
縄

信

の

文
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場

合
)
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一(

中
世
輝
林
に
よ
つ
て
形
成
し
育
成
さ
れ
來

つ
た
學
問
乃
至
文
學
を

一
般
に
五
山
文
學
乃
至
五
山
文
化
と
呼
稻
し
て
い
る
。

古
來
暉
の
本
質
は

「
以
心
傳
心
不
立
文
字
」
と
さ
れ
、

暉
に
は
學

問
、
文
學
の
介
入
す
る
鯨
地
は
全
く
な
く
、

む
し
ろ
文
學
を
捨
て
て

一
途
に

「見
性
成
佛
」

す
る
こ
と
を
標
傍
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

の　

こ

　

り

　　

師

ち
蘭

渓

道
隆

は

「
参

暉
,學

道

者
、

非

一一四

六
文

章

一。

宜

レ
参

γ
=
活

　

べ

　

こ

　

し　
　
　

　

お

租

意

一。

莫

γ
念

二

死
話

頭

一」
。

と
誠

め

ら
れ
参

學
者

は

、
四

六
文

章

、

謂

る
文
學

を
學

ぶ

こ
と

が
参

學

と

思

つ
て

は

な
ら

ぬ
、

そ
う

い
う
者

は
死

し

た
話

頭

を

念
ず

る
も

の

で
あ

つ
て
、

そ

う

い
う
虚

か

ら

活
き

た
租

師

の
輝

を

見

出

す

こ

と

は
出
來

ぬ
と
示

し

て

い
る
。

参

學

者

の

ニ
ハ

ニ
シ
テ

ク

ス

ヲ
㈹

眼

目

は

コ

道

心
堅

固
、

須

γ
要

一一見

性

一」

と

い
は

れ

る
如

く
、

何

べ

　

を

お

い

て
も

見

性

す

る

こ

と

に
あ

ら

ね

ば

な
ら

ぬ
。

見

性

す

る
に

は

テ

レ

ス
ル

コ
ト

心

「謹

莫
=
難
用
心
一

」
で
雑
.用
心
印
ち
學
問
な
ぞ
に
心
を
螢
し
て

い

た

の

で

は

と

て

も

縄

の

蕩

奥

は

手

に

入

る

も

の

で

は

な

い

と

。

　

　

ゑ

こ

ぜ

　

こ

え
　

　

に

「
所

謂

猛
烈

放

二
下

諸

縁

一專

一
究

=
明

己
事

一」
こ
と

に
あ

ら

ね
ば

な

ら

ぬ
こ
と

は
論

ず

る
ま

で
も

な

い
こ

と

で
あ

る
。

(二)

 

暉
林
の
本
來
的
性
格
は
文
學
的
要
素
を

否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
輝
林
に
文
學
が
嚢
生
し
た
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持

つ

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
國
に
於
て
護
展
し
た
禮
林
が
既
に
彼

の

地
に
於
て
高
度
の
學
問

文
學
を
持

つ
に
至
つ
て
お
り
、
暉
文
化
が
日
本
の
五
山
の
特
殊
的
現

象
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
出
來
な
い
。

暉
の
大
陸
直
輸
入
と
い
う
歴

史
的
宿
命
が
文
學
の
嚢
生
と
い
う
こ
と
に

直
接
的
原
因
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

玉
村
竹
二
氏
は
大
陸
に
於
て

「
暉
林
と
文
學
と
の
關
係
を
つ
け
た

の
は
」
「暉
林
の
貴
族
化
と
官
僚
化
の
結
果
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。



輝僧の文學観170

宋
時
代
に
縄
林
の
組
織
が
完
成
し
て
途
に
官
僚
化
す
る
に

至
つ
た
こ

と
も

一
つ
の
原
因
で
は
あ
る
。
然
し
乍
ら
更
に

一
歩
進
ん
で
宋
の
儒

者
、
宋
學
が
暉
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
信
者
と
出

家
者
を
出
し
た
こ
と
に
も
大
い
に

原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。宋

儒
程
明
道
は
暉
を
學
び
常
に
静
坐
を
行

い
、

定
林
寺
に
お
い
て

百
丈
清
規
に
準
じ
た
衆
侶
の
威
儀
の
嚴
粛
な
る
を
見
て
嘆
稻
し
た
こ

と
は
伊
洛
淵
源
録
、

粋
言
等
に
出
て
い
る
。
程
伊
川
は
黄
龍
山
の
嬢

源
性
清
と
交
渉
を
持
ち
熱
烈
に
求
道
を
し
て
お
る
。

又
程
門
の
有
名

な
楊
無
山
も
盧
山
の
東
林
寺
常
総
に
就
き
輝
を
學
び
、

そ
の
他
周
漁

漢
、

蘇
東
披
も
輝
を
學
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
久
保
田
量
遠
氏
は

「
宋
學
は
輝
を
基
調
と
し
て
ゐ
る
だ
け
に
、

こ
れ
を
極
論
す
れ
ば
宋

學
印
輝
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
主
張
し
て
い
る
。

儒
學
者
の
暉
接
近
に
よ
つ
て
、

儒
者
の
輝
林

へ
の
改
宗
蹄
投
と
い

う
現
象
が
出
て
來
た
。
印
ち
、
催
漢
廣
聞
、
雲
峰
妙
高
、
元
受
行
端
、

大
川
普
濟
、
敬
中
普
荘
、
妙
峰
之
善
、
敬
曼
居
簡
、
夢
堂
曇
題
、
行

中
至
仁
、
及
び
月
林
師
観
、
無
見
先
観
、
海
雲
印
簡
、

龍
源
介
清
等

は
輝
林
に
蹄
投
し
た
人
々
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

中
國
に
お
い

て

一
流
の
文
學
者
と
暉
信
の
知
識
互
換
の
關
係
に
よ
つ
て
、

ま
ず
輝

に
文
學
が
嚢
生
す
る
要
素
が
出
來
上
つ
た
と
い
え
る
。

玉
村
竹
二
氏
は
繹
の
文
學
的
つ
な
が
ヶ
は

「輝
宗
は
直
観
を
重
ん

じ
、
言
詮
を
紹
す
る
」

爲
に
言
語
を
超
え
た
言
語
を
用
い
る
場
合
は

必
然
的
に

「
言
語
を
象
微
的
に
用
い
る
」

と
い
う
こ
と
に
原
因
が
あ

る
と
し
、
又
言
語
の
象
微
的
使
用
が
後
の
韻
文
的
爽
展

に
な
る
と
主

張
さ
れ
て
お
る
。

私
は
こ
れ
に
封
し
て
主
観
的
で
は
あ
る
が
む
し
ろ

輝
僧
の
文
學
者
的
教
養
が
自
ら
言
語
の
象
微
的
使
用

へ
と
登
展
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
か
る
暉
櫓
の

文
學
的
素
養
が
組
織
化
し

て
く
る
と
文
學
的
表
現
形
式
が
固
定
化
し
て
、

縄
林
の
文
學
的
財
産

と
し
て
傳
承
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。

(
こ
れ
に
就
て
は
別
に

一
章
を

草
す
る
必
要
が
あ
る
。)

◎

以
上
の
如
き
傾
向
は
日
本

へ
傳
來
し
た
鎌
倉
の
暉
林
に
受
け
つ
が

れ
、
盆
々
獲
展
し
て
行

つ
た
。

印
ち
日
本
の
暉
林
文
學
の
源
流
は

一

山

一
寧

(來
朝
元
信
)
に
擬
定
さ
れ
る
。

一
山
は
元
の
使
節
と
し
て

來
朝
し
た
高
信
で
、
彼
は
高
い
宗
教
人
格
と
、

豊
か
な
文
操
の
持
主

で
あ
つ
た
が
爲
に
日
本
の
公
武
の
崇
敬
す
る
所
と
な
り
、

北
條
貞
時

は

一
山
を
建
長
、
圓
覧
、
深
智
の
諸
寺
に
延
請
し
、

後
宇
多
法
皇
は

京
都
に
招
い
て
、
南
暉
寺
に
勅
住
せ
し
め
ら
れ
た
程
で
あ
つ
た
。

一
山
は
交
學
上
で
は
雪
村
友
梅
、
虎
關
師
錬
の
二
大
門
人
を
出
し
、

又
龍
山
徳
見
、
蒙
山
智
明
に
も

感
化
を
及
ぼ
し
た
五
山
輝
林
の
亘
壁

で
あ
る
。

夢
窓
國
師

(魏
≡

毬

(以
下
國
師
と
い
ゑ

は
つ
と
に

蕾

を

 慕
い
正
安
元
年

(
一
二
九
九
)
鎌
倉
に
下
向
し
掛
搭
を
願
つ
た

と
こ
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ろ
、志
願
者
が
敷
十
人
に
及
ん
だ
爲
に
、
一
山
は
偶
頒
の
課
題
を
出
し

て
試
験
を
し
た
と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
國
師
は
上
科
に
合
格
し
た

二
人
の
中
の
一
人
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雲
水
時
代
に
既

に
文
學
的
素
質
に
恵
ま
れ
た
國
師
で
は
あ
つ
た
。

雲
水
時
代
に
か
く
の
の
如
き
英
才
を
登
揮
し
た
國
師
は

「頭
憎
明

徹

で
あ
つ
て
、
事
物
の
分
別
と
い
う
こ
と
を
徹
底
的
に
窮
め
な
け
れ

ば

や
ま
な
い
性
格
で
」
「
極
め
て
論
理
的
な
考
え

方
に
徹
す
る
人
で

典
型
的
な
教
相
家
と
」
ま
で
云
わ
れ
る
。

國
師
は
五
山
縄
林
の
ギ
ば
を
占
め
る
夢
窓
派
の
租
で
あ
り
、

五
山

文
學
史
上
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

國
師
の
文
學

に
封
す
る
態
度
に
は
叉
教
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

師
ち
三
會
院
遣

誠
に
お
い
て

「我
有
=
三
等
弟
子
一」
と
言
わ
れ
遣
誠
を
垂
れ
ら
れ
た

こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

こ

　

　

　
　

　

　

　

　

え

　

「
所

謂

猛
烈

放

=
下

諸

縁

一專

一
窮

一一
明

己
事

一是

爲

=
上
等

一、

　

　　

　

　

　

　

　

　　

　

　

修
行

不

r
純

駁

難
.好

レ
學

謂

=
之

中

等

一。

自

昧

=
己
憲

光

輝

一
ロ
ハ

　

　

　

　

　

り

　

も

う　

　

　

　

　

こ

　

　つ

嗜

=
佛

租

誕

唾

一此

名

ご

下
等

一
、
如

其

酔
一一
心

於

外

書

一
立

二
業

こ

　

　

　

　

　

　

こ

　

の

於
交
筆
一者
此

是

剃
頭

俗
人
也
。
不
レ足
三
以

作
=下
等
一云
々
」
と

せ
ら
れ
、
純

一
に
修
行
も
せ
ず
に
駁
難
の
學
問
を
好
む
者
は
儒
と
し

て
中
等
で
あ
り
、
外
書
を
學
ん
で
文
筆
を
こ
と
と
す
る
者
に
至
つ
て

は
剃
頭
の
俗
人
で
あ
る
。
下
等
の
檜
の
仲
間
に
も
入
ら
る
べ
き
も
の

で
は
無
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
國
師
は
第

一
に
駁
雑
の
學
を
な
す
者

を
戒
め
ら
れ
、
第
二
に
外
書
に
心
酔
し
て
修
琿
を
等
閉
に
す
る
者
を

戒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

國
師
は
第

一
の
者
、
駁
雑
の
學
を
な
す
者
は
、
「
胸
中
に
難
知
雑
解

を
た
く
は
へ
て
、
安
排
計
較
す
る
は
亦
是

れ
句
に

参
ず
る
分
な
り
。

然
ら
ば
則
ち

一
切
の
知
解
情
量
を
放
下
し
て
、

直
に

一
則
の
公
案
を

㈲

み
す
る
は
是
れ
意
に
参
ぜ
し
む
る
手
段
な
り
」
と
さ
と
し
て
、

句
に

参
ず
る
こ
と
を
止
め
、

意
に
参
ぜ
よ
と

い
わ
れ
る
。
第
二
の
者
、
外

道
を
學
ぶ
者
に
封
し
て
は
、
「教
門
の
施
設
及
至
孔
孟
、
老
荘
の
教
外

道
世
俗
の
論
ま
で
も
し
ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
。

今
時
の
學
者
多

く
は
是
れ
眞
實
の
道
心
は
な
し
。

名
聞
我
慢
を
先
と
す
る
故
に
、
自

己
も
い
ま
だ
嚢
明
せ
ぎ
る
に
、

輝

・
教

の
法
門
を
習
學
す
る
を
努
め

と
す
。

其
の
中
に

一
知

一
解
を
得
つ
れ
ば
、
や
が
て
善
知
識
を
た
て

て
愚
人
を
誼
惑
し
、
其
の

一
知

一
解
を
人
に
し
め
し
て
、
若
し
學
者

の
見
解
我
が
知
解
に

か
な
う
時
は

こ
れ

を
印
讃
す
、
大

な

る
錯
な

09

り
。」
と
示
し
、
自
己
も
獲
明
せ
ぬ
も
の
が
、
名
聞
我
慢
の
た
め
に
、

教
門
の
施
設
印
ち
教
相
學
と
か
、

外
道
の
孔
孟
の
學
門
や
老
荘
を
研

究
し
た
り
す
る
の
で
あ
つ
て
は
、

眞
個
の
道
心
の
あ
る
者
の
道
で
は

な
い
。

僅
か
に
教
門
の
牛
端
な
知
解
を
得
た
ら
そ
れ
で
も

つ
て
善
知

識
ぶ
り
、
學
者
を
引
接
し
、

そ
の
見
解
が
自
己
の
知
解
に
契
つ
た
ら

印
讃
を
與
え
た
り
す
る
、

こ
れ
は
大
な
る
錯
と
い
う
べ
き
だ
と
し
て

い
る
。

こ
れ
は
當
時
の
暉
界

の
一
部
の
傾
向
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
課

で
あ
る
が
、

そ
れ
を
酷
評
し
た
の
だ
と
思
う
。
國
師
の
眼
目
は
ど
こ

ま
で
も
先
づ
開
語
、

自
己
獲
明
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
自
己
を
爽
し
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た
も
の
は

「努
め
て
」
内
典
外
典
を
習
學
せ
よ
と
云
は
れ
る
の
で
あ

る
。「然

ら
ば
則
ち
輝
門
の
宗
師
同
じ
く

一
切
の
學
解
を
放
下
し
て
、

自
ら
参
じ
自
ら
究
め
よ
と
す
、
め
玉

へ
り
」

と
す
る
の
は
國
師
の
主

張
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、

古
來
輝
門
の
鐵
則
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

、
▽
〈
「暉
門
の
學
者
の
中
に
、

宗
師
の
語
話
を
船
筏
と
し
て
、
教
家

の
船
筏
に
は
勝
れ
た
り
と
思
う
て
慢
心
を
起
す
」
學
者
が
あ
っ
た
ら
、

そ
の
よ
う
な
者
は
、

「
た
と
ひ
大
き
に
勝
れ
た
る
船
筏
に
の
り
た
り

と
も
、
其
の
中
に
嬉
戯
し
て
究
寛
安
隠
の
想
を
な
さ
ば
、

一
生
む
な

し
く
此
の
岸
に
住
著
し
て
、

船
筏
の
沙
汰
を
だ
に
せ
ぬ
者
に
は
ま
さ

れ
り
と
い
へ
ど
も
、

い
た
づ
ら
に
河
流
に
た
だ
よ
ふ
て
、

彼
岸
に
い

た
ら
ぎ
る
」
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

印
ち
教
相
と
宗
學
と
を
比
較

し
た
場
合
に
、
宗
學
の
方
が
輝
の
本
意
に
副
う
て
い
て
優
れ
て
い
る
。

し
か
し
宗
學
が
ど
こ
ま
で
も
知
解
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
の
で
は
、

彼

岸
で
あ
る
自
己
の
本
分
底
に
遇
著
す
る
こ
と
は
有
り

得
ぬ
と
さ
れ

る
。
國
師
は
更
に

「本
分
に
契
當
せ
ん
が
た
め
に
先
づ
種
々
の
法
門
を
習
學
し
て
、

然
し
て
後
に
其
の
學
解
に
よ
り
て
修
行
せ
ん
と
思
は
ば
、

人
の
命
は

百
年
の
内
を
限
れ
り
、
習
ふ
べ
き
法
門
は
無
理
無
邊
な
り
、

學
ぶ
所

ひ
ご
ろ

い
ま
だ

つ
き
ぎ
る
に
其
の
命
己
に
終
る
。

此
の
時
日
來
の
學
解
す
べ

ω

て
盆
な
し
、
荘
然
と
し
て
業
縁
に
引
か
れ

輪
廻

を
ま
ぬ
が
れ
ず
。」

自
己
の
本
分
底
を
究
明
す
る
の
に
、
租
録
や
語
録
を
學
び
、

學
解
に

よ
つ
て
修
行
を
進
め
よ
う
と
思
う
者
が
あ

る
と
す
る
場
合
、

そ
の
者

の
修
行
が
了
畢
せ
ぬ
程
に
、
本
人
の
生
命
が
絡

つ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
程
學
問
の
場
は
廣

い
の
で
あ
る
。

本
分
に
契
當
せ
ん
に
は
先
づ

「
知
解
情
量
の
及
ば
ざ
る
庭
に
向
つ
て
日
夜
に
提
撫
」
せ
な
け
れ
ば
、

「
噴
劫
無
明
の

一
時
に
清
滅
」
す
る
こ
と
は
有
り
得

ぬ
ど
云
は
れ
る
。

　四(

　

國
師
は
観
鷹
二
年
九
弓

二
十
六
日
、
未
後
垂
誠
に
「老
櫓
…李
生
信
γ

　
　

　

　

　

　

こ

　

　

　

口

道
著

却

無
二途
轍
一並

是
騎
晴
之
術
呼
一一小
玉
一之
手
段
也
」
と

示
し
、
「老
曾
が
卒
生
口
に
信
せ
」
て
残
し
た
法
語
、
垂
示
に
道
著
し

て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
は
皆
小
玉
を
呼
ぶ
手
段
で
あ
つ
て
、

本
分
底

か
ら
遠
ぎ
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。

國
師

の
示
さ
ん
と
す
る
主
旨
が
何

ん
で
あ
る
か
、

良
く
見
究
め
る
べ
き
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

邸
ち
年
譜
に
も
あ
る
が
如
く

「佛
租

の
言
敏
は
小
玉
を
呼
ぶ
の
手

段
な
り
」
な
の
で
あ
る
。

言
詮
の
上
に
佛
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

言
詮
を
よ
り
庭
と
し
て

「言
外
の
旨
を
領
」
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
言
外
の
旨
と
は
正
し
く
本
分

の
田
地
で
あ
り
、

如
實
知
心

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

「
し
か
る
を
今
時
輝
門
の
學
者
も
ま
た
語
録
を
よ
み
文
章
を
た
し

ひ
ご
ろ

な
み
て
、
其
の
中
の
才
學
日
來
よ
り
ま
さ
れ
る
所
あ
れ
ば
、

大
我
慢

㈲

を
お
こ
し
て
眞
實
の
語
入
な
き
事
を
ば
恥
ら
る
る
こ
と
な
し
。」
と
、

暉
門
の
學
者
が
語
録
を
讃
み
、

文
章
に
し
た
し
む
の
は
、
謂
る
五
山
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文
學
を
嗜
む
の
は
、

實
は
小
玉
を
呼
ぶ
の
手
段
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

が
、
文
學
を
學
ぶ
方
が

優
れ
て
く
る
と
却
つ
て
そ
れ
に
慢
心
を
起
し

て
、
眞
實
の
悟
を
忘
却
し
て
し
ま
う
。

そ
の
開
悟
の
無
い
事
す
ら
恥

と
せ
ぬ
状
態
で
あ
る
こ
と
は

嘆
げ
か
わ
し

い
こ
と

で
あ
る
と

云
わ

れ
、
國
師
在
世
當
時
の
暉
林
は
そ
う
い
う
意
味
で
「未
世
法
滅
の
相
」

で
あ
る
と
申
さ
れ
る
の
に
、
ふ
さ
わ
し
い
状
態
で
あ
つ
た
と
思
は
れ

㈲

る

Q花
園
院
震
記
に

　

こ

　

今
日
謁
一一宗
峰
上
人
一
輝
林
寺

長
老
々
々
参
内
、

御
問
答
之
膿
語
レ

　

り

　

　

　

　

ら

ぎ

　

之

、

日
來

有

=
道

者
之

聞

一、

傍

所

レ被

レ
召

也

、

而

如

γ
此

問

答

え
べ

　

　

　

　

　

　
　

　

　
り

　

　

　

者

、
都

末

γ出

二
教

綱

一、

達

磨

一
宗

、

掃

γ
地

而

蓋
、

可

レ
悲

々
々

　

　

　

こ

り

　

　

此

趣
密
々
所
r語

也
、
此
仁
己

爲
二關
東
蹄
依
之
僧
一、
傍

不
可
事

ぎ

え

　

　

　
　

え

等

、

可
二
隠
密

一
之
由

、

有

=
時

宜

一鰍

、価

上

人

不

γ
可

=

□
外

一之

由

　

　

こ

　

こ

　

　

示
γ之
、
予
情

思
〆
之
、
當
今
有
二
佛
法
與
隆
之
叡
慮
一之
由
風
聞
、

　

　

　

こ

　

　

　

　

　

而

依

二
東

方
之

形

勢

一、

還

被

二
隙

密

一、

如

何

々

々
、

以

二
此

仁

一

　
　

と

こ

　

　

　

　
　
　　
　

　
　

被

γ
用

=
宗

門

之

長

老

一者
、

印

是

滅

=
胡

種

族

一、

不

γ
可

γ
不

γ

て

悲

欺
、

と
あ
る
こ
と
は
國
師
理
解
の
爲
に
重
要
で
あ
る
。
印
ち
暉
林
寺
長

老
と
は
南
縄
寺
住
持
の
こ
と
で
、
國
師
に
外
な
ら
な
い
。

宗
峰
印
ち

大
燈
國
師
は
、
國
師

(夢
窓
)

の
宗
風
を
後
醍
醐
天
皇
と
の
問
答
よ

り
察
し
、
こ
れ
を
評
し
て
す
べ
て
ま
だ
教
綱
を
出
な
い
も
の
、
.
教
宗

の
要
綱
印
ち
論
理
を
出
て
い
な
い
所
謂
知
解
で
あ
る
と
し
、

か
く
の

如
き
人
が
宗
門
の
長
老
に
な
つ
た
の
で
は
、

達
磨
宗
は
地
を
掃

っ
て

亡
ぶ
だ
ろ
う
と
花
園
上
皇
に
申
し
て
い
る
。

上
皇
も
又
こ
の
仁
を
宗

門
を
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
申
さ
れ
、

悲
し
み
に
は
え
ぬ
こ
と
だ

と
も
ら
し
て
お
ら
れ
る
。

林
下
の
大
燈
國
師
の
批
到
は
政
治
的
に
は

無
力
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
が
、

國
師
が
論
理
の
師
で
あ
り
眞
の
達

磨
宗
の
宗
風
を
傳
え
ぬ
者
と
き
め
付
ら
れ
る
こ
と
は
、

國
師
の
宗
風

は
や
は
り
そ
の
傾
向
が
張
か
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

震
記
に
い
う
教
綱
は
國
師
が

力
読
さ
れ
る
小
玉
を
呼
ぶ
の
手
段
に

過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

ウ不
學
邸
ち
論
理
を
學
ぶ
の
は
良
い
が
、
先
づ

本
分
の
田
地
を
究
明
す
る
こ
と
を
忘
却

し
て
は
な
ら
ぬ
、
「
專

一
窮
明

己
事
」
す
る
者
が
第

一
等
の
信
で
あ
つ
て
、

唯
、
好
學
の
者
は
俗
人

に
等
し
い
と
究
め
付
け
ら
れ
る
。
そ
う
垂
誠
さ
れ
る
國
師
が
滅
胡
種

族
の
師
と
ま
で
云
は
れ
る
こ
と
は
な
ん
と
し
た
も
の
か
。

國
師
は
自

ら
の
弱
さ
を
知
る
が
爲
の
慈
悲
心
の
現
れ
で
も
あ
る
の
か
。

以
上
の
様
な

國
師
の
立
場
で
は
あ
つ
た
が
、

門
弟
義
堂

周
信

は

「空
華
集
第
十
七
」
に
於
て

コ

文

一
藝
、
空
中
小
蛸
。
此
梁
亡
名
子
言
也
。
文
章

一
小
伎
、
於

　

　

γ
道
未

γ
爲

γ
尊

。

此
唐

杜

甫

子

之

言
也

。

如

三

一
子
言

一
則
文

章

與

二
乎

道

一遠
者

明

　

。

而

雑

華
経

則

説
、

菩

薩

能

於

二
離
文

字

法

中

一、

出

二

生
文

字

一。

又

読

、

錐
ア
随

二
世

俗

一演
中
論

文

字

上
、

而
恒

不

γ壌

=
離

文

字

法

一。

子

劉
子

則

説

、

心

精

微
爽

而

爲

γ文

。

如

=
此

二
者

説

一
道
固
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不
レ外
=手
文
字

一　
。」
(文
伸
説
)

こ
の
頃
膨
済
と
し
て
隆
盛
に
な
っ
て
來
た
暉
林
文
學
を
目
の
前
に

し
て
多
く
の
文
學
曾
は
、

法
を
主
食
に
文
學
を
菜
奨
に
喩
え
て
、
法

と
文
と
が
象
備
さ
れ
る
の
を
理
想
と
し
で
い
た
様
で
あ
る
。

周
信
に

於
て
も
難
華
纒
の
菩
薩
は
よ
く
離
交
字
法
中
に
於
て
、

文
字
を
出
す

が
如
く
、
世
俗
の
爲
に
は
止
む
を
得
ず
文
字
を
演
読
す
る
が
決
し
て

離
文
字
法
を
壊
す
様
な
こ
と
は
無
い
と
す
る
。
又

「
凡
吾
徒
學
レ詩
、
則
不
γ爲
=俗
子
及
第
等
一。
蓋
七
佛
以
來
、
皆
以
=

一
偶
一見
γ意
。

一
喝
之
格
、

假
ご俗
子
詩
一而
作
耳
。
諸
子
勉
γ之
。

タ
グ

ニ

㈹

又
詩
有
γ補
=於
吾
宗
一、
之
=翅

嘘
詠

一　
。」
と
い
い
、

詩
文
は
過

去
七
佛
以
來
皆
偶
を
作
つ
て
意
中
を
表
現
し
た
。

こ
の
よ
う
に
詩
文

は
吾
が
宗
旨
を
補
足
す
る
も
の
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
勉
め
て

喩
詠
す
る
よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
國
師
の
立
場
は
、

本
分
の
田
地
が
手
に
入
ら
ぬ

裡
は
、
文
學
・な
ぞ
を
學
ぶ
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
。

然
し
か
か
る
誠

め
も
周
信
に
至
る
と
宗
學
を
學
ぶ
場
合
そ
れ
が
補
足
の
手
段

と
し

て
、
詩
文
を
作
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
方
向
に
攣
化
す
る
の
で

あ
る
。

(五)

 

義
堂
周
信
は
そ
の
後
に

「今
時
吾
徒
坐
輝
せ
ず
、
看
経
せ
ず
、
但
外
學
に
馳
騎
す
。

他
田

獅
子
座
に
登
り
、
人
天
衆
に
封
し
て
何
を
読
か
ん
と
す
る
か
、

是
乃

㈹

ち
佛
法
滅
書
の
相
な
り
、
痛
し
い
哉
」

と
嘆
き
、
弟
子
達
が
皆
競

つ
て
外
學
を

學
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
佛
法
滅
審
の
相
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。

こ
の
様
な
幣
害
が
現
れ

る
に
至
つ
た
遠
因
は
や
は
り

國
師
に
嚢
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
印
ち
國
師
は
文
學
は
小
玉
を
呼
ぶ
の
手
段
と
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
小
玉
は
手
段
で
あ
つ
て
目
的
で
な
い
と
の
力
説
さ
れ
た
が
、

手
段
と
し
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

國
師
は
や
や
も
す

る
と
文
弱
的
に
流
れ
よ
う
と
す
る
弟
子
達
を
戒
め
て
、

回
を
重
ね
て

注
意
さ
れ
た
が
、
否
定
し
切
る
こ
と
の
出
來

ぬ

一
本
の
道
が
淺
さ
れ

て
い
た
と
い
へ
る
。
又
前
に
見
た
如
く

國
師
自
身
に
文
學
的
敏
養
が

十
分
身
に
付
い
て
い
た
こ
と
が
、

國
師

の
主
張
を
ぼ
や
け
さ
す
こ
と

に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

(10)(9)(8)(7)(6)(5>(4)(3)(2)(1)

血
豚
論

大
畳
輝
師
遺
誠

中
峰
國
師
座
右
銘

大
燈
國
師
遣
誠

夢
窓
國
師
遣
誠

玉
村
竹
二
著

「
五
山
文
學
」

支
那
儒
道
佛
交
渉
史
、
二
三
九
頁

玉
村
竹
二
著

「
夢
窓
國
師
」
九

二
頁

夢
窓
國
師
語
録

夢
中
問
答

(岩
波
本
九
三
頁
)
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夢
中
問
答

(
岩
波
本
九
四
頁
)

夢
中
問
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岩
波
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九
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頁
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夢
中
問
答
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岩
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八
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中
問
答
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岩
波
本
八
八
頁
)

夢
中
問
答

(
岩
波
本
九
七
頁
)

空
華
日
工
集
、
鷹
安

二
年

九
月

二
日
の
條

西
山
夜
話

　

　

　　

　

遽
來
叢
林
に
復
た

一
種
あ
り
て
、
專
ら
外
典

を
學
ん
で
業
と
爲
す
云

々

空
華

日
工
集
、
慮
安

四
年
十

二
月
十
六
日

の
條

執
筆
者
紹
介

森

暢
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荻

須

純

道
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頑

島

俊
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田
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正
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直
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氏
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岡

順

雄

氏

市

川

白

弦

氏

大

石

守

雄

氏

横

山

文

綱

氏

小

林

圓

照

氏

李

田

高

士

氏

花
園
大
學
教
授

花
園
大
學
教
授

花
園
大
學
教
授

〃

教
授

〃

敏
授

佛
教
美
術
史

佛
教
史
學

佛
教
史
學

佛
教
學

暉
宗
學

正
眼
短
期
大
學
監
・
教
授
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京
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大
學
人
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學
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學
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教
授
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阪
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學
教
授
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學
講
師

花
園
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學
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授

〃

教
授

〃

助
教
授

縄
文
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研
究
所
員

花
園
大
學
助
手

〃

講
師
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教
學

佛
敏
學
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教
史
學
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