に
お
い
て
梵
笑
資
料
を
一
覧
す
る
機
会
を
得
、

た
ま
た
ま
随
行
の
石
川
舜
台
に
そ
の
研
究
方
法
を
計
っ
た
。
そ
の
結
果
、
若
い
人
び
と
に
こ
の
研
究
を
果
さ
せ
よ
う
と
し
て
二
青
年
が
選

ｇ
ｚ
ｇ
皀
騨
目
罠
ｇ
ｃ
を
報
告
し
、
梵
語
聖
典
の
豊
富
な
現
存
を
公
表
し
た
。
こ
の
報
告
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
佛
教
学
界
の
耳

目
を
驚
倒
せ
し
め
る
に
十
分
だ
っ
た
。
更
に
、
ネ
。
〈
－
ル
で
発
見
し
た
三
百
八
十
有
余
部
の
梵
語
聖
典
の
一
部
が
フ
ラ
ン
ス
の
学
匠
ビ
ュ

ル
ヌ
フ
（
両
．
国
ロ
昌
○
員
〕
勗
冒
ｌ
昂
闇
）
の
許
に
贈
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
と
い
う
Ｑ
ご
旨
劇
且
乏
○
禺
匡
へ
も
ち
出
さ
れ
た
。
近
代
佛
教
学

研
究
は
、
既
に
こ
の
時
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
ホ
ジ
ソ
ン
の
梵
本
発
見
が
何
故
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
佛
教

学
界
を
活
気
づ
け
、
近
代
佛
教
学
を
促
進
せ
し
め
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
南
条
文
雄
に
と
っ
て
も
大
い
に
関
係
す
る
一
点
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
ホ
ジ
ソ
ン
ー
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
ー
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
そ
し
て
南
条
文
雄
へ
と
い
う
学
問
的
伝
承
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る

62



ば
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
明
治
初
期
に
あ
っ
て
全
く
耳
新
し
い
梵
笑
資
料
の
研
究
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
二
青
年
は
夢
多
い
渡
欧

の
途
に
つ
い
た
。
日
本
の
学
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
梵
語
研
究
熱
の
勃
興
に
先
立
つ
こ
と
遙
か
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
南
条
・
笠
原
の
両
学
僧
が
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
へ
渡
っ
た
当
時
、
彼
の
地
の
佛
教
学
は
奇
才
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
門
弟
マ
ッ
ク
ス
・
ミ

ュ
ラ
ー
（
旨
浄
×
冒
昌
目
》
邑
麗
ｌ
ら
ｇ
）
が
活
躍
し
て
い
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
と
ベ
ル
リ
ン
で
梵
語
を
学
び
、
そ
の
後
。
く
り
に

留
学
し
て
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
門
下
に
入
っ
た
。
彼
は
其
処
で
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
を
研
究
し
、
更
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
東
イ
ン
ド
会
社
の
依
頼

を
う
け
て
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
全
集
の
公
刊
を
完
成
し
た
。
彼
の
活
躍
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
に
な
っ
て
後
『
東
方
佛
教
聖

書
』
ａ
Ｐ
Ｒ
８
国
○
（
）
冨
具
目
①
同
座
黒
）
四
十
九
巻
の
公
刊
を
完
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
し
て
ヨ

ー
ロ
ッ
・
〈
に
お
け
る
新
学
問
の
中
心
道
場
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
こ
そ
、
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
な
き
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
佛
教
学
界
を
代
表
す

る
に
ふ
さ
わ
し
い
実
力
を
備
え
て
い
た
。
彼
の
文
藻
は
極
め
て
豊
麗
で
あ
り
、
文
芸
家
と
し
て
も
一
世
を
風
陳
す
る
に
足
る
才
智
を
具
え

て
い
た
。
こ
の
一
代
の
優
れ
た
学
人
の
聲
咳
に
わ
が
南
条
文
雄
が
接
し
た
の
は
、
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
）
彼
三
十
一
歳
マ
ッ
ク
ス
・

ミ
ュ
ラ
ー
五
十
七
歳
の
時
で
あ
る
。

日
本
の
若
い
佛
教
僧
南
条
文
雄
君
は
、
一
八
七
九
年
の
二
月
以
来
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
来
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
英
語
を
学
び
な
が
ら
数
年
間

を
過
し
た
後
、
日
本
公
使
と
前
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
の
教
長
ス
タ
ン
レ
ー
氏
の
紹
介
を
も
っ
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
私
の
許
へ
来
た
。
そ
し

て
、
梵
語
と
佛
教
聖
典
に
用
い
ら
れ
て
い
る
特
殊
梵
語
及
び
い
ろ
い
ろ
の
方
言
を
学
び
た
い
そ
の
希
望
を
述
べ
た
。
；
．
．
：
私
は
、
先
ず
当
時
の
少
壮

学
者
マ
ク
ド
ネ
ル
（
少
．
少
．
舅
Ｐ
ａ
ｏ
口
呂
』
勗
鯉
ｌ
忌
日
）
を
し
て
そ
の
指
導
に
当
ら
し
め
た
。
二
人
（
南
条
・
笠
原
）
は
、
文
法
に
関
す
る
十
分

の
知
識
を
得
て
か
ら
過
去
四
年
間
、
毎
週
二
、
三
回
づ
っ
私
の
許
へ
来
て
一
層
難
解
な
梵
語
の
書
物
を
読
ん
だ
り
、
ま
だ
大
部
分
が
写
本
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
佛
典
や
初
期
佛
教
時
代
に
イ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
て
い
た
方
言
で
書
か
れ
た
佛
典
な
ど
を
読
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
写
本
は
ホ
ジ
ソ
ン
に
よ
っ

' 、 n
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に
か
か
り
、
一
八
八

若
さ
で
長
逝
し
た
。

て
英
国
に
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
『
南
条
文
雄
」
頁
八
ｌ
）

こ
の
一
文
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
こ
と
ば
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
当
時
、
マ
博
士
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
比
較

宗
教
学
（
９
日
冨
局
鼻
弓
の
詞
呂
唱
○
口
）
や
言
語
学
弓
ご
巨
○
喝
）
を
講
じ
多
忙
だ
っ
た
の
で
、
マ
ク
ド
ネ
ル
を
紹
介
し
た
と
い
う
。
。
〈

－
リ
学
者
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ッ
ヅ
言
急
．
罰
耳
切
目
ぐ
己
釦
勗
鹿
‐
ら
圏
）
か
ら
．
〈
Ｉ
リ
語
の
研
究
を
盛
ん
に
態
通
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃

で
あ
る
が
、
南
条
文
雄
は
、
何
と
言
っ
て
も
梵
語
を
習
得
せ
よ
と
の
現
如
上
人
の
下
命
を
忠
実
に
守
り
、
そ
の
勧
誘
に
応
じ
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
一
面
に
も
、
そ
の
性
格
の
厳
し
さ
が
う
か
が
わ
れ
は
し
な
い
か
。

か
く
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
日
課
は
英
語
の
勉
強
と
梵
語
の
習
得
に
ほ
と
ん
ど
の
時
間
が
割
か
れ
た
が
、
他
方
、
ロ
ン
ド
ソ
に
お

け
る
日
本
学
生
会
で
の
菊
地
大
麓
、
穂
積
陳
重
、
桜
井
錠
二
ら
と
の
交
友
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
半
径
を
ひ
ろ
げ
た
。
そ
し
て
、
梵
本
の
浄

写
に
没
頭
し
「
翻
訳
名
義
集
」
「
佛
所
行
讃
」
「
入
拐
伽
経
」
「
金
光
明
経
」
「
法
華
経
」
な
ど
の
諸
佛
典
を
筆
写
し
た
。
こ
れ
ら
の
筆

写
に
よ
る
閲
覧
と
借
用
の
時
間
に
制
限
が
あ
っ
た
の
で
、
片
手
に
。
〈
ン
を
握
り
つ
つ
も
手
を
休
め
ず
に
浄
写
し
た
と
い
う
。
学
友
笠
原
研

寿
も
「
翻
訳
名
義
集
」
や
「
法
集
名
数
経
」
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
諭
釈
」
な
ど
の
梵
本
筆
写
に
熱
中
し
た
。
け
れ
ど
も
、
過
労
の
た
め
肺
患

に
か
か
り
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
四
）
滞
英
五
年
に
し
て
帰
国
の
止
む
な
き
に
至
り
、
そ
の
翌
一
八
八
三
年
（
明
治
一
五
）
三
十
二
歳
の

笠
原
君
の
帰
朝
を
見
送
っ
た
の
は
初
秋
（
一
八
八
二
年
）
九
月
十
二
日
の
こ
と
で
あ
る
。
思
へ
ぱ
明
治
九
年
六
月
日
本
を
発
し
て
こ
こ
に
六
ヶ
年
、

寝
食
銀
苦
を
共
に
し
、
志
を
同
じ
う
し
て
佛
典
の
研
讃
に
余
念
な
か
り
し
友
の
、
業
を
半
ば
に
し
て
故
国
に
去
り
行
く
胸
中
、
又
、
実
に
万
州
の
涙

を
忍
ん
だ
事
で
あ
ら
う
。
：
．
…
そ
の
翌
日
、
我
々
は
小
さ
い
馬
車
に
同
乗
し
て
チ
ャ
ー
リ
ン
グ
ク
ロ
ー
ス
停
車
場
に
笠
原
君
を
見
送
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
遂
に
永
訣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
何
と
し
て
も
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。

南
条
は
ゞ
自
著
『
懐
旧
録
』
で
こ
の
よ
う
に
追
悼
し
て
い
る
。
一
八
八
三
年
、
学
友
笠
原
長
逝
の
こ
の
歳
、
奇
し
く
も
南
条
文
雄
不
朽

の
大
著
「
大
明
三
蔵
聖
教
目
録
』
（
通
称
、
南
条
目
録
。
シ
９
首
］
○
唱
①
○
二
言
Ｑ
］
旨
の
め
の
目
色
］
邑
島
ｏ
ご
○
津
胃
田
且
目
算
早
目
国
富
）
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号
①
留
日
ｇ
９
ｐ
Ｏ
ｐ
○
時
芽
①
国
且
号
興
旨
口
〕
旨
創
四
目
言
冨
昌
》
勗
認
）
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
後
年
、

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
う
述
毒
へ
て
い
る
。

南
条
君
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
滞
在
中
に
多
く
の
立
派
な
仕
事
を
な
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
岸
菅
冨
冨
す
な
わ
ち
三
蔵
と
称
す
る
莫
大
な
聖

典
の
全
目
録
を
編
纂
し
た
。
そ
れ
は
、
大
小
一
千
六
百
六
十
二
巻
の
異
っ
た
聖
典
を
含
ん
で
い
る
。
各
昌
の
梵
語
の
名
称
が
還
元
さ
れ
、
そ
の
翻
訳

の
年
代
、
そ
し
て
間
接
的
に
そ
の
原
典
成
立
年
代
の
最
小
限
度
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
（
『
南
条
文
雄
』
よ
り
）

い
ま
、
こ
の
害
の
扉
を
み
る
と
、
「
明
治
十
六
年
癸
未
鐺
・
日
本
真
宗
南
条
文
雄
訳
補
」
と
み
え
る
。
ま
こ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
界
に

お
い
て
、
漢
訳
三
蔵
経
典
が
改
め
て
意
義
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
実
に
こ
の
「
南
条
目
録
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
漢
訳
大
蔵
経

が
フ
ラ
ン
ス
国
民
図
書
館
に
入
っ
た
の
は
一
八
七
九
年
、
す
な
わ
ち
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
死
（
一
八
五
二
）
後
三
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
英
国
で
は
既
に
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
岩
倉
具
視
公
を
通
じ
て
寄
贈
さ
れ
た
黄
檗
版
一
切
経
が
英
国
イ
ン
ド
省
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
大
蔵
経
に
手
を
つ
け
る
学
人
が
な
く
、
僅
か
に
シ
ナ
学
者
で
佛
教
研
究
家
で
あ
っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ー
ル
（
留
冒
ロ
臼

田
の
秒
｝
ゞ
岳
鵲
‐
扇
路
）
が
着
手
し
、
一
八
七
六
年
に
「
佛
教
三
蔵
』
弓
胃
団
屋
目
冨
昇
早
目
国
富
』
届
認
）
を
公
刊
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
け
れ
ど
も
こ
の
書
に
は
誤
謬
も
あ
っ
た
Ｉ
寄
贈
直
前
、
外
務
省
の
役
人
が
勝
手
に
抜
き
出
し
た
た
め
に
書
冊
の
秩
序
が
乱
れ
て
い

た
の
を
ビ
ー
ル
が
そ
の
ま
ま
訳
出
し
た
（
『
懐
川
録
」
一
七
九
頁
）
Ｉ
た
め
、
学
界
は
シ
ナ
蔵
経
に
対
す
る
周
到
な
学
術
用
の
蔵
経
解
題

を
切
望
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
学
的
要
望
か
ら
「
南
条
目
録
』
が
生
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
南
条
目
録
の
名
の
み
ひ
と
り
泰

西
の
学
界
を
風
座
す
る
に
至
っ
た
」
（
羽
溪
了
諦
「
泰
西
学
界
に
及
ぼ
せ
る
南
条
博
士
の
影
響
」
ｌ
『
南
条
文
雄
」
一
二
一
頁
）
と
い
う
。

こ
の
目
録
は
、
漢
訳
佛
典
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
名
と
し
て
の
梵
語
を
加
え
、
そ
れ
に
訳
者
、
翻
訳
年
時
を
添
え
、
間
接
的
に
そ

の
原
典
成
立
年
代
の
最
小
限
度
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
又
、
シ
ナ
撰
述
の
書
目
に
つ
い
て
は
相
当
の
解
説
を
加
え
、
附
録
と
し
て
イ
ン
ド
、

シ
ナ
の
佛
教
思
想
家
や
訳
者
の
説
明
を
な
し
、
梵
語
に
よ
る
索
引
や
著
者
及
び
訳
者
に
よ
る
索
引
ま
で
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
目
録
こ
そ
漢
訳
蔵
経
に
言
及
し
た
学
界
唯
一
の
権
威
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
学
者
間
に
も
漢
訳
佛
典

〆F
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に
対
す
る
研
究
心
を
大
い
に
喚
起
し
た
。
け
だ
し
「
南
条
カ
タ
ロ
ー
グ
何
番
」
と
い
う
こ
と
で
漢
訳
佛
典
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
ひ
と

り
西
欧
学
者
に
限
ら
ず
佛
教
学
者
に
と
っ
て
重
要
な
羅
針
盤
で
あ
り
、
そ
の
学
的
価
値
は
依
然
と
し
て
学
界
に
九
鼎
大
呂
の
重
き
を
な
し

て
い
る
。
因
み
に
こ
の
目
録
は
、
一
九
二
九
年
（
昭
和
四
）
博
士
一
周
忌
記
念
刊
行
事
業
と
し
て
再
刊
さ
れ
、
次
い
で
翌
一
九
三
○
年
、

同
記
念
会
刊
行
事
業
と
し
て
『
大
蔵
経
南
条
目
録
補
正
索
引
』
（
］
四
項
目
①
、
①
と
嘗
号
の
は
。
昌
冒
。
①
〆
○
時
ｚ
騨
昌
○
》
“
〔
〕
四
目
一
○
唱
①
○
崗
昏
の

園
且
自
陣
向
国
営
冨
冨
）
が
世
に
出
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
マ
ス
タ
ー
・
才
フ
・
ア
ー
ッ
の
名
誉
学
位
（
国
ｇ
〕
○
己
⑫
ｇ
屋
、
沙
）

を
贈
っ
た
の
は
、
一
に
『
南
条
目
録
』
の
業
績
に
対
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
・

ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
彼
の
業
績
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
仙
梵
文
「
阿
弥
陀
経
」
が
一
八
八
○
年
（
明
治
二
一
）
の
『
皇
立
亜
細

亜
協
会
』
（
］
○
口
目
巳
。
能
園
○
園
］
陦
国
胃
の
○
日
の
ご
）
誌
上
に
恩
師
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
英
訳
と
共
に
掲
載
さ
れ
②
翌
一
八
八

一
年
（
明
治
一
四
）
の
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
逸
書
」
（
皆
５
８
○
国
○
ｘ
○
日
①
口
⑳
国
）
第
一
輯
第
一
巻
に
は
「
金
剛
般
若
経
」
原
文
が
掲
載

さ
れ
、
③
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
の
同
「
逸
書
』
第
一
輯
第
二
巻
に
は
「
無
量
寿
経
及
び
阿
弥
陀
経
」
が
、
㈹
一
八
八
四
年
（
明
治
一

七
）
の
同
『
逸
書
」
第
一
輯
第
三
巻
に
は
「
般
若
心
経
」
及
び
「
尊
勝
陀
羅
尼
」
が
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
南
条
文
雄
協
同
出
版
と
し

て
公
表
さ
れ
た
。

先
生
が
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
に
御
帰
朝
に
な
っ
て
か
ら
、
始
め
て
正
式
の
梵
語
梵
文
学
の
研
究
が
我
邦
に
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し

て
、
先
生
の
始
め
て
移
植
さ
れ
た
一
粒
の
種
子
が
年
灸
に
蕃
茂
し
、
莞
に
今
日
の
隆
盛
を
来
た
し
た
の
で
あ
る
。
此
点
か
ら
申
せ
ば
、
先
生
は
げ
に

我
邦
の
梵
語
学
将
た
又
之
に
伴
ひ
起
り
し
佛
教
に
対
す
る
新
研
究
の
魁
を
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
我
邦
に
於
け
る
期
界
の
歴
史
上
特
筆
大
書
す
べ

き
偉
勲
者
で
あ
り
、
千
載
に
一
日
一
り
て
永
く
後
人
の
忘
る
。
へ
か
ら
ざ
る
大
恩
人
で
あ
ら
れ
た
と
申
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
松
本
文
三
郎
「
学
界
に

お
け
る
南
条
先
生
」
『
南
条
文
雄
」
二
四
頁
）

三
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ミ
ュ
ラ
ー
と
南
条
文
雄
と
の
友
情
親
交
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
か
ら
南
条
に
送
ら
れ
た
書
翰
に
よ
く
に
じ
み
出
て
い
る
。
（
「
南
条
先
生
造
芳
」

に
収
録
さ
れ
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
書
翰
）
そ
こ
に
は
師
弟
の
温
か
い
心
の
つ
な
が
り
が
う
か
が
わ
れ
る
し
、
ミ
ュ
ラ
ー
が
南
条
に
如
何
に
多
く
を

期
待
し
、
又
、
南
条
が
ミ
ュ
ラ
ー
の
期
待
に
応
え
て
い
っ
た
か
が
し
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
佛
教
学
研
究
は
、
南
条
文
雄
の
帰
朝
に
よ
っ
て

大
き
く
転
回
し
た
。
そ
し
て
、
佛
教
経
典
が
日
本
の
佛
教
学
徒
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で
と
違
っ
て
原
典
に
よ
る
研
究
が
お

の
ず
か
ら
佛
教
学
の
領
野
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
の
イ
ン
ド
学
佛
教
学
は
、
実
に
こ
の
研
究
方
法
を
も
っ
て
そ
の
第
一
歩
を
踏

み
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
け
だ
し
ゞ
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
科
学
的
佛
教
研
究
の
黎
明
で
あ
る
。

一
九
○
六
年
（
明
治
三
九
）
南
条
文
雄
は
帝
国
学
士
院
会
員
と
な
っ
た
。
帰
朝
後
は
；
学
事
に
多
忙
な
身
で
あ
り
な
が
ら
も
ミ
ュ
ラ
ー

の
期
待
に
応
え
て
梵
語
資
料
の
校
訂
と
佛
教
研
究
を
孜
左
と
し
て
続
け
た
。
そ
し
て
、
一
九
一
二
年
（
明
治
凹
五
）
に
は
ケ
ル
ン
Ｑ
、
四
・

嵐
①
目
．
品
困
‐
尼
弓
）
と
共
に
校
訂
し
た
『
梵
文
法
華
経
』
の
第
一
分
冊
が
刊
行
さ
れ
↑
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
に
完
成
し
た
。
そ
の
和

訳
も
「
梵
漢
対
照
新
訳
法
華
経
』
と
な
っ
て
、
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
泉
芳
環
共
著
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
。
更
に
、
娚
伽
経
の
梵
文

校
訂
『
梵
文
入
桝
伽
経
』
が
古
稀
記
念
祝
賀
会
よ
り
刊
行
（
大
正
二
）
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
明
治
佛
教
界
に
残
さ
れ
た
著
作
業
績
に
つ
い

て
は
、
「
南
条
博
士
著
作
年
表
」
（
『
南
条
先
生
」
所
収
・
石
崎
逹
二
作
成
）
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
学
者
と
し
て
斯
界
第
一
人
者
の
位
置
に
あ
っ
た
南
条
先
生
は
、
学
事
に
教
導
に
将
た
又
事
務
に
、
凡
そ
如
何
な
る
方
面

で
も
秀
れ
た
才
能
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
門
弟
の
談
（
「
南
条
文
雄
』
所
収
・
稲
葉
昌
丸
ｌ
「
教
界
に
お
け
る
南
条
先
生
」
ｌ
）つ

ね

に
よ
れ
ば
、
「
明
治
十
七
年
帰
朝
已
来
、
先
生
は
甚
だ
事
務
を
喜
ば
ざ
る
風
あ
り
。
事
務
に
関
与
す
べ
き
機
会
は
一
再
な
ら
ざ
り
し
も
毎

に
之
を
避
け
た
」
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
と
学
事
に
関
し
て
は
敢
て
辞
退
し
な
か
っ
た
。
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）
東
京
大
学
文
学
部

の
嘱
託
講
師
と
し
て
、
又
、
真
宗
大
谷
教
校
普
通
高
等
科
に
よ
っ
て
専
ら
梵
語
と
英
語
を
教
授
し
た
。
爾
来
、
名
古
屋
普
通
教
校
長
（
一
八

八
八
年
・
四
○
歳
）
真
宗
第
一
中
学
寮
長
（
一
八
九
四
年
．
四
六
歳
）
真
宗
京
都
中
学
寮
長
（
一
八
九
六
年
・
四
八
歳
）
真
宗
大
学
監
（
一
九
○
三

年
．
五
五
歳
）
等
の
職
を
歴
任
し
て
い
る
。
特
に
、
真
宗
大
学
が
単
科
大
学
令
に
よ
っ
て
現
在
の
大
谷
大
学
と
な
っ
た
の
は
、
実
に
南
条
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博
士
の
證
力
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
六
十
六
歳
に
し
て
真
宗
大
谷
大
学
の
学
長
に
、
越
え
て
一
九
二

二
、
二
三
年
（
七
四
’
五
歳
）
に
は
大
谷
大
学
長
の
要
職
に
就
き
、
同
年
に
大
谷
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
を
受
け
て
い
る
。
南
条
博
士
が
、

学
事
に
関
与
し
つ
つ
も
事
務
に
携
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
＄
且
て
「
事
務
の
才
に
非
ず
」
と
固
く
誠
め
た
養
父
南
条
神
典
の
訓

誠
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
教
化
と
伝
道
に
お
い
て
は
椎
席
の
温
ま
る
日
も
な
い
ま
で
に
励
ん
で
い
る
。
殊
に
布
教
面

に
あ
っ
て
は
、
本
山
の
命
は
も
と
よ
り
私
人
の
招
待
に
も
万
事
を
措
い
て
出
講
し
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
足
跡
は
全
国
に
遍
く
ゆ
き
わ
た
り
、

朝
鮮
、
満
洲
、
上
海
等
、
凡
そ
近
隣
に
し
て
足
を
踏
み
入
れ
な
い
土
地
は
な
か
っ
た
。
そ
の
講
話
は
徒
ら
に
理
論
を
弄
せ
ず
誰
に
で
も
理

解
し
や
す
く
、
先
生
の
た
め
に
入
信
し
た
人
も
多
か
っ
た
と
言
う
。

そ
の
当
時
は
猶
私
の
郷
里
の
越
後
に
は
汽
車
が
な
く
、
交
通
の
不
便
な
時
代
で
あ
っ
た
が
、
先
生
が
伝
道
に
御
座
る
と
云
へ
ば
大
変
な
騒
ぎ
で
、

何
処
も
か
し
こ
も
聴
衆
堂
に
溢
れ
て
、
門
前
に
は
賑
や
か
な
売
物
店
が
出
る
や
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
思
へ
ば
、
先
生
は
当
時
四
十
歳
を
二

つ
三
つ
出
ら
れ
た
ば
か
り
の
時
代
で
、
そ
の
盛
名
実
に
全
教
界
を
圧
し
て
、
小
学
校
に
通
い
初
め
た
ば
か
り
位
い
の
私
共
の
小
さ
な
頭
の
中
に
も
、

先
生
は
偉
い
人
だ
と
い
ふ
こ
と
が
強
く
植
え
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
（
赤
沼
智
善
「
為
法
不
為
身
の
先
生
」
ｌ
「
南
条
文
雄
』
三
五
’
六

と
評
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
明
治
佛
教
界
の
先
達
と
し
て
不
滅
の
灯
を
点
じ
た
学
人
と
し
て
の
南
条
文
雄
博
士
は
＄
同
時
に
又
、
偉
大
な

伝
道
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
先
生
こ
そ
明
治
の
教
界
に
お
い
て
最
も
衆
生
縁
の
広
か
っ
た
人
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま

と
、
南
条
文
雄
を
評
し
た
と
い
う
。
南
条
文
雄
の
す
ゞ
へ
て
は
、
こ
の
短
か
い
こ
と
ば
の
中
に
言
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
自
叙
伝
「
懐

い
○

清
沢
満
之
は
、

頁
～〆

よ
大
な
り
。

先
生
は
た
と
え
ば
洪
鐘
の
如
き
か
、
こ
れ
を
叩
く
こ
と
大
な
れ
ば
そ
の
音
大
な
り
。
こ
れ
を
叩
く
こ
と
い
よ
い
よ
大
な
れ
ば
、
そ
の
音
も
い
，
よ
い
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旧
録
』
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
彼
の
身
辺
は
頗
る
多
忙
で
あ
っ
た
。
殊
に
一
九
二
三
年
（
大
正
一
三
の
関
東
震
災
に
は
，
生
涯
の
伴
侶

だ
っ
た
書
籍
の
す
、
へ
て
を
烏
有
に
帰
せ
し
め
た
。
し
か
も
、
転
た
と
し
て
住
居
の
定
ま
ら
な
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
は
、
何
処
の
地
と
雌
も

仮
り
の
宿
に
映
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

南
条
文
雄
そ
の
人
に
と
っ
て
、
そ
の
生
涯
の
思
想
上
、
信
仰
上
の
唯
一
の
避
難
所
は
「
為
法
不
為
身
」
の
五
文
字
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。

こ
の
五
文
字
こ
そ
は
、
か
っ
て
閲
蔵
の
際
に
深
い
感
銘
を
う
け
た
中
国
宗
代
の
高
僧
明
教
大
師
契
糊
の
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
事
も
法

の
た
め
で
あ
っ
て
わ
が
身
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
い
、
と
の
義
で
あ
る
が
、
こ
の
信
条
こ
そ
彼
の
生
涯
を
貫
ぬ
い
た
モ
ッ
ト
ー
で
あ
り
、

事
実
こ
の
五
文
字
を
身
を
以
て
実
践
し
た
。
特
に
、
明
治
維
新
以
後
の
廃
佛
段
釈
と
い
う
事
実
を
体
験
し
た
彼
に
と
っ
て
、
「
今
の
時
に

当
り
↑
佛
教
を
挽
回
す
る
者
は
余
を
措
い
て
其
れ
誰
ぞ
や
」
と
い
う
烈
庶
た
る
気
慨
が
漆
っ
て
い
た
。
彼
こ
そ
は
「
為
法
不
為
身
」
の
聖

語
の
中
に
み
ず
か
ら
を
照
し
、
作
す
＄
へ
き
を
作
し
已
っ
た
と
い
う
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。
今
、
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
自
著
『
懐
旧
録
」

の
最
後
に
み
え
る
「
爪
雪
処
七
十
九
年
」
と
胆
す
る
一
文
を
掲
げ
て
、
晩
年
の
老
博
士
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
た
い
。

鵬
（
烏
の
名
）
が
暖
気
一
一

居
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

私
の
養
父
（
南
条
文
雄
は
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
五
月
十
二
日
、
大
垣
市
船
町
の
大
谷
派
誓
運
寺
に
生
れ
、
二
十
三
歳
の
時
福
井
県
南
条
郡
金

粕
村
憶
念
寺
住
職
南
条
神
興
の
養
嗣
子
と
な
る
）
は
、
嘗
て
加
山
陽
の
筆
に
な
る
爪
雪
処
の
三
字
額
を
愛
蔵
し
て
居
た
。
准
南
子
に
出
つ
る
言
葉
で

洲
（
烏
の
名
）
が
暖
気
を
受
け
て
北
地
に
去
る
に
臨
み
雪
に
爪
跡
を
道
し
て
再
び
来
ら
ん
時
の
覚
え
と
な
す
が
如
く
、
在
る
に
似
て
空
し
さ
仮
の
住

之
よ
り
私
は
此
処
に
於
て
か
か
る
字
義
の
詮
索
を
し
や
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
仮
の
住
居
と
い
ふ
意
味
を
有
す
る
爪
雪
処
の
話
が
、
私
の
生
准

に
い
か
に
も
似
合
は
し
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。

住
居
に
就
い
て
大
き
く
云
へ
ば
、
日
本
か
ら
英
国
へ
、
同
じ
く
日
本
に
あ
っ
て
も
美
濃
に
生
れ
越
前
に
赴
き
、
東
京
に
住
み
又
京
都
に
あ
る
こ
と

も
雌
を
で
、
東
奔
西
走
殆
ん
ど
居
所
を
定
む
る
の
暇
さ
へ
郷
か
つ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
更
に
別
の
意
味
か
ら
考
へ
て
見
て
も
、
美
膿
の
生
家
は
明

治
二
十
四
年
の
震
災
に
倒
壊
し
、
最
近
関
東
大
地
震
に
は
麹
町
の
住
宅
も
書
庫
も
尽
く
烏
有
灰
壗
に
帰
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
後
漸
く
探
し
あ
て
た
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と
。
こ
の
一
文
を
熟
読
し
て
い
る
と
、
「
目
も
見
え
ず
候
・
何
事
も
み
な
忘
れ
て
候
上
に
、
人
な
ど
に
明
ら
か
に
も
う
す
ゞ
へ
き
身
に
も
あ

ら
ず
候
」
（
末
燈
紗
）
と
仰
せ
ら
れ
た
親
徹
聖
人
の
御
消
息
の
法
語
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

南
条
文
雄
先
生
は
、
一
九
二
七
年
（
昭
和
三
十
一
月
九
日
午
前
三
時
、
七
十
九
歳
を
以
て
世
を
去
っ
た
。
院
号
を
「
為
法
院
」
と
い
う
。

そ
の
温
和
の
う
ち
に
も
情
熱
に
あ
ふ
れ
た
肖
像
画
は
、
わ
れ
わ
れ
に
列
博
た
る
気
迫
を
も
っ
て
何
か
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
南
条
先
生
遺
芳
」
（
南
条
先
生
遺
芳
刊
行
会
）

「
明
治
百
年
の
宗
教
覚
書
」
ｌ
南
条
文
雄
Ｉ
（
柏
原
祐
泉
・
『
中
外
日
報
』
昭
和
四
二
・
七
・
十
一
）

「
佛
教
百
年
・
求
道
の
人
び
と
」
ｌ
南
条
文
雄
（
柏
原
祐
泉
・
『
朝
日
新
聞
』
昭
和
二
・
六
・
十
一
）

筆
者
は
、
か
っ
て
家
永
三
郎
編
『
日
本
佛
教
思
想
の
展
開
１
人
と
そ
の
思
想
ｌ
」
（
平
楽
寺
書
店
）
に
お
い
て
「
南
条
文
雄
」
に
関
す
る
一
文
を
草

し
た
。
こ
こ
に
改
め
て
筆
を
執
る
に
あ
た
り
、
再
録
し
た
部
分
も
多
い
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
き
た
い
。
（
一
九
六
八
・
三
・
二
○
）

付 の
が
今
の
青
山
の
小
腹
で
あ
る
。
之
が
ど
う
し
て
爪
雪
処
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
今
尚
ほ
こ
の
茅
屋
を
爪
雪
処
と
名
付
け
、
実
妹
の
計
に
接
し

た
そ
の
日
か
ら
養
父
の
号
を
受
け
て
、
別
に
小
老
南
と
云
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
仮
り
の
住
居
と
云
へ
ぱ
此
身
も
亦
仮
り
の
器
で
あ
る
。
私
が
蕊
に

閲
蔵
の
際
、
私
の
感
激
せ
し
め
ら
れ
た
言
葉
が
あ
っ
た
。
明
教
大
師
契
嵩
の
「
為
法
不
為
身
」
の
法
語
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
恐
ら
く
仮
の
器
な
る

が
故
に
身
の
為
め
に
せ
ず
し
て
、
法
の
為
め
に
す
。
へ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
私
は
視
力
聴
力
共
に
哀
へ
、
少
し
の
書
見
に
も
直
ち
に
脈
眠
を
催
し
て
全
く
何
事
も
な
す
な
き
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
幸
に
心
眼
だ
け

は
尚
ほ
法
の
為
め
に
開
い
て
居
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。
興
い
た
れ
ば
即
ち
読
み
労
す
れ
ば
即
ち
眠
る
。
僅
か
に
筆
硯
と
詩
文
に
親
し
ん
で
自
ら
無
柳

を
遣
っ
て
ゐ
る
が
、
為
法
不
為
身
の
法
語
は
今
も
尚
肝
に
銘
じ
て
ゐ
る
。
此
先
い
か
に
遷
り
ゆ
か
う
と
も
、
そ
れ
は
唯
私
の
仮
り
の
世
の
背
ひ
に
委

す
の
み
で
あ
る

４
１
二
両

こ
の
稿
を
草
す
る
に
叩

「
南
条
先
生
』
（
南
々

『
懐
旧
録
』
（
自
著
）

己

。
に
当
り
、
左
記
の
害
・
論
孜
を
参
考
に
し
た
。

（
南
条
先
生
頌
徳
記
念
会
刊
）
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