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鎌
倉
時
代
以
降
、
典
薬
寮
を
中
心
と
し
た
律
令
的
官
医
制
度

の
著
し
い
衰
退
を
う
け
て
、
医
療
活
動
に
専
念
す
る
僧
侶
、
い
わ
ゆ
る
医

(
-
)

(
2

)

僧
が
活
発
な
社
会
的
進
出
を
開
始
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
先
学
の
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
時
、
官
医
制
度
は
二
重
の
意
味
で
衰
退
し
て
い
た
。

一
つ
は
言
う
ま
で
も
な
く
制
度
自
体
の
衰
退
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な

が
ら

、
中
央
と
地
方
に
官
医
の
極
端
な
偏
在
的
格
差
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
律
令
的
な
国
医
師
制
度
が
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
医
療
制
度
で
あ

っ
た
地
方
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
は
と
り
わ
け
深
刻
な
問
題
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
当
時
、
地
方
は
ま
さ
に
官
医
制
度

の
枠
外
に
放
置
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
こ
れ
に
代
わ
る
民
間
医
の
広
範
な
活
動
と
い
っ
た
も
の
は
望
む
べ
く
も
な
い
、
と
い
う
の
が
当
時
の
、一

般
的
状
況
で
あ

っ
た
。

一
方
、
中
央
の
官
医
ら
に
つ
い
て
も
医
療
技
術
の
質
の
低
下
と
い
う
問
題
が
表
面
化
し
て
お
り
、
こ
れ
が
官
医
制

度
衰
退

の
第
二
の
側
面
で
あ

っ
た
。
旧
来
の
医
療
技
術
を
い
た
ず
ら
に
墨
守
す
る
の
み
で
あ

っ
た
彼
ら
の
技
術
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と

な

っ
て
お
り
、
中
央
に
お
い
て
も
新
し
い
医
療
技
術
者
の
出
現
は
久
し
く
切
望
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

医
僧
の
活
発
な
活
動
の
条
件
は
、
こ
こ
に
あ

っ
た
と
言
え
る
。
彼
ち
は
、
仏
法
の
説
く
福
田
思
想
を
支
え
と
し
て
医
術
を
学
び
、
官
医
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制
度

の
衰
退
し
た
地
方
に
あ

っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
央
に
お
い
て
も
、
官
医
を
圧
倒
す
る
技
術
を
も

っ
て
、
積
極
的
に
医
療
活
動

に
乗
り
出
し
て
い

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
先
学
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
医
僧
の
こ
の
よ
う
な
活
動
に
関
し
て
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
既
に

(
3
)

先
学

の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
医
僧
に
は
宗
派
的
な
偏
在
性
が
存
在
し
た
。
新
村
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
医
僧
を
最
も
多
く
輩
出
し
た

の
は
時
衆
で
あ
り
、
禅
宗
が
こ
れ
に
続
き
、
南
都
僧
や
密
教
僧
が
わ
ず
か
に
み
ら
れ
、
そ
の
他

の
宗
派
は
極
め
て
す
く
な
い
と
さ
れ
て
い

る
。
氏
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
数
的
比
較
の
方
法
で
は
盲
点
と
な
り
や
す
い
質
的
な
問
題
、
例
え
ば
短
期
間
で
は
あ

る
が
叡
尊

.
忍
性
ら

西
大
寺
律
僧
ら
が
行

っ
た
積
極
的
な
医
療
活
動
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
な
ど
、
合
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
問
題
も

い
く

つ
か
残
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
史
料
的
制
約

の
問
題
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
時
期

、
時
衆
と
と
も
に

禅
宗
内
に
医
僧
が
多
か

っ
た
と
い
う
指
摘
は
支
持
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

こ
の
指
摘
は
興
味
深
く
、
か
つ
重
要

で
あ
る
。
医
僧
の

形
成
に
、
仮
に
宗
派
的
な
偏
在
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
医
学
史
上
の
問
題

の
み
な
ら
ず
、
中
世
仏
教
諸
派
の
歴
史
的

性
格
を
検
討
す
る
際

の
一
つ
の
分
析
の
視
点
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
は
、
お
そ
ら
く
死
と
直
結
す
る

「病
」
に
直

面
し
た
と
き
、
最
も
強
く
宗
教
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
古
今
、
洋

の
東
西
を
問
わ
な
い
。
と
す
る
な
ら
ぱ
、
中
世
宗
教

(4
)

に
お
け
る

「病
」

の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
、
大
き
く
か
つ
深

い
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
医
僧
を
多
く
輩
出
し
た
宗
派
と
さ
れ
て
い
る
禅
宗
に
つ
い
て
、
取
り
あ
え
ず
以
下
に
述

べ
る
よ
う
な
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第

一
章
に
お
い
て
、
禅
宗
系
医
僧
の
具
体
的
活
動
に
つ
い
て
、
史
料
に
便
の
あ

る
東
福
寺
派
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
。
次
に
第
二
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
医
僧
の
輩
出
を
支
え
た
禅
宗
教
団
の
医
療
制
度
に
つ
い
て
検

討
し
、
最
後
に
彼
ら

の
ど
の
よ
う
な
仏
教
思
想

(浄
土
観
や
病
観
)
が
医
僧
輩
出
の
理
由
と
な

っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
多

少
言
及
し
て
み
た
い
。
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本
章
で
は
、
禅
宗
系
医
僧
の
医
療
活
動

の
具
体
例
を
史
料
的
に
便
の
あ
る
東
福
寺
派
を
中
心
に
し
て
検
討
し
、
彼
ら

の
医
療
技
術
が
最

新
の
宋
医
学
に
拠

っ
た
も
の
で
、
こ
の
医
療
技
術
や
知
識
は
、
彼
ら
が
種
々
の
理
由
で
地
方

へ
移
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
地
に
も
た
ら

さ
れ

て
い
た
事
実
な
ど
を
指
摘
し
た
い
。

さ

て
、
『
鹿
苑
日
録
』
明
応
八
年
四
月

一
二
日
条
に
は
、
東
福
寺
派
医
僧
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

哲
蔵
主
来
、
治
目
疾
、
媛
銅
筋
以
慰
目
労
、
而
後
入
真
珠
散
、
予
問
日
、
何
派
哉
、
日
、
東
福
派
也

記
主
の
景
徐
周
麟
は
当
時
眼
疾
を
患
い
、
治
療
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
周
麟

は
、
哲
蔵
主
な
る

禅
僧
か
ら
媛
め
た
銅
筋
で
目
の
傍
ら
を
慰
し
、
そ
の
後
に
真
珠
散
を
入
れ
る
と
い
う
治
療
を
受
け
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
治
療
法
に

興
味
を
抱
い
た
ら
し
い
周
麟
が
、
そ
の
流
派
を
尋
ね
る
と
、
哲
蔵
主
が

「東
福
派
」
と
答
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
に
こ
の
記
事
に
注
目

(
5
)

さ
れ

た
小
島
孝
之
氏
は
、
こ
の

「東
福
派
」

の
語
は
単
な
る
禅
宗

の
門
派
名
で
は
な
く
、
医
術
の
流
派
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張

(
6
)

さ
れ

て
い
る
が
、
文
章
の
流
れ
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期

、
東
福
寺
を
中
心

(7
)

と
し
た
医
術
の
流
派
が
形
成
さ
れ
て
い
た
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
禅
宗
系
医
僧
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
事
実
に

は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、
更
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

東
福
寺
派
医
術
の
形
成
は
、
実
は
開
山
円
爾

の
時
代
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。

一
般
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
事

実
で
あ
る
が
、
東

(
8
)

福
寺
開
山
円
爾
は
医
僧
と
し
て
の
評
価
も
高
か

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
も
多
少
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
行
論
の
関
係
上
、

必
要
な
範
囲
で
以
下
で
も
再
説
し
て
お
き
た
い
。
円
爾

の
孫
弟
子
に
あ
た
る
乾
峰
士
曇
の
語
録

『
乾
峰
和
尚
語
録
』
巻
五

「送
川
侍
者
之

(9
)

丹

州

井

序

」

に

は
、

円

爾

が

、
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璽
祖
国
師
、
嘗
遊
大
宋
、
参
侍
隻
径
仏
鑑
祖
翁
、
而
得
薬
病
対
治
之
方
、
帰
来
本
国
、
大
施
換
骨
願
神
妙
術
也
、
死
中
而
活
、
活
中

而
死
、
不
知
其
幾
何
　
哉

と
、
宋
国
に
お
い
て
薬
病
対
治
の
方
を
会
得
し
、
帰
国
し
て
か
ら
そ
の
腕
を
ふ
る

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
円
爾
の
医
療
技
術
を
高

く
評
価
す
る
乾
峰
士
曇

の
見
解
が
事
実
無
根
の
も
の
で
な
か

っ
た
こ
と
は
、
次
に
あ
げ
る
史
料
か
ら
も
十
分
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

東
福
寺
に
現
存
す
る
普
門
院

の
蔵
書
目
録

『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』
に
は
、
第
二

一
葉
か
ら
第
二
二
葉
の
部
分
に
か
け

て
、

王
氏
本
草
単
方
十
冊
、
十
便
方
八
冊
、
又

一
部
、
局
方

一
冊
、

活
人
書
二
冊
、

易
簡
方

一
冊
、

王
叔
和
脈
決

一
冊
、
通
真
子
脈
決

(以
上
第
一二
葉
右
)

和
剤
方
五
冊
、
図
注
本
草
九
冊
、
本
草
節
要

一
冊
、
素
問
経
十
冊
、
明
堂
図
経
二
冊
、
本
草
節
文
三
冊
、
易
簡

一
冊

(以
上
第
二
一
葉

左
)

魏
氏
家
蔵
方
六
冊
、
指
迷
方
二
冊
、
本
事
方
四
冊
、
五
臓
秘
旨

一
冊
、
枕
中
方

一
冊
、
要
穴
抄

一
冊
、
薬
抄

一
冊

(以
上
第
二
二
葉
右
)

明
堂
図

一
巻
、
指
迷
方
五
冊
、
消
渇
飲
水
方

一
冊
、
家
蔵
秘
方
、
雑

々
方
、
外
境
治
方

(以
上
第
二
二
葉
左
)

と
、
多
数
の
医
学
書
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
目
録
を
調
査
さ
れ
た
今
枝
愛
真
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
目
録
の
整
理
者
で
あ
る
大
道

一
以

の
自
筆
部
分
に
あ
た
り
・
こ
れ
は
円
爾
の
作
製
し
た

『
三
教
典
管

録
』
に
依

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
範

つ
ま
り
・
円

(
11
)

爾

の
将
来
し
た
書
物
の
な
か
に
は
、
多
数
の
医
学
書
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
書
物

の
中
に
は
日
本
国
内
で
は

も
ち
ろ
ん
、
中
国
本
国
に
お
い
て
さ
え
希
潮
本
の
類
に
属
す
る
も
の
が
あ

っ
た
。
例
え
ば
次
の
事
実
な
ど
か
ら
『
そ

の
こ
と
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
宮
内
庁
図
書
寮
に
所
蔵
さ
れ
る

『
魏
氏
家
蔵
方
』
に
は

「普
門
院
」
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
古
く
は
普
門
院
蔵
書
に
属
す

る
も

の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
巻

一
の
終
わ
り
に
は
円
爾
の
筆
跡
と
考
え
ら
れ
る

一
首

の
和
歌
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
本
書
は
円
爾

の
将
来
し
た
医
学
書
の

一
部
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
こ
れ
は
宋
の
宝
慶
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(
12

)

三
年

(
=
一二
七
)
刊
本
で
あ
り
、
円
爾
は
刊
行
の
わ
ず
か

一
四
年
後
に
本
書
を
将
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
最
新

の
宋
医
学
の
書

(
13
)

が
、
医
術
を
志
す
者
に
と
っ
て
は
い
か
に
垂
挺
の
書
で
あ

っ
た
か
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
医
学
に
対
す
る
円
爾
の
並

々
な
ら
ぬ
興
味

を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
東
福
寺
に
は
、
弘
安
年
中
に

「功
徳
院
」
と
呼
ば
れ
る

「無
縁
者
療
病
」
院
も
設
立
さ
れ
て
い
た
。
功
徳
院
に

つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
道
円
幹
縁
嘩

外
に
関
係
史
料
が
見
当
た
ら
ず
・
詳
し
姦

不
明
で
あ
る
が
・
同
疏
に
よ
れ
ば
・
弘
安
年
中
に
設
立
さ
れ
た
功

徳
院
は
衰
退
、
復
興
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
中
期
頃
迄
は
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
功
徳
院
の
設
立
に

つ
い
て
も
、
弘
安
年
中
の
設
立
と
い
う
事
実
か
ら
み
て
、
円
爾
が
何
ら
か
の
関
与
を
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
東
福
寺
は
開
山
円
爾
の
時
代
か
ら
、
最
新
か
つ
最
高
の
医
療
技
術
を
有
す
る
医
学
セ
ン
タ
ー
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
東
福
寺
の
有
し
た
医
療
技
術
や
知
識
が
、
中
国
と
の
密
接
な
交
渉
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
当
時
、
禅

・
律
僧
が
大
陸
文
化
の
媒
介
者
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
喋

々
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
東
福
寺

に
関
し
て
言
え
ば
、
近
年
関
心
を
集
め
た
、
鎌
倉
末
期
の
、
い
わ
ゆ
る
新
安
沈
没
船
の
大
手
派
遣
元
の

一
つ
が
東
福
寺
で
あ

っ
た
と
い
う

事
華

ど
を
想
起
し
て
も
よ
い
・
東
福
寺
派
の
医
術
は
こ
う
い
っ
た
禅
僧
ら

の
大
陸
と
の
頻
繁
な
往
来
を
背
景
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ

っ
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
む
ろ
ん
東
福
寺

の
み
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
第
二
章
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、

禅
宗
で
は
寺
内
の
医
療
体
制
の
充
実
を
衆
僧
の
修
行
に
と

っ
て
特
に
不
可
欠
な
要
素
と
考
え
て
お
り
、
と
す
れ
ぱ
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、

宋
医
学

の
摂
取

・
研
究
は
、
京

・
鎌
倉

・
博
多
な
ど
の
有
力
な
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
は
相
応
に
進
ん
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
禅
宗
寺
院
や
律
宗
寺
院
を
媒
介
に
移
入
さ
れ
る
最
新
の
医
療
技
術
や
知
識
と
、
こ
れ
ら
を
吸
収
し
た
医
僧
た
ち
。
従
来
、
医
僧
ら
が

高
い
医
療
技
術
を
も

っ
て
積
極
的
に
民
間
医
療
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
は
、
彼
ら
が

何
故
そ

の
よ
う
な
高
い
技
術
を
保
持
し
え
た
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
民
間
医
で
禅
僧
に

(16

)

参
禅
す
る
者
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
事
情
と
毛
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
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と

こ
ろ
で
、
前
掲
し
た
東
福
寺
派
医
術
に
関
す
る
記
事
は
、
前
掲
の
部
分
に
続
き
、

聖

一
之
嗣
在
尾
張
者
、
諮
日

一
円
禅
師
、
誰
道
暁
、
字
無
住
、
著
沙
石
十
巻
者
也
、
又
聖
財
集
五
巻
、
雑
談
集
五
巻
在
焉
、

と
、
突
然
話
題
が
無
住
の
こ
と
に
移

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
や
や
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
小
島
氏

の
主
張
さ
れ
る

よ
う

に
、
東
福
寺
派
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
医
術
の
流
派
の
祖
と
し
て
、
無
住
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
な
ん
ら

不
自
然
で
は
な
い
。

(
17
)

お
そ
ら
く
、
無
住
は
東
福
寺
派
医
術
の
流
れ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
18
)

と

こ
ろ
で
、
こ
の
無
住
の
周
辺
に
は
、
鎌
倉
時
代
末
の
有
名
な
医
僧
、
良
観
房

(梶
原
)
性
全
の
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
良
観

房
性
全
の
名
は
、
和
文
で
か
か
れ
た
、
我
が
国
に
お
け
る
最
初

の
医
学
書

『頓
医
抄
』
や

『
万
安
方
』
の
名
と
と
も
に
著
名
で
あ
る
が
、

こ
の

『
万
安
方
』
に
し
て
も
、
当
時
日
中
間
を
頻
繁
に
往
来
し
て
い
た
禅
僧
や
律
僧
ら
の
媒
介
な
し
に
は
、
ほ
と
ん
ど
執
筆
不
可
能
な
医

学
書

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
説
明
を
加
え
よ
う
。

(19

)

彼

が

『
万
安
方
』
を
書
き
始
め
た
の
は
正
和
二
年

(
一
三
一
三
)
頃
か
ら
で
あ
る
。
先
学
に
よ
れ
ば
、
こ
の

『
万
安
方
』
の
大
部
分
は
宋

代
の
医
学
書

『聖
済
総
録
』
に
よ
っ
て
い
る
と
の
由
で
あ
る
が
、
興
味
深

い
こ
と
に
は
そ
の

『
聖
済
総
録
』
は
宋
代
に
は
い
ま
だ
未
刊
の

書
で
あ
り
、
同
書
が

『大
徳
重
校
聖
済
総
録
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
元
代
の
大
徳
四
年

(
一
三
〇
〇
)
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
円
爾
が
宋
国
刊
行
の
医
学
書

『魏
氏
家
蔵
方
』
を
い
ち
は
や
ぐ
国
内
に
将
来
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
こ
れ
と
同

様
に
、
性
全
も
、
『
聖
済
総
録
』
が
刊
行
さ
れ
る
や
、

わ
ず
か

一
〇
年
余
の
間
に
同
書
を
閲
覧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
が
ど
こ
で

『聖

済
総
録
』
を
閲
覧
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら
明
確
に
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
推
測
さ
せ
る
史
料
は
存
在
す
る
。
『
万
安
方
』

巻
五
二

「愈
家
遇
仙
丹
」
の
条
に
は
遇
仙
丹
の
効
能

・
服
用
法
な
ど
を
記
し
た
あ
と
に
、
性
全
自
身
の
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

此
薬
参
州
実
相
院
導
生
比
丘
、
在
唐
九
ケ
年
、
只
為
習
伝
於
医
術
也
、
傍
黒
錫
丹
、
養
生
丹
、
霊
砂
丹
等
諸
方
、
及
脈
道
、
針
灸
口

決
、
井
此
遇
仙
丹
相
伝
之
、
自
導
生
比
丘

一
円
禅
師

尾
張
長
母
寺
長
老
、
以
法
春
之
好
伝
授
之
。

従

一
円
禅
師
以
兄
弟
之
睨
実
照
相
伝

之
。
自
実
照
亦
性
全
伝
授
之
、
此
方
於
宋
朝
只
愈
家
秘
之
、
不
令
余
家
而
伝
　
、
禁
防
不
軽
、
於
本
朝
即
導
生
禅
師

一
流
伝
来
、
以
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(
20
)

至
予
掌
握
、
子
孫
可
秘
之

々
々
々

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
遇
仙
丹
の
処
方
は
、
三
河
国
実
相
院

の
導
生
比
丘

(禅
師
)
が
宋
よ
り
我
が
国

へ
伝
え
た
も
の
で
、
導
生
か
ら
法
春
の

無
住

へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
無
住
か
ら

「兄
弟
之
泥
」
に
よ
り
実
照

へ
と
伝
え
ら
れ
、
更
に
実
照
か
ら
性
全

へ
と
伝
え
ら
れ
た
も
の

で
あ

っ
て
、
こ
の
処
方
は
、
宋
で
は
愈
家
の
み
が
、
本
朝
で
は
導
生

一
流
の
み
に
伝
え
ら
れ
た
秘
伝
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同

書
第

二
二
巻
に
も
、

(
21
)

此
方
、
即
宋
人
秘
説
、
人
々
難
知
此
方
、
不
弁
由
来
、
日
本
僧
道
生
上
人
、
在
唐
九
年
相
伝
之

と
あ
り
、
『
万
安
方
』
に
は
道
生
や
無
住
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
宋
国
薬
方
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
考

え
れ
ば
、
前
述

の

『
聖
済
総
録
』

の
閲
覧
に
つ
い
て
も
、

一
応
同
じ
様
な
ル
ー
ト
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
、
在
宋
九
年

の
末
、
当
時
最
新
の
医
術
を
宋
よ
り
習
伝
し
た
僧
、
導
生
の
住
し
た
三
河
国
実
相
院
と
は
、
如
何
な
る
寺
院
で
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
。
無
住
が
導
生
を
法
春
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
点
の
お
よ
そ
の
見
当
は
つ
く
が
、
『
聖

一
国
師
年
譜
』
文
永
八

年
条

に
は
、
「足
利
源
総
州
満
氏
請
為
参
州
実
相
第

一
世
、
師
往
入
寺
」
と
あ
り
、

同
寺
が
、

三
河
国
吉
良
荘
地
頭
吉

良
氏
の
二
代
満
氏

(
22
)

が
、
円
爾
を
請
じ
て
開
山
し
た
実
相
寺

(愛
知
県
西
尾
市
、
現
在
妙
心
寺
派
)
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
導
生
な
る
禅
僧
は
円
爾

の
法

嗣
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
考
え
て
、
お
そ
ら
く
性
全
は
、
東
福
寺
派
末
寺
な
ど
と

コ
ネ
ク
シ
ョ
ソ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

(23
)

希
襯
書
で
あ

っ
た

『
聖
済
総
録
』
を
閲
覧
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
禅
寺
が
医
学

セ
ソ
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
医
術

の
習
得
を

唯

一
の
目
的
と
し
て
禅
寺
に
入
寺
す
る
者
も
多
か

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
東
福
寺
僧
で
は
な
い
が
、
外
科
に
長
じ
た
医
僧
と
し

(
24
)

て
著
名
で
あ

っ
た
英
谷
陽
公

(自
足
軒
上
人
)
に
つ
い
て
、
『
幻
雲
文
集
』
「自
足
軒
記
」
に
は

英
谷
陽
公
、
天
資
俊
快
、
不
事
小
節
、
(中
略
)
拍
玄
旨
於
大
灯
派
下
老
宿
、

一
挨

一
拶
、
雷
巻
星
飛
、
然
而
仏
法
両
学
、
不
掛
歯
牙
、

唯

医
為
業
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と
あ
り
、
大
灯
派
下
老
宿
に
参
禅
し
た
彼
は

「
不
掛
歯
牙

(仏
法
)」
、
た
だ
医
術
の
習
得
に
専
念
し
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
前
述

し
た
三
河
実
相
寺
の
禅
僧
導
生
も

「在
唐
九
ケ
年
、
只
為
習
伝
於
医
術
」
と
、
九
年
に
わ
た
る
宋
国
滞
在
の
目
的
は
た
だ

「医
術
習
伝
」

の
た
め
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
更
に
重
要
な
点
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
た
医
術
が
貧
困
な
医
療
環
境
の
中
で
苦
し
ん
で
い
た
地
方
の
人
欧

へ
も
還
元
さ
れ
て

(
25
)

い
た
事
実
で
あ
る
。
前
掲
し
た

『乾
峰
和
尚
語
録
』
巻
五

「送
川
侍
者
丹
州
井
序
」
に
は
、
円
爾
が
宋
医
学
を
習
得
し
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
後
、
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

法
弟
川
公
、
効
其
旧
規
、
侍
坐
慧
日
室
中
、
以
勤
篶
笹
之
職
　
、
俄
ホ
来
、
調
丹
州
之
行
、
偶
代
艦
別
云
、

世
波
度
尽
架
天
橋
、
古
渡
舟
師
何
用
招
、
呼
喚
不
回
回
便
得
、
丹
山
鳳
出
舞
丹
雷

(
26
)

す

な
わ
ち
、
円
爾
の
弟
子
川
公
は

「濤
笹
之
職
」
に
あ

っ
允
が
、
こ
れ
は
湯
薬
侍
者
の
こ
と
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
住
持
専
属
の

医
者
と
も
呼
び
得
る
職
で
あ

っ
た
。
川
公
の
場
合
、
湯
薬
侍
者
と
し
て
東
福
寺

(円
爾
)
に
近
侍
し
て
い
た
が
、
逆
に
円
爾
か
ら
宋
医
学

を
受

け
継
ぎ
、
こ
の
度
は
丹
後
国
智
恩
寺
に
赴
く
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
湯
薬
侍
者
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
住
持
の
移
動
に
従

っ
て
各
地
に
赴
く
こ
と
も
多
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
川
公
の
よ
う
な
最
新
の
医
療
技
術
を
習
得
し
た
禅
僧
ら
の
地
方

へ
の
移
動
が
、
そ
の

ま
ま
医
療
技
術
の
地
方
伝
播
と
も
な

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

更

に

一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
時
代
は
降
る
が

『
幻
雲
文
集
』
所
収
の

「江
州
蒲
生
郡
心
即
院
記
」
に
記
さ
れ
た
医
僧
通
元
泰
公
の
場

合
は
次
の
如
く
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
東
福
寺
菩
提
院
の
季
弘
大
叔
や
大
徳
寺
岐
庵
宗
揚
に
参
禅
の
後
、
江
州
蒲
生
郡
布
施
郷
に
心
即
院
を

開
き

、
以
後
は
同
地
を
拠
点
に
医
療
活
動
に
専
念
し
た
よ
う
で
あ
る
。
同
院
記
に
は
、

一
生
示
病
、
不
離
毘
耶
床
、
(中
略
)
村
民
告
急
求
救
、
則
応
之
不
倦

(中
略
)
士
大
夫
喚
為
医
僧

と
あ
り
、
村
民
の
医
療
に
半
生
を
捧
げ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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本
章
で
は
、
中
世
を
通
じ
多
数
の
医
僧
を
産
み
だ
し
た
禅
寺
内
の
医
療
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
こ
の
よ
う
な
特
色
あ
る
医

療
制
度
を
産
み
だ
し
た
禅
宗
の
思
想
的
な
特
色
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
禅
寺
内
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
住
持

の
健
康
管
理
を
任
と
す
る
湯
薬
侍
者
と
い
ヴ
職
が
お
か
れ
て
お
り
、
更
に
衆

僧

の
病
院
施
設
と
し
て
は
延
寿
堂
と
い
う
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
職
や
施
設
の
歴
史
は
古
く
、
唐
代
百
丈
禅
師

の
時
代
ま

(27
)

で
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
禅
宗
の
我
国

へ
の
流
入
に
よ
り
共
に
移
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仏
教
寺
院
に
お
い
て
は
、
古
来
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
福
田
の
思
想
か
ら
病
者
に
対
す
る
積
極
的
な
看
護
や
治
療
が
行
わ
れ
て
き

(
28
)

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
医
療
制
度
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
述
べ
る
よ
う
な
充
実
し
た
医
療
制
度
が
僧
団
内
部
に
シ
ス
テ
ム
と
し
て
設
置
さ
れ
て

い
た
例
は
・
当
時
・
禅
宗
以
外
の
宗
派
に
お
い
て
は
覧

で
き
な
噂

と
す
れ
ば
・
後
述
す
る
よ
う
に
・
こ
れ
は
や
は
り
徹
底
し
た
現
世

主
義
を
標
榜
し
た
禅
宗
教
団
の
大
き
な
特
色
で
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
検
討
に
値
す
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
湯
薬

侍
者

の
職
掌
か
ら
み
て
み
よ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
禅
林
象
器
箋
』
も
引
用
し
て
い
る
が
、
元
代
に
編
纂
さ
れ
た

『
勅
修
百
丈
清
規
』
に
次
の
よ
う

な
記
載
が
あ
り
、

参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

朝

暮
供
奉
方
丈
湯
薬
、
左
右
応
接
、
佐
助
衣
鉢
侍
者
、
撫
憧
近
事
行
儀
、
或
暫
欠
侍
者
、
客
至
通
覆
、
焼
香
或
欠
人
、
回
向
、
皆
宜

摂
行

こ
こ
で
は
、
湯
薬
侍
者
は
住
持
に
供
奉
し
、
「湯
薬
」
以
下
、

身
辺
の
世
話
を
す
る
秘
書
的
な
役
職
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

湯
薬
侍



90禅宗におけ る医僧 と医療 の問題 について

者
に

つ
い
て
こ
の
の
よ
う
な
説
明
は
、
例
え
ば

『
禅
学
大
辞
典
』

「湯
薬
侍
者
」

の
解
説
に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、

現
在
の

一
般
的
な

解
釈
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
中
世
の
禅
院
に
お
け
る
湯
薬
侍
者
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
こ
れ
は
必
ず
し

も
実
態
に
即
し
た
も

の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
世
の
湯
薬
侍
者
に
つ
い
て
具
体
的
史
料
を
検
討
し

て
み
る
と
、
以
下

に
述

べ
る
よ
う
に
、
そ
の
主
要
な
任
務
が
特
に
住
持
の
健
康
管
理
に
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
30
)

例
え
ば
、
『
空
華
集
』
に
所
収
さ
れ
る

「賀
侍
薬
霊
仲
本
上
人
唱
和
集
叙
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

吾
祖
百
丈
氏
、
為
老
病
者
、
湧
禅
林
、
以
安
其
居
、
為
住
侍
者
、
置
湯
薬
而
奉
其
養
、
則
侍
薬
之
職
、
其
来
也
尚
　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
湯
薬
侍
者
は
唐
代
の
百
丈
禅
師
の
時
代
に
住
持
の
健
康
管
理
を
任
と
し
て
設
置
さ
れ
た
職
で
あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(31
)

ま
た
、
『
天
祥
和
尚
録
』
坤

「賀
湯
薬
侍
者
」
に
も
、

須
弥
抹
作
活
人
方
、
大
海
煎
成
続
命
湯
、
侍
者
若
元
如
是
術
、
師
翁
争
得
寿
延
長

と
あ

り
、
湯
薬
侍
者
の
医
術
に
よ
る
こ
と
な
け
れ
ば
師
翁

(住
持
)
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
述
べ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の

史
料
か
ら
、
湯
薬
侍
者
が
住
持
の
健
康
管
理
に
専
念
す
べ
き
職
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
確
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
住
持

(
32
)

の
み
な
ら
ず
衆
僧
全
体
の
健
康
管
理
も
任
と
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
前
掲
し
た
史
料
の
別
の
部
分
に

豊
非
欲
使
其
密
授
太
医
之
術
而
替
救
学
者
之
疾
者
邪

(耶
)

(
33
)

と
、
「替
救
学
者
之
疾

(学
者
の
疾
を
替
救
す
る
)
」
と
あ
る
こ
と
や
、
更
に

『
乾
峰
和
尚
語
録
』
巻
二

「南
禅
湯
薬
侍
者
頚
賊
」
中
に
、

禅
之
真
者
、
能
以
道
済
天
下
、
医
之
良
者
、
能
以
術
活
人
倫
、
均

一
之
仁
也
、
惟
南
禅
侍
者
欽
公
、
乃
南
院
国
師
賢
孫
、
以
道
而
済

天
下
、
以
術
而
活
柄
子
、
任
干
濤
笹
之
職
、
極
乎
叢
林
之
慰
　

と
、
「以
術
而
活
柄
子
、
任
干
濤
筏
之
職
、
極
乎
叢
林
之
慧

(術
を
も

っ
て
柄
子
を
活
か
し
、
篶
笹
之
職
に
任
じ
、
叢
林
の
慰
を
極
む
)
」

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
禅
寺
内
に
は
住
持
以
外
の
衆
僧
の
医
療
施
設
と
し
て
延
寿
堂
が
あ

り
、

こ
れ
ら
衆
僧
の
医
療
は
延
寿
堂
主
の
任
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
湯
薬
侍
者
も
衆
僧
の
医
療
に
携
わ
る

こ
と
が
あ

っ
た
の
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で
あ

ろ
う
。
特
に
延
寿
堂
施
設
を
も
た
な
い
よ
う
な
地
方
寺
院
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
は

一
層
強
か

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

(
34
)

湯
薬
侍
者
は
寺
内
の
僧
か
ら
選
任
さ
れ
た
が
、
住
持
の
入
院
に
従
う
入
院
侍
者
の
場
合
も
あ
り
、
各
地

へ
の
移
動
も
多
か

っ
た
と
思
わ

れ
る
。
前
章
で
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
移
動
に
よ

っ
て
高
度
な
医
療
技
術
が
地
方

へ
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
湯
薬
侍

(
35
)

者

の
職
は
禅
寺
内
で
は
六
頭
首
の
職
に
次
ぐ
要
職

(立
班
小
頭
首
)

の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
衆
僧
ら
の
敬
意
を
得
る
職
で
あ

っ
た
と
考

(36
)

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
当
時

の
禅
僧
の
詩
文
集
の
中
に
散
見
さ
れ
る
賛
文
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
例
の
み
あ
げ
て
お

(
37

)

こ
う
。
『
補
庵
京
華
前
集
』
「賀
元
章
俊
公
領
侍
薬
詩
井
叙
」
は
、
文
明
五
年
特
芳
禅
傑
の
大
徳
寺
入
寺
に
際
し
て
、
湯
薬
侍
者
と
し
て
入

寺
し
た
元
章
俊
公
に
対
す
る
賛
文
で
あ
る
が
、

今
日
小
頭
首
、
異
目
大
医
王
也
、
大
和
尚
也
、
祝

々
、
小
詩

一
首
、
柳
賀
栄
艶
云
入
寺
聞
君
親
侍
師
、
薬
籠
人
物
世
皆
知
、
梅
花
樹

下
又
何
夕
、
語
到
川
僧
小
艶
詩

と
、
「異
日
大
医
王
也
、
大
和
尚
也
」
と
賞
賛
し
、
「薬
籠
人
物
」
と
し
て
世
の
皆
な
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。

以
上
、
湯
薬
侍
者
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
次
に
、
延
寿
堂
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。

延
寿
堂
に
つ
い
て
は
先
学

の
研
究
も
あ
り
・
詳
細
は
そ
ち
ら
に
馨

た
噂

多
少
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
・
・」
れ
ま
で
曖
昧
で
あ

っ

た
点
で
あ
る
が
、
禅
寺
内
に
お
い
て
住
持
と
そ
れ
以
外

の
僧
が
罹
病
し
た
場
合
で
は
、
各
々
異
な

っ
た
処
置
が
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事

(
39
)

実
で
あ
る
。
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
現
存
す
る
最
古

の
清
規

『禅
苑
清
規
』
に
は
、
既
に
第
四
巻

「延
寿
堂
主
浄
頭
」
、

第
六
巻

「将
息
参

堂
」

の
項
に
言
及
が
あ
り
、
こ
の
点
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
住
持
の
場
合
、
も
し
服
薬
に
よ

っ
て
も
病
患
の
回
復
が
み
ら
れ
ず
病
が
三

日
以
上
に
及
ぶ
よ
う
で
あ
れ
ば
、

「別
寮
」
に
お
い
て
将
息
す
ぺ
し
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
頭
首
や
知
事
以
下

一
般
僧
ら
の
場
合

に
は
、
軽
微
で
あ
れ
ば
本
寮
に
て
将
息
し
、
重
症
で
あ
れ
ば

「延
寿
堂
」
に
て
治
療
を
う
け
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

(第
六
巻

「将
息
参

堂
」
)。

住
持
が
延
寿
堂
で
な
く
別
寮
に
て
治
療
を
受
け
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
住
持
に
は
専
属
の
医
者
で
あ
る
湯
薬
侍
者
が
い
た

こ
と
と
も
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら

の
記
載
に
よ
り
延
寿
堂
が
住
持
を
除
く
衆
僧
の
治
療
施
設
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
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(40
)

(
41
)

か
る

の
だ
が
、
こ
の
点
の
認
識
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
浄
土
系
寺
院
に
多
く
み
ら
れ
,た
、
い
わ
ゆ
る
無
常
院

の
施
設
と
は
全
く

(
42
)

異
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
を
結
論
的
に
言
え
ば
、
新
村
氏
も
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
無
常
院
が
病
者
に
と

っ
て
死
を
迎
え
る
た
め
の
ホ
ス
ピ
ス
的
施
設
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
延
寿
堂
は

「臨
終
行
儀
を
行
わ
せ
生
を
否
定
す

る
無
常
院
と
は
異

な
り
、
病
僧
の
た
め
の
病
院
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

延
寿
堂
が
以
上
の
よ
う
な
衆
僧
の
た
め
の
病
院
施
設
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
施
設
責
任
者
で
あ
る
延
寿
堂
主
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
医

療
知
識
を
身
に
つ
け
た
医
僧
で
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く

『
禅
苑
清
規
』
に
は
、
延
寿
堂
主
に
つ
い
て
、
寛
心
に
し
て

事
に
耐
え
、
道
念
周
旋
し
て
、
病
僧
を
安
養
し
善
く
因
果
を
知
る
人
を
任
ず
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
も
し
病
僧
が
堂
に
入
っ
た
な
ら
ぼ
、

行
者
を
し
て
床
位
を
打
畳
せ
、
湯
薬
を
煎
煮
し
、
粥
飯
を
供
し
、
逐
次
問
尋
せ
よ
、
と
病
人
の
治
療

・
看
護
を
命
じ
て
お
り
、
ま
た
病
が

重
い
よ
う
で
あ
れ
ば

「重
病
閣
」
に
移
せ
と
記
し
て
い
る

(第
四
巻

「延
寿
堂
主
浄
頭
」)。
禅
宗
と
医
僧
と
の
関
わ
り
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
延
寿
堂

(主
)
や
湯
薬
侍
者
と
い
う
禅
院
内
の
医
療

ス
タ
ッ
フ
や
シ
ス
テ
ム
に

ま
で
踏
み
込
ん
で
両
者
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
禅
院
内
の

こ
の
よ
う
な
充
実
し
た
医
療
体
制
こ
そ
が
医
僧
生
産
の
母
胎
と
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
ま
た
医
僧
の
社
会
活
動
を
支

え
る
原
動
力
と
も

な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
禅
宗
が
医
僧
を
多
数
輩
出
し
得
た
主
な
理
由
と
し
て
、
こ
の
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
充
実
し
た
医
療
体
制
は
、
禅
宗
の

一
体
ど
の
よ
う
な
思
想
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
紙
幅
も
既
に
尽
き
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
言
及
し
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

禅
宗
が
強
烈
な
現
世
主
義
を
標
榜
す
る
宗
派
で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
来
世
を
重
視
し
た

浄
土
系
諸
宗
派
な
ど
と
比
較
し
た
場
合
、
特
に
来
世

(浄
土
)
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
に
そ
の
違
い
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
試
み

(
43
)

に
、
夢
窓

の
浄
土
観
を
み
て
み
よ
う
。

禅
者

の
浄
土
を
ね
が
ふ
は
念
仏
者
の
意
楽
に
は
同
じ
か
ら
ず
、
念
仏
の
人
は
三
界
の
生
死
を
厭
て
安
楽
国
に
生
す
る
こ
と
を
所
期
と
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(
44
)

し
玉

へ
り
、
禅
を
信
す
る
人
は
し
ば
ら
く
浄
土
に
生
て
薇
土
浄
土
の
隔
な
き
大
乗
の
深
理
を
悟
ら
ん
こ
と
を
期
せ
り

す

な
わ
ち
、

念
仏
の
人
は
浄
土
に
生
れ
る
こ
と
を
究
極
の
目
標
と
す
る
の
に
対
し
、

禅
者
は

「穣
土
浄
土
の
隔
な
き
大
乗

の
深
理
を

悟
」

る
た
め
に

「し
ば
ら
く
浄
土
に
生
」
れ
る
こ
と
を
願
う
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
自
力
に
よ
る
現
世
で
の
悟
り
に
主
眼

が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
浄
土
に
つ
い
て
も

国
土
に
浄
積
を
わ
か
ち
、
衆
生
に
凡
聖
を
論
す
る
こ
と
は
、
只
是

一
念

の
迷
倒
な
り
と
信
し
て
、
直
に
本
分
に
向
ふ
人
は
、
か
な
ら

(
45

)

す

し

も
外

に
仏

を
求

め

、
別

に
浄

土

を

ね

か

わ

す

あ

る

い

は

、

ま

こ
と

の
浄

土

は

心

の
う

ち

に

て
候

、
ゆ

め

ゆ

め

心

の
外

に
は

も

と

む

ま

じ

き

に

て
候

、
何

の
念

も

お

こ
さ

ず

、

よ

ろ

ず

見

ず

聞

か

ず

、

あ

り

と

も

な

し

と

も
思

わ

ず

、
わ

か
身

ぬ
し

な

く

、
虚

空

に

ひ
と

し

く

、

何

の
あ

と

も
な

く

、

と

と
ま

る
と

こ

ろ
も

な

く

し

て

候

は

ん

人

の
到

る

と

こ

ろ

が

、

や

が

て
浄

土

に

て
候

、

こ

の
世

界

を

は

な

れ

て

別

に
浄

土

も

な
く

候

、

い

と

ふ

べ
き

娑

婆

世

界

も

な

(
46
)

し
、
た
た
万
法

一
心
に
て
候
、

一
心
則
ち
万
法
に
て
候
、
仏
も
浄
土
も
心
の
外
に
別
な
く
候

と
述

べ
て
お
り
、

「こ
の
世
界
を
は
な
れ
て
別
に
浄
土
も
な
」
い
と
す
る
稜
土
即
浄
土
観
、

な
い
し
は

「ま
こ
と
の
浄

土
は
心
の
う
ち
に

て
候
」
と
す
る
唯
心
浄
土
観
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
や
や
引
用
が
長
く
な

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
現
世
を
中
心
と
し
た
思
想
か
ら
す
れ
ば
、

修
行

の
障
害
と
な
る
病
は
克
服
す
べ
き
第

一
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
禅
寺
内
の
医
療
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
当
然

の
処
置
で

あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

(47
)

同
様
な
こ
と
は
時
衆
に

つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
。

一
遍
の
浄
土
信
仰
は
、

必
ず
し
も
来
世
的
な
信
仰
で
は
な
く
、
「仏
境
現
前
」
と
い

う
現
世
的
傾
向
の
強
い
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
浄
土
観
を
も
つ
時
衆

の
徒

の
中
か
ら
も
多
数

の
医
僧
が
輩
出
し

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
彼
ら
の
医
療
活
動
を
根
本
で
支
え
た
も
の
も
、
お
そ
ら
く
先
に
述
べ
た
よ
う
な
浄
土
観
で
あ

っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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と

こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
観
を
も
つ
禅
僧
ら
が
、
病
者
に
対
し
て
積
極
的
に
薬
石
使
用
を
勧
め
、
十
分
な
健
康
管
理
を
求
め
た
こ

(48
)

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
虎
関
師
練

の
著
し
た

『病
儀
論
』
は
、
禅
僧
の
病
観
を
み
る
場
合
の
好
個
の
素
材
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
、

就
其
所
患
而
寄
医
治
、
錐
不
患
之
所
亦
加
検
防
、
令
其
不
繁
移
、
(中
略
)
若
又
親
薬
石
、
量
扶
僻
、
性
全
疾
亡
、
身
調
命
長

(慎
身

章
第
二
)

と
、
病
人
の
患
部
に
医
治
を
加
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
不
患
の
部
分
に
も
検
防
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
、
ま
た
日
頃
か
ら
薬
石
に
親

み
、
身
を
慎
め
ば
長
生
き
で
き
る
と
積
極
的
な
薬
石
の
利
用
を
説
い
て
い
る
。

こ
れ
を
、
例
え
ば
浄
土
信
仰
者
の
病
観
な
ど
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
の
違
い
の
大
き
さ
に
驚
か
ぬ
も
の
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
浄
土
僧
良

(
49
)

忠
が
著
し
た

『
看
病
用
心
紗
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

た
だ
こ
の
病
を
往
生
の
期
と
よ
ろ
こ
び
て
、

一
心
に
死
を
ま
ち
て
、
来
迎
を
の
ぞ
む
心
地
に
す
す
め
な
さ
せ
給

ふ
べ
く
候

つ
ま
り

「病
を
往
生
の
期
と
よ
ろ
こ
び
、

一
心
に
死
を
ま
」

つ
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
病
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な

(50

)

違
い
こ
そ
、
前
述
し
た
延
寿
堂
と
無
常
院
と
の
根
本
的
な
差
異
と
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
両
者
の
宗
教
的
な
優
劣

を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
…鎌
倉
仏
教
が
浄
土
教
中
心
に
語
ら
れ
る
と
き
、
現
世
主
義
を
標
榜
し
た
各
宗
派

の
こ
の
よ
う
な
側
面
は
、
や
や
も
す
れ
ば
歴
史
の
裏
面
に
押
し
や
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
本
稿
で
は
医
僧
の
問
題
を
禅

宗
に
即
し
て
考
察
し

た
が
、
例
え
ば
よ
く
知
ら
れ
た
叡
尊

・
忍
性
の
医
療
活
動
以
外
に
も
、
現
世
主
義
を
標
榜
す
る
諸
派
が
共
通
し
て
病

へ
の
積
極
的
な
対
応

(
51
)

を
し
た
こ
と
は
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
が
共
通
し
た

一
つ
の
特
色
で
あ

っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
病
と
い
っ
た
普
遍
的
か
つ
現
実
的
な
問
題
を
前
に
し
て
、
各
宗
派
は
そ
れ
ぞ
れ
に
根
本
的
な
選
択
を
迫
ら
れ
た
。

こ
の
問

題
に
対
し
て
各
宗
派
が
示
し
た
回
答
は
、

「医
僧
」
と
い
う
極
め
て
具
体
性
の
あ
る
存
在
に
転
化
さ
れ
て
提
示
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

医
僧

の
宗
派
的
偏
在
性
の
問
題
は
、
今
後
こ
の
よ
う
な
面
か
ら
更
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。



最
後
に
、
次
の
点
に
つ
い
て

一
言
し
て
お
き
た
い
。
先
に
横
井
清
氏
は
、
差
別
観
念
の
広
が
り
を
助
長
し
た
仏
教
勢
力
と
い
う
観
点
か

ら
、

「癩
者
」
や

「不
具
」
を
と
も
に

「前
世
の
宿
業
」
と
と
ら
え
仏
の
慈
悲
を
渇
仰
さ
せ
る
反
面
、

恐
怖
観
を
あ
お
り
差
別
観
念
を
弘

(
52
)

宣
流
布
し
た
宗
派
と
し
て
、
律
宗

・
日
蓮
宗

・
禅
宗
な
ど
の
例
を
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
宗
派
は
本
稿
で
論
じ
た
現
世
主
義
を
標
榜
す

る
宗
派
で
あ
り
、
本
稿
に
と

っ
て
も
こ
の
指
摘
の
も

つ
意
味
は
大
き
い
。

「業
病
」
観
の

一
般

へ
の
広
が
り
と
い
う
観

点
か
ら
す
れ
ば
、

横
井
氏
は
特
に
言
及
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
本
稿
で
考
察
し
た

「医
僧
」
な
ど
は
、
お
そ
ら
く
予
想
以
上
に
大
き
い
役
割

を
果
た
し
た
こ
と

で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
医
僧
の
残
し
た
負
の
側
面
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
し
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
ら
が
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
問

題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
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(1
)

「
僧

医
」
、
「
医
僧
」
な

ど
両
様

に
呼
ぼ
れ

て
い
る
が
、
本
稿

で

は
仏
教
史

の
側

か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
意
図
し
て

い
る
関
係
上
、

取

り
あ

え
ず

「
医
僧
」

の
語

に
統

一
し

て
お
き
た

い
。

(2
)

代
表
的
著
作

と
し

て
、
取
り
あ

え
ず
、
富
士
川
游

「
医
術
と
宗

教
」

(『
富

士
川
游
著
作
集
』
第

二
巻
、

一
九

八
〇
年
、
思
文
閣
出

版
)
、
服
部
敏
良

『
鎌
倉
時
代
医
学
史

の
研
究
』

(
一
九
六
四
年
、

吉

川
弘
文
館
)
、
新
村
拓

『
日
本
医
療
社
会
史

の
研
究
』

(
一
九
八

五
年
、

法
政
大
学
出
版
会
)
、

同

『
死
と
病
と
看
護

の
社
会
史
』

(
一
九

八
九
年
、
法
政
大
学
出
版
)
な
ど
を
あ
げ
て
お
く
。

(
3
)

新
村
氏
前
掲
書

『
日
本
医
療
社
会
史

の
研
究
』

三
五

一
頁
。

(
4
)

中
世

に
お
け

る
治
病
宗
教

の
展
開

と
い
う
観
点

か
ら
は
、

つ
と

に
圭
室
諦
成

「
中
世
後
期
仏
教

の
研
究
」

(『
明
大
人
文
科
学
研
究

所
紀
要
』
第

】
冊
、

一
九

六
二
年
)
、

同

「
治
病
宗
教

の
系
譜
」

(『
日
本
歴
史
』

一
八
六
、

一
九

六
三
年

=

月
)
、
同

「
治

病
宗

教

の
展
開
ー
中
世
前
期
を
中
心
と
し
て
ー
」

(『
明
大
人
文
科
学
研

究
所
紀
要
』
第

三
冊
、

一
九

六
四
年
)
、

同

「
治
病
宗
教

の
展
開

ー
中
世
後
期
を
中
心
と
し
て
ー
」

(『
駿
台
史
学
』

一
六
)
な

ど

一

連

の
研
究
が
あ

る
が
、
そ
れ
以
後
は
近
年
に
い
た
る
ま
で
、
必
ず

し
も
順
調

に
研
究

の
蓄
積
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
は
言

い
難

い
状

況
に
あ

っ
た
。
そ

の
よ
う
な
中
で
、
日
本
仏
教
研
究
会
編

『
日
本

宗
教

の
現
世
利
益
』

(
一
九
七
〇
年
、

大
蔵
出
版
)

に
収
載

さ
れ

た
鎌
倉
仏
教

と
病

に
関
す
る
諸
論
文
、
中
世
の
聖

の
医
療
活
動

に

つ
い
て
注

目
し
た
根
井
浄

「
中
世

の
聖
と
医
療
」

(『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』

二
六
巻

一
号
、

一
九
七
七
年

一
二
月
)
、

伊
勢
神

の
治

病
神
化

を
論

じ
た
瀬

田
勝
哉

「
伊
勢

の
神
を
め
ぐ
る
病

と
信
仰
」

(『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』

=

一巻

二
号
、

一
九

八
〇
年
)

な
ど
は
貴
重

な
成
果

に
属
す
る
も

の
で
あ

っ
た
が
、
最
近

で
は
例

え
ば
、
後
述
す
る

田
中
文
英
氏

の
研
究

や
疸
瘡
神

に

つ
い
て
の

ユ
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ニ
ー
ク
な
見
解
を
示

し
た
高
橋
昌
明

『
酒
呑
童
子

の
誕

生
』

(
一

九
九

二
年

、
中

公
新
書
)
、
禅
宗

と

「
温
泉
寺
」
に

つ
い
て
論
じ
た

伊

藤
克
己

「
中
世

の

「
温
泉
寺
」
を

め
ぐ

っ
て
」

(『
歴
史
学
研
究
』

六
三
九
号
、

一
九
九

二
年

一
一
月
)
な

ど
も
公
刊
さ
れ
、
研
究
も

次
第
に
活

発
化

し

っ
つ
あ

る
。

(
5
)

小
島
孝
之

「
無
住

伝
記

小
考
」

(『
国
語

と
国
文
学
』

五
二
巻

一

二
号
、

一
九
七
七
年

=

一月
)

(
6
)

周
麟
は

こ
れ
以
前
に
も
し
ば
し
ば
哲
蔵
主

と
会

見

し

て
お

り

(例
え
ば

『
鹿

苑
日
録
』
明
応

八
年

三
月

二
八
日
、
四
月

四
日
、

十

日
条
な
ど
)
、

見
ず
知
ら
ず

の
間
柄

で
は
な

か

っ
た
。

周
麟
が

こ
の
日
に
な

っ
て
初
め
て
哲
蔵
主

の
門
派

に

つ
い
て
尋
ね
た
と
解

釈
す
る

こ
と
は

い
か
に
も
不
自

然
で
あ

ろ
う
。

こ
の
点

か
ら
考
え

て
も

「
東
福
派
」
は
医
術

の
流

派
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

(
7
)

新
村
拓
氏
は
、

こ
こ
に
あ
げ
た
東
福
寺
派

と
と
も

に
建
仁
寺
派

と
も
称
す

べ
き
医
術

の
流

派
が
存

在
し
て

い
た
と
推
測

さ
れ
て
い

る

(同
氏
前
掲
書

『
日
本
医
療

社
会
史

の
研
究
』

一
〇

三
頁
)
。

(
8
)

拙
稿

「
東
福
寺
と
西
大
寺
」

(
『
日
本
歴
史

』
五
三
七
号
、

一
九

九

三
年

二
月
)
。

(
9
)

『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻

一

(
一
九
七
七
年
、
東
京
大
学
出
版

会
)

六
四
三
頁
。

(
10
)

今
枝
愛
真

「
『
普
門
院
蔵
書
目
録
』
と

『
元
亨
釈
書
』

最
古

の

写
本
」

(『
田
山
方
南
先
生
華
甲
記
念
論
文
集
』
、

一
九
六
三
年
)
。

(
11
)

『
元
亨
釈
書
』

の
円
爾

の
項
に
も

「
蓋
爾
師
帰
時
将
来

経
籍
数

千
巻

、
見
今
普
門
之
書
庫
内
外
之
書
充
棟
焉
」
と
あ
り
、
ま
た
白

石
芳
留

『
続
禅
宗
編
年
史
』
七

一
〇
頁

(
一
九
四
三
年

初
刊
、

の

ち

一
九
七
六
年
復
刊
、
東
方
界
)
に
も
同
様

の
指
摘

が
あ

る
。

(
12
)

岡
西
為

人

「
中

国
本
草

の
渡
来
と
其
影
響
」

(増

訂
復

刻

『
明

治
前

日
本
薬
物
学
史
』
第

二
巻
、

一
九
七

八
年
、
日
本
古
医
学
資

料

セ
ソ
タ
ー
発
行
)

(
13
)

先

に
田
中
文
英

氏
は
、
顕
密
寺
院

で
行

わ
れ
て

い
た
修

法
や
祈

疇
呪
法

が
単

に
神
秘
的

・
幻
想
的
な
も

の
に
終
始
し
て

い
た

の
で

は
な
く
医
療
技
術

や
知
識

と
結
び

つ
い
て

い
た
点
を
指
摘

さ
れ
た

(
同
氏

「
中

世
前
期

の
寺
院

と
民
衆
」

『
日
本
史
研
究
』

二
六
六

号
、

一
九
八
四
年

一
〇
月
、
同

「
中
世
顕
密
寺
院
に
お
け
る
修
法

の

一
考
察
」
『
中
世
寺
院
史

の
研
究
』
上
巻
、

一
九
八
八
年

、

法

蔵
館
)
。

こ
れ
は
大
変
貴
重
な
指
摘

で
あ

っ
た
と
考
え
る
が
、

た

だ

『
漢
嵐

拾
葉
集
』

に
記
さ

れ
た

「
伝
屍
病
」
治
療

法
が
、
建
武

元
年

十
月
七
日
に
大
伝
法
印
院

の
僧
我
宝
が
讃
岐
国
香
東
郡
野
原

で
書

写
し
た

『
伝
屍
病

二
五
方
』

(『
続
群
書
類
従
』
第
三

一
輯
上

所
収
)

の
治
療
方

と
ほ
ぼ
同

一
で
あ

る
か
ら
、
顕
密
寺
院

に
お
け

る
治
療

法
を
当
時

と
し
て
は
極

め
て
高

い
水
準

の
も

の
で
あ

っ
た

と
判
断
さ
れ
た
点
に

つ
い
て
は
、
多
少
疑
問
が
残
る
。
本
書

に

つ

い
て
は
、

「
病
名
は

こ
と
ご
と
く
中
世

の
俗
称

に
よ

っ
て
お
り
、

灸
治

の
部
分
は
従
来

の

『
伝

屍
病

灸
治
』

と
多
く
符
合
し
、
し

か

も
専
門
医
家

の
方
書

に
は
み
ら
れ
な

い
灸

治

方

で
あ
る
」

(石
原

明

『
群
書
解
題
』
雑
部
)

と
さ
れ
て
お
り
、

「
必
ず
し
も
斬
新

の

書
と

は
言

い
得
な

い
」

(服
部
敏
良

『
鎌
倉
時
代
医
学
史

の
研
究
』

一
六
九
頁
)
と
言
わ
れ
て

い
る
。
と
す

れ
ば
、
当
時

の
顕
密
仏
教
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内

の
医
療

知
識

や
技
術

の
水
準

は
、

こ
こ
に
紹
介
し
た
よ
う
な
宋

医
学
と
直
結
し
た
禅
宗
内

の
医
療
技
術

か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
大

き
く
後
退
す
る
も

の
に
な

っ
て
い
た
と
考
え
る

べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。

(
14
)

貞
治

四
年
七
月
道

円
幹

縁
疏

(白
石
虎
月

『
東
福
寺
誌
』

一
六

〇
頁
、
初
版

一
九
三
〇
年

、
復
刻

一
九
七
九
年
、
思
文
閣
出
版
)
。

(
15
)

こ
の
点
に

つ
い
て
は
特

に
、
川
添
昭

二

「
鎌
倉
末
期

の
対
外
関

係
と
博
多
」
(
『
鎌
倉
時
代
文
化
伝
播

の
研
究
』
所
収
、

一
九
九

三

年
、
吉
川
弘
文
館
)
に
詳

し

い
分
析

が
あ

る
。

(
16
)

新
村
氏
前
掲
書

『
日
本
医
療
社
会
史

の
研
究
』

五
八
頁
以
下
。

(
17
)

小
島
氏
前
掲
論
文
。

(
18
)

良
観
房

(梶
原
)
性
全
に

つ
い
て
は
、

服
部

氏
前
掲
書

の
ほ
か
、

石
原
明

「
梶
原
性
全

の
生
涯
と
そ

の
著
書

(
一
)

(
二
)
」

(『
日
本

医
師
学
雑
誌
』

六
巻

二
、
四
号
、

一
九
五
五
、
五
六
年
)
、

山
田

重
正

「
梶
原
性
全

と
そ

の
周
囲
」

(『
花
園
大
学
研
究
紀
要

』
創
刊

号
、

一
九
七
〇
年

三
月
)
な
ど
参
照
。

(
19
)

服
部

氏
前
掲
書

『
鎌
倉
時
代
医
学
史

の
研
究
』
第
三
章

第

二
節
。

(
20
)

同
右
。

(
21
)

同
右
。

(22
)

小
島
氏
前
掲
論
文
。
ち
な

み
に
、
建
長

二
年

一
一
月

の
九
条
道

家

の
家
領
処
分
状

(東
福
寺
文
書
)
に
は

「
吉
良
西
荘
地
頭
請
所
」

と
あ
り
、
同
荘
園

は
東
福
寺
檀
越
九
条
道
家

の
家
領

で
あ

っ
た
。

(
23
)

性
全
が
西
大
寺

系
律
宗
と

の
関
係

も
深

か

っ
た
事
実

か
ら
す

れ

ば
、
そ
ち
ら

の
ル
ー
ト
も
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合

で
も
、
少

な

く
と
も
東
福
寺
派

と
の

コ
ネ
ク
シ

ョ
ソ
が
有
効
に
作
用
し
た
と
考

え
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
西
大
寺

と
東
福
寺
が
密

接
な

関
係
を
有
し
て

い
た
事
実

に

つ
い
て
は
、
筆
者
も

か

つ
て
述
べ
た

こ
と
が
あ
る

(
拙
稿

「
東
福
寺

と
西
大
寺
」
)
。

(
24
)

『
続
群
書
類
従
』
巻
三
四

二
。

(
25
)

『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻

一

(
一
九
七
七
年
、
東
京
大
学
出
版

会
)

六
四
三
頁
。

(
26
)

平
安
中
期

の
風
俗
が

知
ら
れ
る

こ
と
で

興
味

深

い

『
新
猿
楽

記
』

に
は
、
右
衛
門
尉

一
家

の

「
九

の
御
方

の
夫
」

と
し

て

「
医

師
」
和

気
明
治
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
が
、
彼
に

つ
い
て
は

「
藩
籠

合
薬
」
・
揚
抹
喰

咀
の
上
手

と
記
さ

れ
て

い
る
。

(27
)

新

村
拓
氏

に
よ
れ
ば
、

国
内
禅
寺

の
延

寿

堂

の
例
と
し
て
、

①
円
覚
寺

(
円
覚
寺
文
書
)
②
建
仁
寺

(『
宗
賢
卿
記
』
)
③
臨

川

寺

(『
夢
窓
疎

石
臨

川
寺

家
訓
』
)

④

丹
波
永
沢
寺

(『
器
之
禅

師

塔
銘
』
)
⑤
相
国
寺

(
『
応
仁
記
』
、

『
蔭
涼
軒

日
録
』
)

な
ど

の
延

寿
堂
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る

(新
村
前
掲
書

『
日
本
医
療
社
会
史

の

研
究
』
三
六
六
頁
、
同

『
死
と
病
と
看
護

の
社
会
史
』
一
ご
一=

頁
)
。

新
村
氏

の
あ
げ
ら
れ
た
も

の
以
外
で
は
、
東
福
寺

に
も
延
寿
堂

の

あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

(『
東
巌
安
禅

師
行
実
』
)
、

そ
の
ほ
か

『
宝
覚
真
空
禅
師
語
録
』
坤

「建

仁
禅
寺

延
寿
堂
化
縁
疏
」

(『
五

山
文
学
新
集
』
第

三
巻
)
、
『
仏
頂
国
師

語
録
』
巻

四

「
省
行
堂
榜
」

(『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第

八

一
巻
)
な
ど
に
も
延
寿
堂
に

つ
い
て

の
関
係
史

料
が
散
見

さ
れ
る
。

(28
)

例
え
ば
、
辻
善
之
助

『
日
本
仏
教
史
』
上
世
篇
第
五
章
第
四
節
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(
一
九

四
四
年
、
岩
波
書
店
)

(
29
)

た
だ

し
金
沢
称
名
寺
や
京
都

の
東

山
太
子
堂

(速
成
就
院
)
な

ど
に
は
無
常
堂

の
存
在
し

た
こ
と
が

確
認

さ
れ
る
が

(『
神
奈
川

県
史
』
資
料
編

二
、

一
九

八
二
号
、
三
四
八
五
号
な
ど
)
、

こ
れ

は
新
村

氏
の
指
摘
さ

れ
た

よ
う
に
延
寿
堂
に
相
当
す

る
施
設

で
あ

ろ
う

(同
氏
前
掲
書
)
。

こ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
考

え
れ
ば
、

西

大
寺
律
宗

に
関
し

て
は
同
様
な
職
が
設
置

さ
れ
て
い
た
可
能
性
も

あ

る
。
な
お
西
大
寺
律
宗
と
禅
宗

の
寺

院
組
織

の
類
似
性

に

つ
い

て
は
、
小
野
塚
充
巨

「
中
世
鎌
倉

極
楽
寺

を
め
ぐ

っ
て
」

(『
荘
園

制

と
中
世
社
会
』

一
九

八
四
年
、
東
京
堂

出
版
)
参
照
。

(
30
)

『
五
山
文
学
全
集
』
第

二
巻
。

(
31
)

『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻
第

二
巻
。

(
32
)

注

(
30
)
。

(
33
)

『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻

一
。

(
34
)

『
補
庵
京
華
前
集
』

「
賀
元
章

俊
公
領
侍
薬
詩
井
叙
」

(『
五
山

文

学
新
集
』
第

一
巻
)

(
35
)

同
右
。

(
36
)

本
文

に
紹
介
し
た
も

の
の
ほ
か
、
湯
薬
侍
者

に
関

し
て
は
、
例

え
ば
次

の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

『
竺
傷
和
尚
語
録
』
巻
下

「
送

建

長
湯
薬
崇
侍
者
之
京
」

(『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

第

八
十
巻
)
、

『
空
華
集
』

「
次
韻
賀
天
龍

湯
薬
」
、

「
賀
天
龍
湯
薬
」

(『
五
山
文

学
全
集
』
第

二
巻
)
、
『
随
得
集
』
「
和
韻
賀
東
福
湯
薬
侍
者
」
「
賀

東
福
湯
薬
侍
者
」
(『
五
山
文
学
全
集
』
第

二
巻
)
、
『
鈍
鉄

集
』
「
賀

湯
薬
侍
者
序
」

(『
五
山
文
学
全
集
』
第

一
巻
)
、
『
秋
澗
泉
和
尚
語

録
』

「
送
湯
薬
侍
者
帰
郷
」

(『
五
山
文
学
新

集
』
第

六
巻
)
、

『
無

規
矩
』

「
賀
南
禅
湯
薬
侍
者
」

(
『
五
山
文

学
新
集

』

第

三
巻
)
、

『
宝
覚
真
空
禅
師
録
』
乾

「
賀
湯
薬

侍
者
」

「
湯
薬
侍
者
賀
頒
軸

球
」

(『
五
山
文
学
新

集
』
第

三
巻
)
、
『
友

山
録
』
下

「
和
東
福
湯

薬
侍
者
賀
頒
」

(
『
五
山
文

学
新
集
』
第

二
巻
)
、

『
繋
驕
薇
』

「
次

韻
賀
南
禅
侍
薬
桂

芳
上
人
」

「
賀
南
禅
侍
薬
猷
中
上
人
」

(『
五
山

文
学
新

集
』
別
巻
第

二
巻

)
な
ど
。

そ
の
ほ
か
、

『
庶
軒

日
録
』

に
登
場
す
る
大
仙
坊

な
る

医
僧

に

つ
い
て
、

「
大
仙
者
竜
吟
東
口

侍

者
也
、
有

医
術
、
診
予
之
脈

云
」

(文
明

一
七
年

三
月

八
日
条
)

と
あ
る
が
、

「
東
口
侍
者
」
も
、

あ

る
い
は

「
湯
薬
侍
者
」

で
は

な

い
だ
ろ
う

か
。

(37
)

『
五
山
文

学
新
集
』
第

一
巻
。

(38
)

延
寿
堂
に

つ
い
て
は
、
新
村

拓

『
日
本
医
療
社
会
史

の
研
究
』

第

=

章
第

四
節

「
病
僧

と
延
寿
堂
」

お
よ
び
同

『
死

と
病

と
看

護

の
社
会
史

』
第

三
部
第

二
章
第

四
節

「
無
常
院

と
重
病
閣
」
な

ど
参
照
。

(39
)

本
稿

で
は
、
金
沢
文
庫
所
蔵

の

『
重
雛
補
注
禅
苑
清
規
』

(『
金

沢
文
庫
資
料
全
書
』
第

一
巻
禅
籍
篇
所
収
、

一
九
七

四
年
、
金
沢

文
庫
)
に
よ

っ
た
。

(40
)

『
禅

林
象

器
箋
』
も
引

用
す

る

『
叢
林
校
定
清
規
総
要
』

(『
大

日
本
続
蔵
経
』

二
)

に
も
、

建

立
叢

林
、
為
老
病
設
、
所
以
命
堂
主
、
司
以
薬
餌

と
、
禅
寺

に
お
け

る
衆
僧

の
療
病
施
設

で
、
そ

こ
で
は
堂
主

に
よ

る
薬
餌
治
療

が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記

さ

れ

て

い
る
。

ま
た
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『
羅
湖
野
録
』

(『
大

日
本
続
蔵
経
』

二
)
に
よ
れ
ば
、
延
寿
堂

は
、

日
浬
桑
、
見
法
身
常
住
、
了
法
不
生
也
、
或
日
省
行
、
知
此

違
縁
、
皆
従
行
苦
也

と
、
浬
薬

堂
、
省
行
堂

と
も
呼
ば

れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(
41
)

無
常
院

に

つ
い
て
は
、

新
村
氏
前
掲
書

の
ほ

か
、

藤
原
良
章

「
中
世
前
期

の
病
者
と
救
済
」

(『
列
島

の
文
化
史
』

三
、

一
九

八

六
年
)
な
ど
参
照
。

(
42
)

新
村

拓
氏
前
掲
書

『
死
と
病
と
看
護

の
社
会
史
』

二
三

一
頁
。

ち
な

み
に

『
禅
林
象
器
箋
』

の
延
寿
堂

の
項

に
は

「
無
常
堂
」

に

関
す

る
史
料
も
含
ま
れ

て
お
り
、
ま
た
無
常

堂

の
項

に
も
延
寿
堂

と
同

一
で
あ

る
と
の
解
説
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
両
者

が

実
態
的

に
ほ
と
ん
ど
同

一
化
し

た
中
世
末
期
以
降

の
実
態

を
反
映

し
た
も
の
で
あ

ろ
う

と
考

え
ら

れ
る
。

(43
)

夢
窓

の
浄

土
観

に

つ
い
て
詳

し

く

は
、

例
え
ば
、

玉
村
竹

二

『
夢
窓
国
師
』

(
サ
ー
ラ
叢
書

一
〇
、

一
九

五
八
年
、

平
楽
寺
書

店
)

=

二
七
頁

以
下
、
荻
須
純
道

「
夢
窓
国
師

の
浄
土
教
批
判
」

(『
禅
文
化
研
究
所
紀
要

』

=

一、

一
九

八
〇
年

三
月
)

な
ど
参

照
。

(
44
)

『
谷
響
集
』

(『
国
文
東
方
仏

教
叢

書
』
法
語
部
、

一
九

二
五
年
、

国
文
東
方
仏
教
叢
書
刊
行
会

)

(
45
)

同
右
。

(
46
)

『
二
十

三
問
答
』

(山
田
考
道

・
森
大
狂
校
訂

『
禅
門
法
語
集
』

復
刻
版
上
巻
、

一
九
七

三
年
、
至
言
社
)

(
47
)

例

え
ば
、

今
井
雅
晴

『
中
世
時
宗
成
立
史

の
研
究
』

第
三
章

(
一
九
八

一
年

、
吉
川
弘
文
館
)
参
照
。

(
48
)

『
斉
北
集
』

(
『
五
山
文
学
全
集
』
第

一
巻
)

(
49
)

『
看
病
用
心
砂
』
に

つ
い
て
は
、
服
部
氏
前
掲
書
、
新

村
氏
前

掲
書

の
ほ
か
、
鈴
木
成
元

「
看
病

用
心
砂

に

つ
い
て
」
(
『
日
本
歴

史
』

=
二
九
、

一
九
六
〇

年

一
月
)
参
照
。
ち
な

み
に
鈴
木
氏
は
、

本
書

を

「
臨
終

の
せ
ま

っ
た
大
病

人
」

に
対
す

る
看
病
人
お
よ
び

善

知
識

の
心
得

の
書
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
う

で
は
あ
る
ま

い
。

書

の
初
め
に

「
病

に
ふ
さ

ん
は
し
め
よ
り
、
命

の
つ
き
む
お
は
り

ま
て
、
御
用
心
候

へ
き
事
」
と
あ
り
、
ま
た
終
わ
り
に
も

「
以
前

条

々
は
病

の
は
し
め
よ
り
か
ね
て
よ
く
よ
く

こ
の
む
ね
を
御

心
え

あ

る

へ
き
候
」

と
あ
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、

必

ず

し

も

「
臨
終

の
せ
ま

っ
た
大
病
人
」

に
限
定
さ
れ
な

い
、
「
病
者

一
般
」

に
対
す

る
心
得

の
書
と
し
て
書

か
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
思
う
に
、

鈴
木
氏

の
誤
解

は
、
治
病
行
為

に
た

い
し
て
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で

あ

る
と
い
う
本
書

の
特
異
な
性
格
か
ら
生
じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

(50
)

こ

の
点

に
関
連

し
て

一
言
し
て

お

き

た

い
の

は
、

い
わ
ゆ

る

「
病

11
善

知
識
」
論

に

つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
池

見
澄
隆
氏

は
、
中

世
に
お

い
て
は
、
病

を
害
悪

と
み
な
す
立
場
と
は
異
な
り
、
病

を

往
生

の
機
縁
と
し
、

そ
の
病

に
プ

ラ
ス
の
価
値
を
見

い
だ
す

「
病

11
善
知
識
」
論
が
あ

っ
た
と
述

べ
ら

れ
た

(同
氏

「
日
本
人

の
仏

教
的
病
気
観
」

(『
仏
教

の
生
命
観
』
、

一
九
九
〇
年
、
平
楽
寺
書

店
)
。

こ
れ
は
大
変
貴
重
な
指
摘

で
あ

っ
た
と
考

え
る
が
、
「
病

11

善
知
識
」
論

に
も
、
病
を
往
生

(
死
)

の
機
縁

と
考
え
る
浄
土
教

的
立

場

(来
世
主
義
)
の
も

の
と
、
例
え
ぱ

『
元
亨
釈
書
』
「
永
観
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伝
」

の

「嘗

言
病
者
善
知
識

也
、
我
因
病
苦
堅
進
修
」
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
病

を
逆
縁
と
し
て

一
層
修
行

に
励
む
と

い

っ
た
禅
宗

的
立
場

(現
世
主
義

)
の
も

の
が
あ

っ
た

こ
と
が
、
池
見
氏

の
あ

げ
ら
れ
た
史
料
か
ら
も
窺

わ
れ
る
。

こ
れ
ら

は
同
じ
く

「
病

ー
善

知
識
」
論
を
と
り
な
が
ら

も
、
以
上

に
述

べ
た
よ
う
に
、
そ

の
発

想

は
全
く
異
な

っ
た
も
の
で
あ

り
、

こ
の
点

に
は
十
分
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
51
)

例
え
ぼ
、
医
薬

の
使
用
と
い
う
点

に
関
し

て
、
真
言
僧
覚
鎮
や

実
範
あ
る

い
は
西
大
寺
僧
湛
秀
な

ど
は
積
極
的
な
利
用
を
述

べ
て

い
る

(新
村
拓
氏
前
掲
書

『
死

と
病
と
看
護

の
社
会
史
』

二
二
一二
、

四
頁
)
。

(
52
)

同
氏

「中

世
民
衆
史

に
お
け

る

『
癩
者
』
と

『
不
具
』
の
問
題
」

(『中

世
民
衆

の
生
活
文
化
』
、

一
九
七
五
年
、
東
大
出
版
)


