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抜
隊
得
勝

(
一
三
二
七
ー

一
三
八
七
)
は
塩
山

(山
梨
県
)
向
嶽
寺

の
開
祖
で
あ
る
。
俗
姓
は
藤
氏
、
相
州
中
村
の
人
で
、
そ
の
生
存

し
た
の
は
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
で
あ
り
、
十
四
世
紀

に
活
躍
し
た
禅
者
で
あ
る
。
そ
の
出
家
は
お
そ
く
、
二
十
九
歳
の

と
き
で
あ
り
、

鎌
倉

の
肯
山
聞
悟

(大
覚
派
)
、

常
陸
の
復
庵
宗

己

(禅
宗
四
十
六
伝
申
の
一
人
)
等

の
諸
老
に
参
じ
、

の
ち
出
雲
雲

樹
寺
の

孤
峯
覚
明

(三
光
国
師
)
に
嗣
法
し
た
。

孤
峯
は

心
地
覚

心

(法
燈
国
師
)
の

会
下
で
あ
る
か
ら
、

抜
隊
は
法
灯
系
の
禅
を

嗣
承
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
江
州
永
源
寺
の
寂
室
や
洞
上
の
宗

匠

で
あ
る
能
州
総
持
寺
の
峨
山
を
訪
れ
た
り
、
伊
豆
、
相
模
等
に

庵
居
し
た
が
、
晩
年
塩
山
に
向
嶽
庵
を
開
創
し
、
大
い
に
禅
風
を

あ
げ
、

至
徳
四
年

(
一
三
八
七
)
二
月
二
十

一
日
、

六
十

一
歳

を

以

て
示
寂
し
、
の
ち
慧
光
大
師
と
詮
さ
れ
て
い
る
。

遺
著
に
語
録
、
遺
誠
、
行
録
等
六
巻
の
ほ
か
に
、
仮
名
法
語
、

塩
山
和
泥
合
水
集
等
が
あ
る
。
仮
名
法
語

は
道
俗
に
与
え
た
書
簡

十
通
を
拾
い
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
和
泥
合
水
集
は
道
俗
の
疑
問

に
応
じ
て
説
示
し
た

法
語
を

随
侍
の
僧
が

筆
録
し
た
も
の
で
あ

る
。

同
書
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
記
し
集
め
た
法
語
が
三
冊
と
な
り
、
禁

ず
る
も
こ
れ
を
書
写
す
る
も
の
が
多
く
な

っ
て
き
た
の
で
、
或
は

伝
写
さ
れ
る
う
ち
に
誤
写
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
抜
隊
が
在
世

中
に
梓
に
鍍
め
た
も
の
で
あ
る
。
侍
者
が
題
名
を
請
う
た
と
き
、

抜
隊
は

「是
れ
予
の
本
意
に
あ
ら
ず
。
這
般
は
和
泥
合
水
の
野
語

な
り
。
安
ん
ぞ
什
腰
の
首
題
の
名
字
を
か
著
け
ん
や
」
と
し
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
題
名
と
し
、
塩
山
和
泥
合
水
集
と
号
し
た

と
い
う
。
侍
者
は
恐
ら
く
明
道
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

書
が
最
初
刊
行
さ
れ
た
の
は
至
徳
三
年
の
こ
ど
で
あ
る
。
古
田
紹

欽
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば

「至
徳
版
の
形
式

と
構
成
は
、
美
濃
紙
版
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三
巻
本
で
、

上
巻

四
十
二
紙
、

中
巻
五
十
九
紙
、

下
巻
四
十
五

紙

、
各
巻
四
周
単
辺
、
半
葉
九
行
、

一
行

の
字
詰
二
十
字
前
後
の

木
版
本
で
あ
り
、
本
文
は
漢
字
混
り
の
片
仮
名
で
あ
る
。
上
巻
下

巻

は
初
葉
の
右
下
辺
外
に
、
申
巻
は
見
返
し
左
隅
に
模
英
な
る
刻

者

の
名
を
出
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
は
の
ち
慶
安
年

申
に

重
刊
さ
れ
た
が
、

い
ま
は
禅
門
法
語
集

(正
編
)
、
禅
学
大

系

(祖
録
部
第
四
)
等
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

弟
子
明
道
の
誌
す
行
録
に
よ
れ
ば
、
抜
隊
は
早
く
も
幼
少

の
頃

か
ら
宗
教
的
懐
疑
性
を
も

っ
て
い
た
。
抜
隊
は
四
歳
の
と
き
父
を

亡

っ
た
。
三
回
忌
法
要
の
と
き
僧
に
問
い
、
父
す
で
に
喪
し
形
な

き
に
、
ど
う
し
て
こ
の
供
物
を
喫
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
聞

い

た
と
こ
ろ
、
現
身
は
喪
し
て
も
霊
魂
が
来

っ
て
こ
れ
を
受
け
る
と

き
き
、
い
っ
た
い
霊
魂
と
は
い
か
な
る
形
を
し
て
い
る
か
、
分
明

に
こ
れ
を
知
ろ
う
と
し
て
深
く
こ
れ
を
疑
い
、
こ
の
疑
情
は
年
と

と
も
に
深
ま

っ
て
い
っ
た
。
ま
た
八
九
歳

の
頃
、
三
塗
地
獄
の
苦

患

を
怖
れ
、
心
急
に
火
坑
に
臨
む
が
如
く
に
な
り
、
落
涙
切
な
る

も

の
が
あ

っ
た
と
い
う
。
来
生
に
お
い
て
苦
楽
を
受
け
る
か
、
或

は
成
仏
す
る
と
し
て
も
、
霊
魂
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
で

あ

る
か
を
疑

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
即
今
こ
の
よ
う
に
見
聞
覚
知
す

る
の
は
、

い
っ
た
い
何
物
で
あ
る
か
と
い
う

疑
い
が

生
じ
て
来

た
。
こ
の
よ
う
な
疑
団
を
お
こ
し
て
忘
身
安
坐
し
た
と
き
、
胸
中

洞
然
と
し
て
明
白
と
な
り
、
本
来
無
生
に
し
て
霊
魂
の
看
取
す
べ

き
も
の
な
き
こ
と
を

知
り
、

独
り
自
笑
し
て
身
心
軽
安

と
な

っ

た
。
こ
の
心
境
を
僧
俗
に
問
う
た
が
、
こ
れ
を
よ
く
弁
じ
て
呉
れ

る
者
が
な
か

っ
た
。
そ
の
後
俗
書
を
読
み

「
心
は
是
れ
主
、
身
は

是
れ
客
」
な
る
語
を
見
て
、
ま
た
重
ね
て
疑
心
を
も
つ
に
い
た

っ

た
。
心
が
主
で
あ
る
と
い
う
主
は
、
な
ぜ
無
い
の
か
。
身

の
ほ
か

に

一
物
も
無
い
の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
ま
さ
に
こ
れ
は
主
人
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
だ
こ
の
疑

い
は
明
か
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
抜
隊
は
こ
の
よ
う

に
純
粋
な
宗
教
的
懐
疑
性
を
少
年
の
頃
か
ら
も

っ
て
い
た
。

さ
ら
に
ま
た
行
録
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
熾
烈
な
求

道
心
を
も

っ
て
お
り
、
そ
の
求
道
的
態
度

に
心
を
強
く
ひ
か
れ
る

も
の
が
あ
る
。

抜
隊
が

人
命
霜
露
の
如
し
と

生
死
事
大
を

感
じ

て
、
遂
に
出
家
を
決
意
し
、
落
髪
し
た
の
は
二
十
九
歳

の
正
月
十

七
日
で
あ

っ
た
。
衣
も
着
け
ず
、
経
も
読
ま
ず
、
出
家
と
し
て
の

威
儀
体
裁

に
は
よ
ら
な
か

っ
た
が
、
し
か
し
い
た
る
と
こ
ろ
で
飢

寒
を
忘
れ
て
閑
坐
し
、
風
雨

の
犯
す
の
も
覚
え
ず
、

一
心
不
乱
に

宗
教
的
疑
団

の
壁
に
ぶ
つ
か

っ
て
い
っ
た
。
当
時
得
曖
侍
者
な
る

入
が
い
た
。
こ
の
人
は
性
悪
言
を
重
ね
る
た
め
に
、
人
が
親
近
し

な
か
っ
た
。
し
か
し
山
居
久
し
く
有
力
の
人
で
あ

っ
た
。
こ
の
得

慶
侍
者
を
訪
れ
、
道
話
の
つ
い
で
出
家
求
道
の
大
願
を
述
べ
た
。

す
な
わ
ち
行
録
に
よ
れ
ば

吾
幼
歳
よ
り
常
に
謂
う
。
若
し
出
家
せ
ば
大
法
を
明
か
に
し
、
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ま

さ
に
仏
祖
の

慧
命
を
続
ぎ
、

上
根
を
接
し

迷
妄
を
敗
心む
べ

し
。
縦
ひ
無
間
地
獄
に
堕
在
し
て
も
、
他
人
の
苦
悩
に
代
る
べ

し
。

一
念
ま
た
こ
れ
を
悔
ゆ
べ
か
ら
ず
。
縦
ひ
虚
し
く
万
劫
千

生
を
送
り
、
而
も
大
法
を
明
め
ず
、
大
善
知
識
の
証
明
を
受
く

る
に
至
ら
ず
ん
ば
、
人
の
為
め
に
口
を
開
か
ず
、
直
に
仏
祖
向

上

の
源
底
に
透
入
し
て
、
生
生
世
世
荷
担
し
、
未
来
際
に
至
り

て
、
衆
生
を
済
度
し
尽
さ
ず
ん
ば
休
ま
ず
。

と

い
う
の
で
あ
る
。
環
侍
者
は
合
掌
低
頭
し
、
こ
れ
諸
仏
の
本
願

な
り

と
い
い
、
こ
れ
よ
り
環
侍
者
と
道
友
と
な
っ
た
と
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
仮
名
法
語
の
中
に
も
あ
り
、
次
の
よ
う
に
誌
さ
れ
て
い

る
。少

年
よ
り

一
の
疑
ひ
起
り
て
候

べ
し
。
抑
も
此
の
身
を
成
敗
し

て
、
た
ぞ
と
問

へ
ば
、
我
と
答

ふ
る
物
は
是
れ
何
物
ぞ
と
、

一

念
う
た
が
ひ
初
む
る
よ
り
し
て
、
歳

の
重
な
る
ま
ま
に
、
疑
ひ

深
く
な
る
に
よ
り
て
出
家
せ
ん
と
思
ひ
た
ち
候
ひ
し
と
き
、

一

の
大
願
力
起
り
て
候

べ
し
。
と
て
も
出
家
す
る
と
な
ら
ば
、
独

り

一
身
の
為
め
に
道
を
求
め
じ
、
諸
仏

の
大
法
を
悟
り
て
、

一

切
衆
生
を
度
し
尽
し
て
後
に
、
正
覚
を
成
ず

べ
し
。
又
若
し
此

の
疑
ひ
を
明
め
ぎ
ら
ん
中
に
、
仏
法
を
学
せ
じ
、
ま
た
僧
家
の

礼
を
学

せ
じ
、
人
間
に
交
ら
ば
、
善
知
識

の
下
と
山
と
よ
り
外

に
身
を
置
か
じ
。
出
家
の
後
、
こ
と
に
疑
ひ
も
深
く
な
る
に
従

っ
て
、
此
の
願
も
深
く
起
り
て
候

へ
し
や
う
は
、
前
仏
巳
に
浬

盤
し
、
後
仏
未
だ
世
に
出
て
た
ま
は
ぎ
る
中
聞
に
、
仏
法
の
絶

え
ん
と
き
に
お
い
て
、
無
仏
世
界
の
衆
生
を
度
せ
ん
に
、
さ
は

り
た
る
ほ
ど
の
大
道
心
を
起
さ
ば
や
、
縦

ひ
此
の
愛
見
の
罪
に

よ
り
て
、
無
間
地
獄
に
堕

つ
る
も
、
衆
生

の
苦
に
だ
に
か
は
り

得

べ
く
は
、
少
し
も
退
屈
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
生
々
世
々
未

来
際
を

尽
く
す
ま
で
、

此
の
願
を

失
は
じ
。

又
修
行
に
お
い

て
、
生
死
相
見
に
滞
ら
じ
。
又
小
善
根
を
修
し
て
、
寸
の
暇
を

費
さ
じ
。
又
自
ら
そ
の
力
至
ら
ぎ
ら
ん
に
、
人
を
利
益
し
て
、

人

の
眼
を
つ
ぶ
さ
じ
と
、
此
の
願
ひ
心
の
く
せ
と
な
り
て
、
工

夫

の
さ
は
り
と
な
り

候
ひ
し
か
ど
も
、

止
む
こ
と
を

得
ず
し

て
、
諸
仏
に
対
し
て
も
、
常
に
此
の
願
ひ
を
た
っ
し
て
候
ひ
し

ほ
ど
に
、

一
切

の
善
悪

の
縁
に
対
す
る
時
も
、
只
此
の
願
ひ
を

行
と
し
、
諸
天
の
眼
を
友
と
し
て
、
今
に
至
り
て
候
也
。
か
や

う
の
妄
想
の
境
界
を
申
し
候

こ
と
、
無
益

に
候

へ
ど
も
、
強
ゐ

て
御
尋
候
ほ
ど
に
、
身
が
初
心
の
時
の
所
願
を
書
付
て
、
げ
ん

ぎ
ん
に
入
れ
候
な
り
。

こ
れ
は
抜
隊
が
正
法
庵
主
の
強
い
て
の
所
望
に
よ
っ
て
、
出
家

求
道
の
発
願
を
述
懐
し
た
も
の
で
あ
る
。
・さ
と
り
を
求
め
る
人
を

菩
薩
と
い
う
。
こ
の
さ
と
り
を
求
め
る
菩
薩

に
悲
増
智
増
の
二
つ

の
型
が
あ
る
。
夢
窓
の
夢
中
問
答
に
よ
れ
ば

「
菩
薩
心
を
発
す
る

人
に
智
増
悲
増
の
差
別
あ
り
。
先
づ

一
切
衆
生
を
度
し
つ
く
し
て

後
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
と
誓
ふ
は
、
是
れ
悲
増

の
菩
薩
な
り
。
我
身
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先
づ
仏
道
を
成
じ
て
後
に
衆
生
を
度
せ
ん
と
す
る
は
是
れ
智
増
な

り
。
智
増
の
人
は
二
乗
心
に
似
た
り
と
い
へ
ど
も
、

一
切
衆
生
を

度

せ
ん
た
め
に
先
づ
自
身
の
成
仏
を
も
と
む
る
故
に
菩
薩
心
を
成

就
す
。
智
増
悲
増
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
衆
生
済
度
の
心
は
か
は

る
事
な
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
抜
隊
が

「出
家
求
道
す
る
と
な

ら
ば
、
独
り

一
身
の
た
め
に
道
を
求
め
じ
。
諸
仏
の
大
法
を
悟
り

て
、

一
切
衆
生
を
度
し
尽
し
て
後
に
正
覚
を
成
ず
べ
し
」
と
い
う

と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
悲
増
の
菩
薩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教

で
は
世
間
実
有

の
見
に
堕
し
、
利
益
の
相
を
存
す
る
よ
う
な
慈
悲

は
真
実
の
慈
悲
で
な
く
、

愛
見
の
大
悲
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
来

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抜
隊
は

「
縦
ひ
愛
見
の
罪
に
よ
り

て
、
無
間
地
獄
に
堕
つ
る
と
も
、
衆
生
の
苦
に
だ
に
か
は
り
得
べ

く
ば
、
少
し
も
退
屈
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
生
々
世
々
未
来
際
を

尽
す
ま
で
、
此
の
願
を
失
は
じ
」
と
す
る
と
こ
ろ
、
徹
底
し
た
利

他
行
の
大
願
が
看
取
さ
れ
る
。
墳
侍
者
が
思
わ
ず
合
掌
低
頭
し
た

の
も
実
な
る
か
な
と
思
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
抜
隊
の

発
菩
提
心
は
純
粋
で
あ
っ
た
。
真
実
を
求
め
て
の
疑
団
と
い
い
、

ま
た
さ
と
り
を
求
め
て
の
求
道
心
と
い
い
、
純

一
無
雑
な
も
の
が

あ
る
。
ま
た
嗣
法
後
、
塩
山
で
説
く
説
法
も
、
た
だ
純

一
に
見
性

成
仏
を
説
く
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
法
語
の
中
か
ら
、
抜
隊
の

示
す
禅
の
在
り
方
の

一
端
を
窺

っ
て
み
よ
う
。

二

 

禅
は
教
外
別
伝

・
不
立
文
字
と
い
わ
れ
る
。
釈
尊
の
真
実
の
教

は
経
典
の
理
解
や
言
語
文
字
の
手
段
に
よ
る
の
で
な
く
て
、
心
を

以
て
心
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
こ
と
ば
を
以
て
説

か
れ
た
経
典
は
月
を
指
す
指
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
を

以
て
説
か
れ
た
経
典
を
所
依
と
し
て
説
か
れ
る
仏
教
を
教
内
の
法

と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
禅
は
心
を
以
て
心
に
伝
え
る
の
で
あ

る
か
ら
教
外
の
法
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
で
教
外
別
伝
と
い
う
こ

と
は
、
古
来
禅
宗
の
特
色
と
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
教

の
外
に
別
に
伝
わ
り
、
文
字
を
立
て
な
い
と

い
っ
て
も
、
禅
宗
ほ

ど
文
字
の
多
い
宗
旨
も
な
い
と
い
う
疑
問
も
お
こ

っ
て
来
る
。

い
っ
た
い
教
外
別
伝

・
不
立
文
字
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る

か
。
抜
隊
は
和
泥
合
水
集
に
説
き
示
し
て
い
う
。

「来
ら
ん
と
要

す
れ
ば
自
ら
来
り
、
問
は
ん
と
要
す
れ
ば
自
ら
問
ふ
て
、
他
人
の

力
に
依
ら
ず
、
仏
祖
の
教
を
か
ら
ず
、
此
の
心
便
ち
教
外
別
伝

・

不
立
文
字
の
全
体
な
り
。
此
の
心
便
ち
如
来
清
浄
の
禅
な
り
。
此

の
禅
は
世
智
弁
聡
、
文
字
語
言
、
道
理
義
理
、
分
別
解
会
の
及
ぶ

所
に
あ
ら
ず
。
只
能
く
自
性
を
了
徹
し
て
文
字
に
か
㌧
は
ら
ず
、

仏
味
祖
味
に
染
汚
せ
ず
向
上
の

一
路
を
踏
過
し
、
俊
湛
の
機
に
落

ち
ぎ
る
底
の
も
の
、
始
め
て
得
べ
し
。
又
必
ず
し
も
文
字
を
学
し
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仏
祖
の
言
句
を
乱
る
を
教
者
と
し
、
文
字
を
知
ら
ざ
る
を
教
外
別

伝

・
不
立
文
字

の
禅
と
云
ふ
に
非
ら
ず
。
夫
れ
教
外
別
伝
の
宗
旨

を

い
は
ば
、
仏
祖
の
始
め
て
建
立
す
る
底
の
法
に
非
ら
ず
。
も
と

よ
り
人
々
具
足
し
、
箇
々
円
成
し
て
、
諸
仏
衆
生
の
本
分
の
事
な

り
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
教
外
別
伝

・
不
立
文
字
と
は
、
必

ず
し
も
文
字
を
学
び
、
仏
祖
の
言
教
を
扱
う
も
の
を
教
者
と
し
た

り
、
文
字
経
教
を
知
ら
な
い
こ
と
を
教
外
別
伝

・
不
立
文
字
の
禅

と

い
う
の
で
は
な
く
、
元
来
人
々
が
具
有
し
、
箇
々
に
円
成
し
て

い
る
本
分
、
す
な
わ
ち
仏
性
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

歩

こ
う
と
す
れ
ば
自
ら
歩
く
こ
と
も
で
き
、
も
の
を
い
お
う
と
す

れ
ば
自
ら
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
他
人
の
力
を
か
ら
な
く

て
も
、
ま
た
仏
祖
の
教
を
か
ら
な
く
て
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

の
心
が
教
外
別
伝

・
不
立
文
字
の
禅
で
あ
り
、
如
来
清
浄
の
禅
で

あ

る
と

い
う
の
で
あ
る
。

森
羅
万
象
尽
く
が

自
性
の
妙
用
で
あ

り
、
仏
性
の
現
れ
で
あ
り
、
正
法
輪
が
転
ぜ
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
抜
隊
は
こ
と
ば
を
つ
づ
け
て
い
う

「是
れ
を
悟
る
と
き

は
得
失
是
非
、
命
根
と
共
に
混
絶
し
て
、
生
死
浬
禦
は
昨
の
夢
、

大
千
沙
界
は
海
中
の
湿
、
仏
祖
の
言
教
は
紅
炉
上

一
点
の
雪
の
如

し
よ

つ
い
ん
も

し
。
正
急
腰
の
時
、
法
縛
も
蒙
ら
ず
、
法
脱
も
存
せ
ず
、
猶
ほ
火

に
投
ず
る
木
人
の
通
身
焔
と
成
り
て
、
自
ら
あ
つ
き
こ
と
を
知
ら

ぎ

る
が
如
し
。
か
く
の
如
く
に
通
身
徹
し
て
、
修
証
の
あ
と
を
留

げ
ん
な

す

め
ぎ
る
、
是
れ
を
号
し
て
禅
和
子
と
す
。
禅
師
に
親
し
く
相
逢
ふ

も
の
は
、
火
坑
に
入
り
て
魂
を
失
ふ
て
、
死
中
に
活
を
得
る
も
の

の
如
く
に
し
て
、
無
明
の
寛
屈
を
瞭
却
せ
ら
れ
て
格
外
の
大
機
を

発
す
る
こ
と
、
鈍
鉄
の
炉
鞘
に
逢
ふ
て
、
忽

ち
に
宝
剣
と
な
る
が

如
し
。
禅
和
子
の
師
を
尋
ね
、
道
を
訪
ふ
用
処
是
れ
な
り
。
豊
に

義
者
の
知
る
所
な
ら
ん
や
L
と
い
い
、
臨
済
が
黄
粟
に
如
何
な
る

か
是
れ
仏
法
的
々
の
大
意
と
三
度
問
う
て
三
度
打
せ
ら
れ
、
大
愚

の
脇
下
を
三
拳
し
て
、
汝
が
師
は
黄
桀
な
り

と
示
さ
れ
た
因
縁
を

語
り
、
黄
桀

・
大
愚
二
老
の
示
す
と
こ
ろ
は

「
是
れ
文
字
語
言
学

解

の
お
よ
ぶ
処
な
り
や
」
と
し
、
教
外
別
伝

・
不
立
文
字

の
真
意

を
説
示
し
て
い
る
。

抜
隊
は
た
だ
人
々
具
足
す
る
本
有
の
自
性
を
悟
る
こ
と
を
説

い

て
い
る
。
そ
れ
で
善
知
識
は
公
案
提
衡
し
て
直
に
人
心
を
指
す
の

で
あ
る
と
し
、
讐
喩
を
も

っ
て
直
指
人
心

・
見
性
成
仏
の
こ
と
を

説

い
て
い
る
。

「
喩

へ
ば
兵
の
か
た
き
を
射

る
に
、
箭
に
当
り
て

則
ち

喪
身
失
命
す
る
者
も
あ
り
、
箭

に
当
り
て
後
に

疵
を
病
み

て
、
日
数
を
経
て
死
す
る
者
も
あ
り
、
箭
に
あ
た
る
者
の
死
す
る

事
は
、
遅
速
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
矢
を
放
つ
者
は
、
直

に
人
の
命

根
を
裁
断
せ
ん
と
欲
す
る
が
如
し
。
是
れ
を
直
指
人
心

・
見
性
成

仏
と
す
」
と
い
い
、
ま
た
禅
と
教
と
の
異
る
と
こ
ろ
は

「
直
に
矢

に
当
る
者
と
、
人
の
矢
に
当
り
て
死
し
た
る
道
理
を
、
傍

に
し
て

是
れ
を
見
て
縦
横
に
説
く
者
の
如
し
。
見
性

の
者
を
禅
と
し
、
説
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性

の
者
を
教
者
と
す
。
猶
ほ
火
の
あ
つ
き
道
理
を
知
る
者
と
、
直

に
火
の
中
に
入
り
て
命
根
を
断
じ
、
機
知
を
忘
じ
て
焔
と

一
如
に

な
り
た
る
者
と
の
如
し
。
縦
ひ
聡
明
に
し
て
五
家
七
宗
の
言
句
を

記
得
し
て
、
玄
を
談
じ
妙
を
説
き
て
、
懸
河
の
弁
を
ほ
ど
こ
す
と

も
、
自
己
の
道
眼
を
開
悟
せ
ず
ん
ば
、
只
こ
れ
祖
語
を
学
得
し
た

る
教
者
な
り
。
生
死
の
大
事
に
お
い
て
少
し
も
用
に
立

つ
べ
か
ら

ず
、
猶
ほ
画
餅
の
飢
を
み
て
ぎ
る
が
如
し
。

一
丈
を
説
き
得
ん
よ

り

一
尺
を
悟
り
得
る
に
は
し
か
ず
。
此
故
に
三
世
の
諸
仏
、
歴
代

の
祖
師
皆
直
に
人
心
を
指
し
て
見
性
成
仏
せ
し
め
て
、
文
字
を
立

㈲

せ
ず

、

偏

に
心

印

を

伝

へ
て
、

遂

に

二
法

な

し
」

と

し
、

見

性

よ

り

外

に
法

な
き

こ
と

を

説

い

て

い
る
。

三

抜
隊
は
仏
教
を
説
く
に
あ
た

っ
て
、
す
べ
て
第

一
義
諦
の
見
性

の
立
場
か
ら
説
示
し
て
い
る
。
従

っ
て
説
く
と
こ
ろ
も
他
と
異

っ

て
独
自
の
説
き
方
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
大
乗
菩
薩
道
と
し
て
実

践
す
べ
き
六
波
羅
蜜
に
し
て
も
、

一
性
を
悟
り
、
如
来
の
禅
を
覚

了
す
れ
ば
、
六
波
羅
蜜
は
成
就
し
、
六
度
万
行
は
体
中
円
か
に
且
ハ

有

さ
れ
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
、
仏
祖
の
説

い
た

方
便
門
は
頗
る
多
い
の
で
あ
る
が
、
見
性
成
仏
の
ほ
か
に
は
ど
ん

ゆ

 な
法

が

あ

る
か

と

問

う

た

と

こ
ろ

、
抜

隊

答

え

て

い
う

に

は

、

わ

れ
は
晩
年
に
発
心
し
て
、
か
つ
て
経
教
を
学

ば
な
か

っ
た
。
見
性

成
仏
の
ほ
か
に
ど
ん
な
法
が
あ
る
か
い
っ
て
み
よ
と
い
っ
た
。
そ

こ
で
そ
の
人
の
い
う
に
は
、
世
尊
は
六
波
羅
蜜
を
修
し
て
成
仏
す

る
走
し
た
。
六
波
羅
蜜
と
は
布
施

・
持
戒

・
忍
辱

・
精
進

・
禅
定

・
智
慧
で
あ
る
が
、
布
施
と
は
財
宝
を
遍
く
人
に
施
し
て
、
心
に

差
別
な
き
こ
と
で
あ
り
、
持
戒
と
は
か
た
く
禁
戒
を
持

っ
て

一
も

犯
す
こ
と

の
な
い
こ
と
で
あ
り
、

忍
辱
と
は

怨
親
平
等
で

あ

っ

て
、
罵
署
打
郷
さ
れ
て
も
瞑
悉
を
お
こ
さ
な

い
こ
と
で
あ
り
、
精

進
と
は
進
ん
で
善
行
を
修
し
、
中
路
に
留
ま
ら
ず
、
よ
く
願
行
を

成
就
す
る
こ
と
で
あ
り
、
禅
定
と
は
坐
禅
で
あ
り
、
閑
処
に
正
し

く
坐
し
て
心
念
を
動
ぜ
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
智
慧
と
は
博
く
経
教

を
習
い
、
遍
く
法
要
を
知

っ
て
滞
る
と
こ
ろ
な
き
こ
と
で
あ
る
と

し
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
抜
隊
の
い
う
に
は
、
こ
れ
は
み
な
人
天
の
果
報

を
得
る
福
徳
の
因
縁
で
あ
る
。
樫
貧
の
心
、
毒
害

の
心
、
瞑
志
の

心
が
深
く
、

ま
た
解
怠
不
信
で
あ
り
、

内
外
狂
乱
し
て

愚
痴
多

く
、
直
に
三
悪
道
に
堕
ち
る
よ
う
な
極
悪
人
に
く
ら
べ
れ
ば
、
六

波
羅
蜜
を
そ
の
よ
う
に
修
す
る
こ
と
も
善
行

で
は
あ
る
が
、
し
か

し
仏
道
を
成
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏
の
修
す
る
と
こ
ろ
の
六

波
羅
蜜
と
は
、
見
性
成
仏
の
理
で
あ
る
。

ω
布
施
と
い
う
の
は
、
自
性
の
霊
光
が
万
機
を
照
ら
し
て
、
応

用
あ
ま
ね
く
施
し
、
彼

に
あ

っ
て
は
彼
に
同
じ
く
、
こ
れ
に
あ
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っ
て

は

こ

れ

に
同

じ

と

い
う

よ
う

に
、

あ

ま

る

こ

と

な
く

、

か

く

る

こ
と

な

き

こ

と

を

い
う

の

で

あ

る
。

②

持

戒

と

い
う

の

は
、

仏

性

は
も

と
も

と
清

浄

で
あ

り

、

六
根

の
主

で

あ

る
か

ら

、

六
塵

に

染

む

と

い
う

よ
う

な

こ

と

は

な

い
。

こ

の
仏

性

を
悟

る
者

は

あ

え

て
禁

戒

を
持

し
、

一
も

犯

す

こ
と

を

し

な

い
と

い
う

よ

う

な

こ
と

を

し

な

く

て
も

、

自

然

に

身

心
相

応

し

て
、

あ

え

て
正
戒

の
相

を

と

ら

な

く

て
も

、

邪

念

の
心

を

お

こ
さ

な

い

の
で

あ

る
。

㈲

忍

辱

と

い
う

の
は

、

仏
性

は
常

住

不

変

の
本

体

で

あ
り

、

無

為

で
あ

る
か

ら

、

我

人

と

い
う
差

別

の
相

を

こ
え

た

も

の

で

あ

る
。

そ

れ

で

こ
れ

に
相

応

す

る

も

の
は

、

そ

し

ら

れ

て
も
怒

ら

な

い

し
、

賞

め
ら

れ

て
も

悦

ば

な

い

の

で
あ

る

。

・

ω

精

進

と

い
う

の

は
、

仏

性

に

は
も

と

も

と
衆

徳

を

そ

な

え

て

お
り

、

一
切

の
功

徳

を

成

就

し

て
万

物

を

育

成

し

、

尽
未

来

際

ま

で

一
貫

し

て
滞

る

こ
と

が

な

い

の

で
あ

る

。

㈲

禅

定

と

い
う

の

は
、

仏

性

は
真

常

で
あ

っ
て
、

動

と

か

静

と

い
う
諸

相

を

は

な

れ

た
も

の

で
あ

り

、

宗

を

こ
え

格

を

い

で
た

,

も

の

で

、

聖
凡

の
位

に
も

堕

ち

ず

、

文

字

に
も

か
か

わ

ら

な

い

し

、

ま

た
善

悪

の
法

量

に
も

そ

ま

な

い
も

の

で
あ

る
。

⑥

智

慧

と

い
う

の

は

、
仏

性

の

み

ひ

と
り

明

か

で
あ

り

、

万

機

を

輝

か

し

、

あ

ま

ね

く

聖

凡

の

眼

と

な

る

も

の

で
、

こ

れ

は

あ

た

か

も

日

月

が

世
界

を

照

ら

す

が

ご

と

く

、

古

に

わ

た
り

今

に

わ
た

っ
て
辺
際
な
き
真
の
浄
光
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
性
の
妙
用
は
き
わ
ま
る
と

こ
ろ
が
な
く
、
あ
た

か
も
大
海

の
波

の
ご
と
く
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

一
仏
性
の
う

ち
に
六
種
類
の
神
用
、
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を

仏

の
六
波
羅
蜜
と
名
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
有
相
の
所
行
で
は

な
く
、

も
し
仏
性
を

悟
れ
ば

六
波
羅
蜜
を

成
就
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
古
人
は

「
頓
に
如
来
の
禅
を
覚
了
す
れ
ば
、
六
度
万

行
体
中

に
円
な
り
」
と
示
し
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
抜
隊
は
六
波
羅
蜜
に
つ
い
て
見
性
成
仏
の
立
場
か

ら
説
示
し
て
い
る
が
、
で
は
外
形
に
あ
ら
わ
れ
る
戒
に
つ
い
て
は

如
何
な
る
見
解
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
抜
隊
は
戒

の
体
は
仏
性
で
あ
り
、
戒
律
は
仏
性
の
用
で
あ
る
と
し
た
。
あ
る

人
が
世
尊
所
説
の
法
要
は
見
性
成
仏
の

一
門

で
あ
る
な
ら
、
形
に

あ
ら
わ
れ
る
有
相

の
戒
律
を
持

つ
こ
と
な
ど
余
事
で
は
な
い
か
と

い
う
問
い
に
対
し
て
、
さ
と
り
の
本
体
で
あ

る
理
が
事
と
し
で
の

外
形
の
戒
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
理
事
不

二
で
あ
り
、
性
相

一

乗
で
あ
る
と
説
く
。

「
未
だ
見
性
せ
ぎ
る
人

は
、
情
識
の
海
に
沈

み
て
自
己
の
心
仏
を
こ
ろ
す
。
是
れ
殺
生
中

の
大
殺
生
な
り
。
こ

の
故
に
真
実
の
持
戒
と
い
う
は
、
見
性
悟
道

な
り
。
迷
性
生
ず
る

時
は
、
法
財
を
損
し
、
功
徳
を
ほ
ろ
ぼ
す
、
是
れ
楡
盗
な
り
。
迷

性
生
ず
る
時
、
仏
種
を
た
ち
、
生
死
輪
廻
の
業
因
を
相
続
す
る
、

是
れ
邪
淫
な
り
。
迷
情
に
覆
は
れ
て
法
身
尊
特
の
身
を
わ
す
れ
、
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幻
色
を
認
め
て
我
が
身
と
い
ふ
、
是
れ
妄
語
な
り
。
迷
情
に
へ
だ

て
ら
れ
、
本
分
の
大
智
を
失
ふ
て
自
ら
狂
乱
す
る
、
是
れ
飲
酒
な

り
。
自
余
の
戒
体
の
義
、
こ
れ
を
以
て
知
る
べ
し
。
こ
の
故
に
自

心
迷
へ
ば
、
諸
戒
み
な
や
ぶ
れ
、
見
性
す
れ
ぼ
、

一
切
の
戒
律

一

時

に
円
持
す
」
と
し
て
お
り
、
見
性
す
れ
ば

一
切
の
戒
は
円
か
に

持

た
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
不
殺
生
戒
と
は

見
性
の
力
を
も

っ
て
迷
情
を
消
し
て
仏
性
を

活
か
す

こ
と
で
あ

り
、
不
楡
盗
戒
と
は
見
性
の
力
に
よ

っ
て
迷
情
を
忘
す
れ
六
根
を

清
浄
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
不
婬
欲
戒
は
見
性
の
力
を
以
て
迷
情

を
照
破
し
、
生
死
輪
廻
の
業
因
が
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
不
妄

語
戒
と
は
見
性
の
力
を
以
て
迷
情
を
照
破
す
れ
ば
、
本
分
の
大
智

を
発
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、

真
実
に
導
く
た
め
に
方
便
門
を

説

き
、
方
便
が
そ
の
ま
ま
真
乗
で
あ
る
と
し
た
り
、
こ
の
幻
身
が
真

身

で
あ
る
な
ど
と
い
わ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
、
不
飲
酒
戒

は
見
性
す
れ
ば
般
若
の
智
が
明
か
と
な
り
、
無
明
煩
悩
の
酒
に
酔

う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

「
仏
性

は
戒
の
体
、
戒
律
は
仏
性
の
用
な
り
。
体
ま
ど
か
な
る
時

は
、
そ

の
用
か
く
る
こ
と
な
し
。
真
実
の
戒
坦
を
躇
ま
ん
と
欲
せ
ば
自
己

本
分
の
田
地
を
ふ
む
べ
し
。,
成
仏
の
沙
弥
受
戒

せ
ず
と
云
ふ
は
こ

㈹

の
義

な
り

」

と

い
う

て

い
る

。

そ

し

て
も

し
金

剛

不

壊

の
戒

を
持

と
う

と
す

る

な

ら

、

た

だ

よ

く
自

性

を
見

究

む

べ
き

で

あ
り

、

自

性

を

明

め

よ

う

と

す

る

な

ら

、

ま
ず

定

力

を
專

ら

に

せ

よ

と
教

え

て
い
る
。
そ
し
て
定
心
を
み
だ
し
諸
罪
を
犯
す
も
の
は
飲
酒
よ
り

甚
し
き
も
の
は
な
く
、
酒
は
起
罪
の
因
縁
と
な
る
と
、
特

に
抜
隊

は
酒
を
戒
め
て
い
る
。

抜
隊
は
持
戒
に
二
つ
の
い
き
方
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち

一
つ
に
は
持
戒
に
よ

っ
て
道
を
悟
る
こ
と
で
あ
り
、
他
は
悟
る

こ
と
に
よ
っ
て
戒
律
に
相
応
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
者
は
は

じ
め
自
性
を
見
る
工
夫
は
綿
密
で
な
く
て
も
、
信
力
堅
固
で
、
戒

体
を
ま
も
る
志
か
た
く
、
内
心
の
工
夫
す
す
ん
で
開
悟
す
る
人
で

あ
り
、

後
者
は
内
心
の
工
夫
綿
密
で
あ
り
、

ま
ず
自
性
を

さ
と

り
、
そ
の
見
性
の
力
に
よ

っ
て
妄
情
を
つ
く
し
、
戒
珠
清
浄
で
、

内
外
と
も
に
相
応
す
る
人
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
い
き
方
は
異

っ

て
い
る
が
、
さ
と
り
お
わ
れ
ば

一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
前
者

は
漸
悟
で
あ
り
、
後
者
は
か
り
に
頓
悟
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
持

戒
は
仏
者
に
と
り
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
さ
き
に
抜
隊
は
第

一
義

の
さ
と
り
の
立
場
か
ら
六
波
羅
蜜
の
持
戒
を
説
き
、
仏
性
は
も
と

も
と
清
浄
で
あ
り
、
六
根
の
主
で
あ
る
か
ら

六
塵
に
染
む
と
い
う

こ
と
は
な
い
か
ら
、
あ
え
て
禁
戒
を
持
た
な
く
て
も
、
自
然
に
身

心
相
応
す
る
と
説
い
た
が
、
仏
道
入
門
者
の
た
め
に
は
、
戒
律
は

仏
門
に
入
る
捷
径
で
あ
り
、
六
賊
を
ふ
せ
ぐ
壁
塗
で
あ
り
、
ま
た

法
財
を
ま
も
る
城
郭
で
あ
る
と
し
、
戒
律
の
重
要
性
を
説
い
て
い

る
。

す
な
わ
ち

「
八
万
四
千
の
煩
悩
は
、

三
毒
を
以
て

根
本
と

す
。
貧
瞑
痴
の
三
毒
は
、
迷
情
を
以
て
根
本
と
す
。
然
ら
ば
則
ち
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一
切
の
業
障
は
、
迷
情
よ
り
起
れ
り
。
こ
の
故
に
迷
は
破
戒
の
根

本

な
り
。
根
本
の
業
障
の
上
に
重
ね
て
悪
業
を

つ
く
ら
ん
人
、
喩

へ
ば
焔
の
上
に
薪
を
添
ふ
る
が
如
し
。
猶
ほ
海
水
に
沈
ま
ん
と
す

る
舟
に
、
か
さ
ね
て
鉄
石
を
積
む
が
如
し
。
い
つ
れ
の
時
に
か
浮

ば

ん
や
。
戒
律
は
仏
門
に
入
る
捷
径
、
六
賊
を
ふ
せ
ぐ
壁
璽
、
法

財

を
ま
も
る
城
郭
也
。
城
郭
堅
か
ら
ぎ
る
時
は
、
生
死
の
か
た
き

に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
、
恥
を
閻
老
の
前

に
さ
ら
し
、
苦
を
無
聞
の
底
に

う
く
。
し
か
も
戒
律
は
天
下
の
規
範
也
。
王
道
律
な
る
と
き
は
、

四
海
静
論
し
、
仁
義
不
律
な
る
と
き
は
、
喧
嘩
起
り
、
風
雨
律
な

る
と
き
は
、
国
土
安
穏
な
り
。
耕
農
不
律
な
る
と
き
は
、
五
穀
み

の
ら
ず
、
如
何
に
況
や
仏
家
を
や
。
縦
ひ
悟
る
所
な
し
と
い
ふ
と

も
、
か
た
く
戒
律
を
守
り
て
、
諸
の
罪
業
を
つ
く
ら
ず
し
て
善
事

を

な
さ
ば
、
必
ず
人
天
の
果
報
を
う
く
べ
し
。
況
や
外
に
戒
律
を

持

し
、
内
に
は
自
性
を
見
る
志
綿
密
な
ら
ん
人
、
仏
道
を
成
せ
ん

oo

事

、

水

の
水

に
合

す

る
が

如

し

」

と

い

っ
て

い
る

。

こ

の
よ

う

に

仏

道

入
門

者

に

は
戒

律

を

守

っ
て
、

内

に
自

性

を

見

る

こ
と

を

教

え

て

い

る
。

四

抜
隊
は
見
性
悟
道
を
中
心
と
し
て
、
仏
祖
の
説
く
方
便
門
も
見

性
成
仏
の
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
、
ひ
た
す
ら
見
性
の
第

一
義

を
説

い
た
が
、
第
二
義
的
な
実
践
面
に
お

い
て
は
、
仏
道
修
行
者

に
持
戒
の
重
要
性
を

説

い
て
い
る
。

と
く
に
不
飲
酒
戒
は
厳
格

で
、

「
定
心
を
み
だ
り
諸
罪
を
犯
す
こ
と
、
飲
酒
よ
り
も
甚
し
き

は
な
し
」
と
い
い
、
か
た
く
禁
ず
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
あ
る
人

が
殺
盗
婬
妄
等
の
四
重
禁
戒
を
犯
す
者
は
四
悪
趣
に
お
つ
る
こ
と

は
疑
わ
な
い
が
、
飲
酒
は
四
重
の
ほ
か
と
な

っ
て
い
る
。
で
あ
る

の
に
、
な
ぜ
仏
祖
は
こ
の
飲
酒
を
深
く
戒

め
ら
れ
た
の
か
と
問
う

た
。
抜
隊
答
え
て
い
う
に
は

「
唯
こ
の
飲
酒
に
よ
り
て

一
切
の
諸

戒
を
や
ぶ
る
が
故
な
り
。
故
に
経
に
曰
く
、
是
れ
酒
は
起
罪
の
因

縁
な
り
と
。
も
し
こ
の
深
き
意
を
知
ら
ば
、
飲
酒
に
す
ぎ
た
る
大

罪
な
き
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
説
示
し

て
い
る
。
弟
子
明
道
の

誌
す
行
録
に
よ
れ
ば
、
明
道
が
安
名
を
貰
う
と
き
、
そ
の
紙
尾
に

酒
是
起
罪
之
因
縁
也
、
縦
喪
二身
命

一、
縄
浩
レ舌
不
レ可
レ称
一一貧

⑫

老

児

孫

一、

恐
替

=
衣

鉢

一
呑

二
熱

鉄

一

と
書

き

誠

め

た
と

い
う

。

抜

隊

は
寺

内

に
酒

を

入

れ

な

か

っ
た
。

そ

し

て
寺

内

に
罰

酒

神

を

祀

っ
て
鎮

守

と

し

、

も

し

修
行

僧

が

一

滴

で
も

酒

を

呑

め
ば

、

こ
れ

を

退

罰

し

、

行

道

持
戒

の
僧

を
擁

護

せ

し

め

て
、

正

法

を

興

す

べ
し

と

祈

っ
た

。

そ

し

て
頬

を
書

き

移

=
聖

廟

一称

一一
罰

酒

神

一、

宝

童
力

士
侍

二
左

右

一、

捜

=
不

律

一

㈹

須
γ
賞
二真
僧
一、
戒
定
通
作
=獅
子
吼

一

と
な
し
、

こ
れ
を
そ
の
宝
殿
に
蔵
め
た
と

い
う
。

ま
た
遣
誠

に
お
い
て
は
門
下
修
行
僧
に
対

し
て
、
細
心
の
注
意
を
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は

ら

い
誠

め

る

と

こ

ろ
が

あ

っ
た
。

遺

誠

於

=
当

庵

一不

F
可

F
入

二
酒

一
滴

一。

設

錐

レ
為

一一良

薬

一
。
以

一一酒

類

一

不

ン
可

ン
喫

。

錐

二
他
門

一為

=
掛

搭

僧

一間

不

y
可

ン
飲

γ
酒

ゆ
無

レ
伴

而

不

ン
可

γ
出

=
門

外

一。

設

錐

二
羅

斎

乞

食

一不

γ
可

y
許

二
無

伴

一。

難

一一小

刀

一不

γ
可

レ
有

二
所

持

一。

況

於

二
自

余

武

具

一哉

。

於

二衆

僧

内

一
衣

不

γ
可

γ
付

二
紋

服

一。

錐

コ
沙

喝

一不

ン
可

γ
画

。

団

扇

但

於

二
尋

常

扇

子

一不

r
及

ン
禁

。

於

二
庵

中

一不

γ
可

γ
置

=
俗

典
詩

書

一
字

一
点

一。

況

学

γ
之

者

哉

。

掛

人

間

叢

林

僧

不

F
可

γ
請

二
主

人

一。

設

錐

二
黒
癩

白

癩

一不

γ
交

γ
衆

。

具

二
不

思

議

病

一堅

守

二
禁

戒

一。

道

行

実

頭

可

γ
請

レ
之

。

於

二
庵

中

一不

γ
可

㌢
許

γ
致

二
利

銭

売

買

一。

於

二
門

前

在

家

一不

レ
可

γ
許

γ
沽

二
酒
肉

五
辛

一。

放

下

一

切

不

γ
可

γ
致

ン
交

。

於

下
人

間

俗

心

甚

於

二
衆

中

一有

二
成

障

↓者

上
。

大

衆

同

心

便

可

γ
接

γ
之

。

於

=
三
時

勤

一者

。

略

=
二
時

輔可

一一早

農

計

一。

於

=
庵

申

一堅

可

y
禁

三
局
声

多
言

'。

或

不

レ
可

y
作

=
吟

声

一。

於

一蕪

伴

比

丘

尼

一者
不

γ
可

γ
入

二
門

申

一
。
於

一一厨

中

一不

γ

可

ン
使

二
女

人

一。

於

一一寮

舎

一不

γ
可

γ
饗

二
比

丘

尼

'
。
若

有

二
志
事

一

於

=
方

丈

客

殿

一許

γ
之

。
縦

昏

鐘
鳴

後

不

7
可

γ
入

一一女

人

一。

於

二

当

庵

門

前

一不

ン
可

γ
許

ン
立

二
比

丘

尼

一。

庵

不

γ
可

r
食

二
諸

茸

一。

不

ン
可

下
無

二
暫
暇

一出

申
門

外

上
。
向

二官

家

一致

二
訴

訟

一致

=
賄

賂

一
。

属

γ
他

致

二
諸

追

従

一莫

γ
失

二
出

家
本

意

帥。

於

二
当

庵

一設

錐

一一衆

数

百

人

一。

若

於

下
付

ご
寺

号

一。

若

成

二
諸

山

一輩

上
者

。

不

7
可

γ

為

=
吾

児

孫

一。

於

下
作

=
菜

園

一並

致

=
世

事

一不

二
分

知

一事
上
。

頭

首

一
衆

報

二
普

請

一平

等

可

レ
務

レ
之

。

錐

γ
為

=時

住
持

一不

レ
可

y

有

二
別

食

噛。

但

或

依

=
老

病

一或

愚

一一禁

物

一不

レ
可

ン
妨

レ
之

。

若

有

=
斑

子

両

斑
等

一可

γ
如

二
余

在

日

一。

若

不

7
然

堂

裡
出

入

可

γ

乱

故

。

於

二
当

庵

僧

一或

持

=
数

珠

一或

学

聞

為

γ宗

。

欠

二
行

道

一

者

便

可

γ
檀

ン
之

。

斎

時

已
後

不

レ
可

γ
取

レ
筋

。

設

難

下
依

二
普

請

一有

中
続

気

上
莫

γ
取

γ
筋

。

但

除

二
病

者

一。

於

=
余

児

孫

一或

以

二
医

道

一立

γ
身

。

或

不

γ
可

γ
作

二
外

道

小

乗

陰

陽

術

一。

錐

=
末

庵

一不

γ
可

γ
作

「猿

楽

管

絃

歌

連

歌

等

事

一
。
於

二
当

庵
僧

一者

。

畢

寛

於

二

近

処

比

丘

尼
庵

一錐

二
法

春

俗

縁

一不

γ
可

γ
有

二
夜

宿

一。

為

二
児

孫

僧

尼

'者

。

於

二
後

代

一可

γ
如

二
当

会

下

本

庵

法

様

一。

若

処

処
有

二
末

庵

一向

嶽

庵

為

二
本

庵

一。

如

二
在

日

一堅

可

ン
守

=
規

矩

一。

日

後

若

有

二実

参

法

嗣

一。

於

二
余

遺

跡

一依

二
彼

成
敗

一可

γ
住

。

不

γ

可

レ
許

二
看

経

看

教

諸

有

相

行

広

学

一。

只

生

死

為

γ
念

。

以

二
坐

禅

一為

γ
行

。

深

惜

=
光

陰

一。

時

不

レ
待

γ
人

。

若

於

=
此

内

一
事

'

而

背

有

二
徒

衆

者

一。

不

γ
可

γ
為

一唄余

児

孫

一。

設

錐

=
末

庵

一即

ω

時
可
ン按
γ之
。

こ
の
よ
う
な
遺
誠
を
な
し
、
至
徳
四
年

に
示
寂
し
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
遺
誠
に
お
い
て
も
、
ま
ず
第

一
に
誠
め
た
の
は
酒
で
あ

る
。
当
庵
に
お
い
て
は
酒

一
滴
も
入
る
べ
か
ら
ず
と
い
い
、
た
と

え
良
薬
の
た
め
と
い
っ
て
も
喫
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
他
門
の
僧

で
も
こ
こ
に
掛
塔
す
る
以
上
は
飲
酒
は
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
遺
誠
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は
門
の
内
外
を
問
わ
ず
細
か
に
誠
め
て
い
る
が
、
酒
に
関
し
て
は

第

九
条
に

「門
前
の
在
家
に
お
い
て
、
酒
肉
五
辛
を
沽
ふ
こ
と
を

許

す
べ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
門
外
に
お
い
て
も
酒
は
禁
止
し
て
い

る
。
酒
は

一
切

の
諸
戒
を
破
り
、
起
罪

の
因
縁
と
し
て
、
き
び
し

く
飲
酒
を
誠
め
た
。

ま
た
伴
な
く
気
ま
ま
な
独
り
歩
き
の
外
出
を
禁
じ
た
り
、
刃
物

の
所
持
を

厳
禁
し

「
小
刀
と
錐
、

所
持
す
る
こ
と

あ
る
べ
か
ら

ず
。
況
ん
や
自
余
の
武
具
に
於
て
を
や
」
と
し
て
い
る
。
女
人
に

対
す
る
注
意
も
細
か
に
心
を
配

っ
て
い
る
。

「無
伴
の
比
丘
尼
に

お

い
て
は
門
中
に
入
る
べ
か
ら
ず
」

「
厨
申
に
お
い
て
は
、
女
人

を
使
ふ
べ
か
ら
ず
」

「
寮
舎
に
お
い
て
、
比
丘
尼
を
饗
す
べ
か
ら

ず
、

若
し

志
す
こ
と
あ
ら
ば
、

方
丈
客
殿
に
お
い
て

こ
れ
を
許

す
。
縦
ん
や
昏
鐘
鳴
後
、
女
人
を
入
る
べ
か
ら
ず
」

「
当
庵
門
前

に
お
い
て
は
、
比
丘
尼
を
立
た
す
こ
と
を
許
す
べ
か
ら
ず
」

「
当

庵
僧
に
お
い
て
は
、
畢
寛
近
処
の
比
丘
尼
庵
に
お
い
て
は
、
法
春

俗
縁
と
錐
、
夜
宿
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
数
条
に
わ
た
っ

て
誠
め
て
い
る
。
庵
中

に
お
い
て
高
談
吟
声
を
禁
じ
た
り
、
猿
楽

・
管
絃
歌

・
連
歌
等
を
禁
じ
た
り
、
医
道

・
陰
陽
道
を
以
て
身
を

立

て
る
こ
と
を

誠
め
た
り
、

作
務
は
普
請
し
て
平
等

に
務
め
た

り
、
住
持
と
い
え
ど
も
別
食
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
が
、
と
く
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は

「学
問
を
宗
と
な
し
、

行
道
を

欠
く
者
は

便
ち
こ
れ
を

按
く
べ
し
」

と
い
う
こ
と
と
、

「
当

庵

に

お

い
て

は
、

た

と
え

衆

数

百

人

と

難

、

若

し

寺

号

を
付

し

、

若

し

く

は
諸

山

と
成

す
輩

に

お

い

て

は
吾

が

児

孫

た

る

べ
か

ら
ず

」

と

い
う

こ
と

で

あ

る
。

教

外

別

伝

・
不

立

文
字

の
禅

と

は
、

必

ず

し
も

文

字

を
学

び

、

仏

祖

の
言

教

を

扱

う

も

の
を
教

者

と

し

た
り

、

文

字

経

教

を

知

ら

な

い
も

の
を

禅

者

と

い
う

の
で

は

な

く
、

元

来

人

々

が
具

有

し
箇

々
円

成

し

て

い

る
本

分

、

仏

性

を
見

る

も

の

で

あ

る

と

し

た
。

不

立

文

字

と

は
学

問

が

不

用

で
あ

る

と

い
う

の

で

は

な

い
。

し

か

し

学

問

の

た

め

の
学

問

で
な

く

、
塁
-寛

見
性

悟

道

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
か
ら

、

い
ま
抜

隊

は
遺

誠

に
お

い

て
、

「
行

道

を

欠

く
者

は

便

ち

こ

れ

を
撞

く

べ

し
」

と

誠

め

た

の
で

あ

ろ

う

。

し

か

し

そ

の

亜

流

に
お

い
て

は
、

行

道

の

み
を

強

調

す

る
あ

ま

り

、

教
宗

が
誹

諺

す

る
暗

証

の
禅

者

も

出

ず

る

で
あ

ろ

う

し

、

行

道

に
徹

し

得

な

い
も

の
も

数

多

く

あ

っ
た

で
あ

ろ

う

。

そ

れ

で
天

文

十

六
年

(
一

五
七
七
)

の
向

嶽

寺

壁

書

に
は

一
、
錐

γ
背

二開

山

御

遺
誠

一、
学

文

不

ン
捨

二
昼

夜

一

一
、
励

二
心

地

修

行

一、

不

γ
可

y
入

二
作

毛

一

一
、

於

二
寮

舎

敷

地

一、
不

γ
可

ン
放

二
売

買

一

一
、

門

外

焼

香

、

可

γ
為

二時

一
刻

一

一
、

入

院

択

二
其

仁

一可

γ
如

一一閏
月

一

右

錐

二
揮

多

一依

二
当

庵

負

贔

一加

二
壁

書

一
、於

下
若

背

=
斯

旨

一輩
上
、

大
衆

同

γ
心

可

レ
払

γ
之
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天
文
十
六
年
丁
未
五
月
吉
日

と
あ
り
、
こ
れ
は
庇
護
す
る
武
田
信
玄
の
意
見
も
あ

っ
た
の
か
も

わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
の
壁
書
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
。

「
開
山
の
御
遺
誠
に
背
く
と
錐
、

学
文
昼
夜
に

捨
て

ず
」
と
制
し
た
こ
と
は
、
そ
の
弊
害
と
必
要
に
迫
ま
ら
れ
て
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
当
時
禅
界

に
お
い
て
は
、
五
山
文
学
の
さ
か
ん
な

時
代
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い

が
、
抜
隊
遺
誠
の
学
問
を
宗
と
な
し
、
行
道
を
欠
く
も
の
は
、
便

ち

こ
れ
を
撲
く
べ
し
と
い
う
こ
と
に
は
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
教

外
別
伝
の
禅
者
と
は
学
問
を
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
教
外

別
伝

の
旨
を
体
得
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
こ
の
遺
誠
の
趣
旨
も

「行
道
を
欠
く
」
に
重
点
が
あ
る
。
そ
れ
を
言
葉
の
如
く
年
月
を

重
ね
れ
ば
弊
害
も
出
で
、
遂
に
は
こ
の
壁
書
を
制
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
壁
書
は

第
二
条
で
、

「
心
地
の
修
行
を
励
み
、
作
毛
入
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
い
る
。

作
毛
と
は
収
穫
の
こ
と
で
あ
る
が
、
た
だ
収
穫
の
み
を
目
的
と
し

て
作
務
を
し
て
も
、
心
地
の
修
行
を
怠
る
な
ら
、
も
早
や
そ
れ
は

僧

で
は
な
く
な
る
。
壁
書
の
趣
旨
は
学
文
し
、
心
地
を
修
行
す
る

学
行
兼
備
を
ね
ら

っ
て
い
る
。

次
に

「
当
庵
に
お
い
て
は
、
た
と
え
衆
数
百
人
と
錐
、
若
し
寺

号

を
付
し
、
若
し
く
は
諸
山
と
な
る
輩
に
お
い
て
は
、
吾
が
児
孫

た
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
遺
誠
で
あ
る
。
抜
隊
は
か
つ
て
江
州
に

あ

っ
た
と
き
、
富
士
山
に
対
面
す
る
と
夢

み
て
祥
瑞
と
な
し
、

こ

れ
に
よ
っ
て
向
嶽
庵
と
称
し
て
い
た
。
庵
名
を
用
い
て
寺
名
を
称

し
な
か
っ
た
の
は
、
名
聞
利
養
を
厭
う
心
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
た

ず
ら
に
山
号
寺
名
を
付
し
、
寺
格

の
高
い
諸
山
と
な
る
こ
と
を
避

け
た
の
で
あ
ろ
う
。
抜
隊
は
求
道
し
て
飢
寒
を
忘
れ
閑
坐
し
、
風

雨

の
お
か
す
の
も
覚
え
ず
、
己
事
究
明

に
専

一
で
あ

っ
た
。
出
雲

雲
樹
寺

の
孤
峯
覚
明

に
嗣
法
し
て
の
ち
も
、
山
居
を
好
ん
で
道
を

養

っ
て
き
た
。
西
国
の
人
々
と
も
消
息
を
た
ち
、
泉
州
大
雄
寺
に

招
か
れ
て
も
ゆ
か
ず
、
師
席
の
雲
樹
寺
に
請
わ
れ
て
も
病
と
称
し

て
辞
退
し
た
。
名
利
の
心
な
く
、
た
だ
向
嶽
庵
に
集
る
雲
柄
を
接

得
し
て
、
そ
の
生
涯
を
お
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
向
嶽
庵
も
没

後
向
嶽
寺
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

抜
隊
は
純

一
に
道
を
求
め
、
ま
た
純

一
に
見
性
成
仏
の
道
を
説

い
た
。
そ
の
法
語
集
で
あ
る
塩
山
和
泥
合
水
集
の
如
き
は
懇
切
を

極
め
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
甲
州
高
森

に
庵
を
結
ん
だ
と
き
、

そ
の
徳
望
聞
え
て
、
集
る
道
俗
男
女
は
雲

の
如
く
で
あ
り
、
弟
子

と
な
る
も
の
頗
る
多
く
、
大
衆
は
八
百
を
数
え
た
と
い
う
。
近
隣

の

一
老
宿
秀
庵
主
が
弟
子
の
礼
を
と
り
、
塩
山
に
勝
地
を
相
し
、

武
田
信
成
の
庇
護
を
得
て
伽
藍
を
営
建
し
、
移
住
し
て
も
寺
号
を

許
さ
な
か

っ
た
。
道
の
た
め
に
は
孤
峻
な
る
性
格
が
窺
え
る
。
門

下
児
孫
を
誠
め
た

遺
誠
を

見
て
も
、

持
律
厳
粛
な
る
も
の
が
あ

る
。
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
淳
々
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
門
風
は



持
律
堅
固
な
峻
厳
な
る
も
の
が
あ
る
。
向
嶽
寺
に
安
置
す
る
肖
像

に
接
し
て
も
、
思
わ
ず
襟
を
正
さ
し
む
る
も
の
を
覚
え
る
。

① 註③ ②
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