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一

墨

蹟

禅
宗
の
高
僧
の
筆
蹟
を

一
般
に
墨
蹟
と
い
っ
て
い
る
。
墨
蹟
と

い
う
文
字
は
既
に
鎌
倉
時
代
の
仏
日
庵
公
物
目
録
に
そ
の
使
用
例

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

今
日
墨
蹟
を
古
墨
蹟
と
近
世
墨
蹟
と
に
区
分
し
て
い
る
。
古
墨

蹟

と
は
桃
山
末
期
以
前
の
も
の
を
い
い
、
そ
れ
以
後

の
も
の
を
近

世
禅
林
墨
蹟
と
い
い
、
略
し
て
近
世
墨
蹟
と
も
い
っ
て
い
る
。

古
墨
蹟
は
今
日
、
仏
教
史
は
勿
論
の
こ
と
美
術
史
、
書
道
史
、

茶
道
史
上
に
お
い
て
、
貴
重
な
価
値
と
せ
ら
れ
国

の
文
化
財
と
し

て
、
国
宝
、
重
文
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
か
な
り
の
量
に
上

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
今
日
禅
家
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
尊
重
さ

れ
る
理
由
と
し
て
、
第

一
に
法
の
説
示
で
あ
り
、
第

二
に
伝
灯
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
墨
蹟
が
近
世
に
至
る
と
余
り
尊
重
さ
れ
て
は
お
ら

ぬ
の
が
現
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
が
若

い
た
め
に
量
が
非
常
に

多
い
か
ら
で
あ
り
、
世
俗
的
経
済
的
価
値
が
低
い
と
い
う
こ
と
に

あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
は
や
は
り
古
墨
蹟
に
劣
ら
ぬ
貴
重
な
宗
教
的

遺
産

で
あ
り
、
こ
れ
を
研
究
し
、
或
は
保
存
し
て
行
く
に
十
分
の

価
値

の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
特
長

に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。二

形
式
上
の
特
長

古
墨
蹟
と
い
わ
れ
る
軸
物
の
表
装
の
形
式
は
、
そ
の
大
部
分
が

横
軸
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
よ
く
注
意
す

べ
き
要
素
を
も

っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
古
墨
蹟
の
内
容
は
、
印
状
、
法
語
、
警
策
、
尺
贋
、

機
縁
閥
答
書
、
遺
偶
、
遺
語
、
遺
誠
等
に
亘

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
何
れ
も
師
匠
が
そ
の
弟
子
等
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

師
弟
と
い
う
個
人
的
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
の
如

く
こ
れ
を

一
般
に
公
開
し
て
見
せ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
墨
蹟
の
大
部
分
の
も
の
は
始
め
は
小
巻
子
に
仕
立
て
ら

れ
て
い
た
も
の
で
、
弟
子
が
自
己

の
師
を
偲
ぶ
唯

一
の
も
の
と
し

て
、
手
箱
の
筐
底
に
深
く
し
ま
い
こ
ん
で
い
た
も
の

に
相

違

な

い
。
こ
う
い
っ
た
性
質
の
も
の
が
筐
底
か
ら
取
り
出
さ
れ
、
改
装

さ
れ
て
鑑
賞

の
対
象
と
し
て
、
公
開
の
席
に
現
れ
始
め
た
の
は
東

山
時
代
、
即
ち
詩
社
の
活
動
が
よ
う
や
く
活
発
化
す
る
頃
と
さ
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
初
期
に
お
い
て
は
筆
蹟
の
鑑
賞
と
い
う
こ
と
よ

り
も
、
祖
師
の
筆
蹟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
鑑
賞
と
い
う
要
素
が
加
わ

っ
て
く
る
と
、
そ
の
鑑
賞
に
都
合
の
よ
い
形
式
に
似
合

っ
た
状
態

が
要
求
さ
れ
て
従
来
巻
子
で
あ
っ
た
も
の
が
、
横
幅
仕
立
の
軸
物

と
し
て
再
装
さ
れ
る
必
要
が
出
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。

軸
物
の
表
装
の
形
式
並
に
寸
法
は
東
山
時
代
に
完
成
を
見

て
い

る
が
、
仏
画
と
か
頂
相
は
相
当
古
く
か
ら
表
装
さ
れ
て
、
仏
事
祭

典

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
竪
物

の
軸
物
は
古
く
か
ら
壁
面
に
か
け

て
荘
厳
に

一
役
を
か

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
東
山
時
代
頃
ま
で

は
禅
宗
寺
院
は
こ
れ
ら
の
軸
物
を
壁
や
屏
風
に
か
け
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

足
利
義
持
が
応
永
年
間
に
造
営
し
た
東
求
堂
に
は
床
の
間
が
作

ら
れ
た
と
い
う
。
そ
の
頃
の
室
町
第
や
北
山
第
に
は
床
の
間
が
出

来

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

西
本
願
寺
所
蔵
の
慕
師
絵
巻

(
一
三
五

一
)
に
は
、

床
の
間
に
近
い
部
屋
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

形
式
的
に
床
の
間
と
見
て
よ
い
か
疑
問
で
あ

る
。
床
の
聞
が
形
成

さ
れ
た
時
期
は
室
町
後
期
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

床
の
形
式
が
定
ま
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
軸
物

の
形
式
も
必
然
的

に
そ
れ
に
合
う
よ
う
に
形
式
が
定

っ
て
く
る
。
即
ち
横
も
の
よ
り

は
竪
も
の
の
方
が
写
り
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
竪
も
の
の

軸
も
の
が
需
用
と
な
る
時
期
は
室
町
後
期
と
見
て
行
き
た
い
。

近
世
に
お
い
て
軸
も
の
と
い
え
ば
、
竪
も
の
が

一
番
数
量
的
に

多
い
の
は
床
の
間
の
形
式
か
ら
く
る
と
見

て
も
よ
い
。

(そ
の
他

に
理
由
も
あ
る
が
今
は
そ
の
必
要
が
な
い
)
徳
川
期
に
入

っ
て
民
生
が

安
定
し
、
生
活
が
向
上
す
る
に
従

っ
て
、

一
般
の
町
民
が
上
流
社

会
の
建
築
様
式
で
あ
る
、
書
院
造
り
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
こ
う
い
っ
た
庶
民
生
活
の
向
上
が
墨
蹟

の
需
用
と
い
う
形
に

現
れ
、
又
宗
教
の
大
衆
化
活
動
が
活
発
と
な

る
と
い
う
二
つ
の
働

き
か
け
に
よ

っ
て
下
層
に
軸
も
の
が
滲
透
し

て
行

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

至
道
無
難
禅
師
述
、
某
家
家
訓

(写
本
)

に
は
十
ニ
ケ
条

の
家

訓
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
禅
師
は

「是
家

を
斉

へ
身
を
修
る
の

大
体
な
り
」
と
さ
れ
る
。
即
ち
お
家
繁
昌

の
も
と
は
、
修
身
に
あ

る
と
い
う
こ
と
が
当
時

の
社
会
通
念
で
あ

っ
た
こ
と
が
解
る
と
共

に
、
修
身
は
宗
教
に
よ

っ
て
と
い
う
働
き
か
け
が
盛
ん
に
な

っ
て
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行

っ
た

と
見

る

一
つ

の
裏

付

け

に

な

る

と

思

う

。

三

墨
蹟
鑑
賞

の

一
般
化

日
録
等
に
よ

っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
足
利
義
政
の
頃
よ
り
、

五
山
の
禅
僧
と
武
家
、
公
家
等
が
共
に
社
交
的
、
文
学
的
遊
興
に

耽

っ
た
詩
会
友
社
が
盛
ん
に
な
る
。
義
政
以
前
の
墨
蹟
の
使
い
方

は
寺
院
の
宗
教
行
事
の
際
に
は
こ
れ
を
か
け
、
祖
師
の
身
代
り
と

し

て
斉
会
の
中
心
的
存
在
と
し
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
詩

会
友
社
の
集
が
隆
盛
に
な
る
に
及
ん
で
、
墨
蹟
が

一
歩
社
会
に
進

出

し
て
、
詩
の
友
社
と
い
う
文
化
的
社
会
的
場
に
登
場
せ
し
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

谷
信

一
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

「
こ
の
よ
う
な
将
軍
家
の
友
社
や
そ
の
他
の
友
会
は
、
宋
朝
禅

の
貴
族
化
に
伴

っ
て
生
ま
れ
た
宋
元
時
代
に
お
け
る
宋
元
禅
僧

と
貴
紳
文
人
の
交
友
と
、
形
の
上
で
は
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
が
、
日
本
の
そ
れ
は
禅
僧
の
教
養
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
た
こ

と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
墨
蹟
の
価
値

や
比
重
が
高
く
お

か
れ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
事
実

で
あ
る
。」

と
し
て
墨
蹟
の

一
般
教
養
に
及
ぼ
し
た
事
実
を
認
め
て
い
る
。

中
村
直
勝
氏
は
日
本
想
芸
史
に
お
い
て
、
文
化
は
上
流
社
会
よ
り

下
流
社
会

へ
流
れ
て
行
く
も
の
と
、
下
級
社
会
よ
り
上
級
社
会
に

流
れ
て
行
く
も
の
と
の
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の

墨
蹟
の
鑑
賞

の
流
れ
は
、
高
度
の
文
化
社
会

よ
り
下
級
の
社
会

へ

の
下
向
と
い
う
方
向
、
即
ち

一
般
化

へ
と
発
展
し
て
行
く
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
墨
蹟

一
般
化
の
傾
向
が
徳
川
期
に
至

っ
て

一
斉

に
発
達
し
普
及
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

註
ω

淡
交
増
刊
号
日
本
の
書
七
二
頁

四

茶
席
よ
り
の
開
放

茶
席
に
墨
蹟
を
か
け
て
茶
会
を
行
う
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、
東

山
中
期
以
後
東
山
末
期
と
さ
れ
る
。
即
ち
津
田
宗
達
の
茶
会
記
に

天
文
十
八
年

(
一
五
四
九
)
四
月
五
日
に
「
き
だ
う
字
懸
テ
」
と
あ

る
の
が
、
茶
記
に
現
れ
る
最
初
と
さ
れ
る
。
天
文
よ
り
永
禄
、
天

正
と
時
代
が
降
る
に
従

っ
て
墨
蹟

の
茶
席
進
出
は
目
立

っ
て
多
く

な
る
。
こ
と
に
大
永
六
年
に
天
王
寺
屋
の
津
田
宗
達
が
参
禅
の
師

で
あ
る
大
徳
寺
の
古
岳
和
尚
よ
り
法
名
を
授

け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
が
あ

っ
て
後
、
堺
の
納
屋
衆
伸
間
の
参
禅
が
盛
ん
に
な
り
、
従

っ
て
参
禅
の
師
の
筆
蹟
が
尊
重
さ
れ
茶
席
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
更
に
利
休
を
始
め
と
し
て
、
職
業
と
し
て
茶
を
嗜
む
人

々
が
出
る
に
及
ん
で
、
社
会
的
地
位
の
確
立
を
計
る
手
段
と
し
て

大
徳
寺
の
高
僧
に
参
禅
を
す
る
。
即
ち
師
弟
関
係
を
保
つ
こ
と
が

極
め
て
重
要
な
事
項
に
な
っ
て
く
る
。

禅
文
化
三
十
四
号
三
十
五
頁
に
お
い
て
浜
本
女
史
は

「
墨
蹟
尊
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重

の
思
想
は
茶
道
が
生
ん
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思

い
ま
す
」
と
主
張
さ
れ
る
。
利
休
頃
よ
り
茶
席
の
構
造
が
変
り

席
が
暗
く
な
る
と
い
う
理
由
も
あ

っ
て
、
暗
く
て
も
見
よ
い
墨
蹟

が
茶
と
は
離
れ
な
い
関
係
が
生
ず
る
。
こ
と
に
元
禄
時
代
に
至
る

と

こ
れ
が
全
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

今
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
墨
蹟
が
茶
席
専
用
の
か

け
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
徳
川
期
に
至
る
と

一
般
の
町
屋
の
床

に
も
掲
げ
る
様
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
時
代
は
少
し
降
る
が
白
隠
禅
師
は
延
命
十
句
観
音
経
霊

験
記
に
お
い
て
、

「
是
の
故
に
昨
日
御
望
も
こ
れ
な
く
候
処
に
、
金
毘
羅
秋
葉
の

宝
号
二
幅
書
立
て
進
覧
致
し
候
子
細
は
、

一
昨

日

罷
上
り
候

刻
、
殿
閣
の
経
営
園
林
の
奇
観
、
寒
に
以
て
当
時
の
御
富
貴
重

畳
至
極
の
御
事
に
見
請
奉
り
候
。
此
上
猶
々
御
武
運
も
長
久
に

御
子
孫
も
繁
栄
せ
さ
せ
玉

へ
か
し
と
、
乍
陰
祈
り
申
計
り
の
寸

志
よ
り
存
じ
立
ち
た
る
追
従
に
候
。
総
じ
て
書
画
掛
も
の
等
の

類
は
、
縦
令
恵
操
が
芦
雁
、
趙
昌
が
花
、
韓
漢
が
馬
、
戴
嵩
が

牛
等
、
数
百
軸
掛
な
ら
べ
た
り
と
も
、
唯
暫
時
凡
眼
を
悦
ば
し

む
る
の
み
に
し
て
利
益
す
く
な
し
。
若
し
夫
金
毘
羅
秋
葉
の
尊

号
の
如
き
は
、
表
具
致
さ
せ
上
段
の
床
の
間
に
掛
け
置
き
時
々

に

一
綜
の
香
を
挾
ん
で
、
合
掌
低
頭
せ
さ
せ
玉
ふ
時
は
、
火
難

盗
難
、
七
難
即
滅
、
七
福
即
生
、
武
運
を
助
け
養
ひ
、
御
寿
命

も
長
遠
に
、
御
家
中
は
申
す
に
及
ば
ず
、
天
下
泰
平
、
御
当
家

御
代
長
久

の
祈
り
の
為
に
は
、
是
に
過

た
る
大
善
行
は
こ
れ
あ

る
ま
じ
く
お
ぼ
え
侍
り
云
々
」

と
申
さ
れ
る
よ
う
に
、
軸
も
の
の
普
及
と
そ
の
鑑
賞
は

一
般
化

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
又
茶
席
よ
り

一
般
の
床
の
聞
に
進
出

し
た
掛
も
の
は
、
火
難
盗
難
、
七
難
即
滅
、

七
福
即
生
、
武
運
を

助
け
養
ひ
、
御
寿
命
も
長
遠
に
、
御
家
中

は
申
す
に
及
ぼ
ず
、
天

下
泰
平
を
得
る
為
に
、
そ
の
目
的
に
合

っ
た
も
の
が
歓
迎
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
巾
の
広

い
人
間
生
活
の
願
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
た
。
近
世
の
墨
蹟
は
こ
う

い
っ
た
人
聞
臭
の
多
い
画
賛
も

の
が

一
度
に
現
れ
出
す
の
も

一
つ
の
特
長

で
あ
る
。
叉
そ
の

一
面

に
は
そ
の
人
間
味
を
否
定
す
る
厳
し
い
宗
教
的
示
唆
に
富
む
法
語

類
も
数
多
く
世
間

に
出
て
、
宗
教
活
動
の
補
助
に
使
わ
れ
た
。

徳
川
期
に
至

っ
て

一
面
高
度

の
文
化
的
素
養
を
要
求
す
る
墨
蹟

が
世
間
に
出
た
こ
と
は
、
当
時

の

一
般
社
会

の
文
化
が
向
上
し
た

一
つ
の
証
拠
に
も
な
る
。

今
、
眼
を
図
書
の
出
版

に
向
け
た
場
合
、
慶
長
ー
元
和
1
寛
永

-
慶
安
ー
寛
文
と
年
代
順
に
見
る
と
、年
代
が
降
る
に
従

っ
て
、本

の
種
類
と
数
量
が
急
に
増
大
し
て
く
る
。
中
村
直
勝
氏

の
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
寛
永
以
前

の
出

版
は

「技
術
は
拙

い
が

た
め
に
よ
い
図
書
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
が
寛
永
期
に
達
す
る
と
、
図

書
の
出
版
と
い
う
事
が

一
っ
の
企
業
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
」
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と

い
う
。

こ
れ
は
上
流

の
文
化
が
寛
永
期
を
基
点
に
し
て
、

一
般

化

、
普
遍
化
に
転
ず
る
。
文
化
人
の
増
加
に
よ
っ
て
企
業
と
し
て

も
成
立
す
る
様
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

五

禅
画
の
成
立

禅
画
と
い
う
新
語
が
使
用
さ
れ
出
し
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
、

禅

画
と
呼

ぶ
対
象
及
び
そ
の
内
容
は
何
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い

も

の
が
あ
る
。
鈴
木
大
拙
氏
は

「
禅
画
を
禅
僧
の
専
売
特
許
の
や

う
に
考

へ
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
」
と
さ
れ
る
が
、
禅
僧
以
外
の

人

々
の
作
品
も
禅
画
と
い
い
得
る
と
す
る
と
甚
だ
複
雑
な
も
の
に

な
る
。
禅
僧
以
外
の
人
々
が
描
く
禅
画
は
俳
画
の
中
に
入
れ
る
べ

き
も
の
だ
と
思
う
。
基
本
的
に
禅
画
は
禅
僧
の
描
い
た
も
の
、
然

も

嗣
法
を
し
た
師
家
分
上
の
禅
僧
の
描
い
た
画
、
絵
に
は
経
験
の

無

い
素
人

の
描

い
た
画
で
あ
る
と
し
た
い
。
又
た
と
い
禅
僧
の
描

い
た
画

で
も
専
門
画
人
と
変
ら
ぬ
程
上
手
で
、
し
か
も
精
密
な
画

は
禅
画

の
対
象
に
は
な
ら

ぬ
と
思
う
。

禅
画
は
対
象
を
上
手
に
写
生
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
心

に
捉
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
率
直
に
画
に
描
き

出

す
と
い
っ
た
も
の

で
、
作
画
の
際
に
何
々
派
か
の
画
を
習

っ
て
画
を
描
く
も
の
で
も

な
く
、
全
く
精
神
的
に
捉
え
た
も
の
を
画
に
表
現
し
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
全
く
の
抽
象
的
絵
画
で
あ
る
と
い
い
得
る
。

幼
児

の
絵
を
見
る
と
幼
児
に
は
写
生
と
い
う
も
の
が
な
い
。
丸

に
点
を
打

っ
た
だ
け
で
父
で
あ
っ
た
り
母
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で

あ
る
。
バ
ス
を
描
い
て
車
輪
の
数
を
全
部
描

い
た
り
、
乗
客
の
足

ま
で
を
窓
か
ら
は
み
出
し
て
描
い
て
い
る
。
幼
児
は
こ
う
い
っ
た

表
現
が
現
実
に
相
違
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
感
ず
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
は
主
観
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

白
隠
禅
師
が
鍾
鬼
の
横
を
向
い
た
顔
を
描

い
て
、
眼
は
横
に
向

け
ず
に
体
と
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
と
い

っ
た
絵
を
平
気
で
描

い
て
い
る
処
な
ぞ
は
、
幼
児
の
絵
画
に
等
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
覚
え

る
。
又
雲
門
和
尚
の
頂
相
を
描
い
て
、
鐘
声

七
条
の
公
案
の
見
処

を
そ
の
ま
ま
に
描

い
て
お
る
。
雲
門
を
肉
眼

で
見
た
こ
と
の
な
い

者
が
、
ど
う
し
て
雲
門
の
頂
相
を
描
く
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
れ

は
雲
門
の
仏
法
を
捉
え
て
、
そ
れ
を
描
き
出
す
よ
り
致
し
方
が
あ

る
ま
い
。
そ
う
い
っ
た
主
観
的
な
描
出
法
を
取
る
も
の
が
禅
画
で

あ
る
。

鈴
木
大
拙
氏
は
禅
画
が
日
本
に
出

現

し

た

こ
と
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
は
日
本
人
の
性
格
の

一
面
が
禅
を
通
じ
て
出
た
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
う
」
と
い
わ
れ
る
。
中
国

に
お
け
る
禅
の
特
質

を
今
こ
こ
で
論
ず
る
意
図
は
な
い
が
、
中
国
禅
の
特
長
を
指
示
問

疑
と
い
う
、
現
実
主
義
的
性
格
に
あ
り
と
す

る
と
、
こ
れ
に
対
し

て
、
本
朝
禅
の
特
質
を
考
え
る
場
合
に
、
禅
画
の
発
生
と
い
う
特

長
よ
り
見
て
且
ハ象
的
唯
心
主
義
で
あ
る
と
も

い
い
得
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
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こ
の
禅
画
が
世
に
現
れ
初
め
た
の
は
何
時
頃
か
と
い
う
と
、
色

々
と
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

洞
門
の
風
外
慧
薫

(
一
五
六

八
-

一
六
五
四
)
よ
り
始
ま
る
と
し
た
ら
ど
う
か
と
思
う
。
風
外
を

頂
点
と
し
て
沢
庵
、

一
練
、
提
州
等
が
出

て
夫
々
優
秀
な
る
禅
画

を
描

い
た
。
こ
れ
が
禅
画
の
濫
膓

で
あ
る
と
思
う
。

註
②
㈲

竹
内
尚
次
編

「白
隠
」
四
十
二
頁

六

書
風
に
就
て

神
田
喜

一
郎
氏
は

「
申
国
書
法
の
二
大
潮
流
」
に
お
い
て

「
結

局
王
義
之
に
は
じ
ま
る
流
派
と
、
顔
真
卿
か
ら
発
し
て
東
波
、
山

谷

に
お
い
て
大
成
し
た
流
派
、
こ
れ
が
申
国
書
道
史
に
お
け
る
二

つ
の
大
き
な
流
派
で
あ
り
ま
す
。

(中
略
)

こ
う

い
ふ
風
に
中
国

の
書
道
史
は
王
義
之
流
と
顔
真
卿
流
と
が
交
互
に
隆
替
し
つ
㌧
展

開

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。」
(同
書
、
四
十
二
頁
)
と
指
摘
さ
れ

た
。
中
国

に
お
け
る
書
道

の
隆
替
は
直
に
又
日
本
の
禅
僧
に
も
影

響
を
与
え
鎌
倉
時
代
よ
り
室
町
時
代
に
至
る
禅
僧
の
筆
蹟
に
可
な

り
明
瞭
な
る
結
果
が
現
れ
て
い
る
。
初
期
の
本
朝
禅
宗
教
団
の
主

流

は
、
宋
元
の
帰
化
僧
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
故
国

に
お
け
る
文
化
を
そ
の
ま
ま
に
日
本
に
移
し
て
い
る
結
果
か
ら
で

も
あ
る
。
然
し
日
本
僧

の
虎
関
は
山
谷
を
習

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
る
如
く
、
本
朝
僧
も
当
時
舶
載
さ
れ
て
招
来
さ
れ
た
中
国
法

帖
に
よ

っ
て
書
を
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

近
世
に
入
る
と
中
国
法
帖
を
手
本
に
し
て
書
を
学

ぶ
傾
向
が
す

た
り
、
本
朝
の
書
家
の
書
を
学

ぶ
風
習
に
変
化
し
て
く
る
。
本
朝

の
書
家
は
申
国

の
書
風
を

一
応
学
び
こ
れ
を
和
様
化
し
て
本
朝
人

に
教
え
た
も
の
で
あ
る
。

時
代
が
降
る
け
れ
ど
も
無
著
道
忠

(
一
六
五
三
ー

一
七
四
四
)

は

能
書
家
と
し
て
も
高
名
で
あ
る
が
、

道

忠

は
佐

々
木
玄

竜
の
書

と
、
橋
本
仙
圭
の
草
書
を
学
ん
だ
。
又
白
隠
禅
師
は
自
作
の
伝
記

の
中
で
「
手
述
学
尊
円
養
拙
」
と
い

っ
て
い
る
如
く
、

尊
円
流

(お

家
流
)
と
寺
井
養
拙
の
書
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

佐
々
木
玄
竜
は
朝
鮮
の
法
帖
を
、
寺
井
養
拙
は
董
其
昌
を
学
ん

だ
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
五
山
時
代
ま
で
は
中
国

の
法
帖
を
手
本
と
し
て
直
接
に
申
国
風
の
書
風
を
学
び
と
っ
た
も

の
が
、
近
世
に
入
る
に
及
ん
で

一
度
本
朝
の
書
家
が
和
風
に
こ
な

し
た
も
の
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
世
に
お
け
る
書
風
の

特
長
と
な
る
。

そ
の
後
更
に
南
山
古
梁
及
び
督
鰯
和
尚
は
夫
々
書
道
の
流
祖
と

な
り
、
法
帖
を
作
製
し
て
そ
の
書
を
習
わ
し
め
る
に
至
る
。
こ
れ

は
消
極
的
に
他
の
書
を
学
ぶ
と
い
っ
た
こ
と
よ
り
は

一
歩
前
進
し

て
、
書
の
道
を
自
ら
開
拓
し
て
他
の
人
々
に
教
え
よ
う
と
い
う
積

極
性

へ
の
転
換
で
あ
る
点
に
新
し
い
禅
の
働
き
が
あ
る
。
然
し
逆

に
こ
れ
を
見
る
と
世
俗
に
流
れ
、
宗
教
の
本
質
よ
り
離
れ
て
い
く



今

日
の
禅
界
の
悪
い

一
端
が
徳
川
の
末
期
に
既
に
現
れ
て
い
る
と

見

て
も
差
支
え
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
近
世
禅
林
墨
蹟
の
特
長
を
見
た
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
研
究
は
新
分
野
の
も
の
で
あ
り
、
目
標
と
な
る
よ
う
な

先
人
の
遺
産
も
な
く
、
全
く
盲
人
の
橋
渡
り
に
等
し
い
も
の
で
あ

る
。
幸

い
に
数
多
く
の
遺
墨
を
布
石
と
し
て
こ
の
分
野
を
開
拓
し

た

い
も
の
で
あ
る
。

(文
部
省
よ
り
の
協
同
研
究
費
及
び
禅
文
化

研
究
所
よ
り
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
の

一
端
で
あ
る
。)

追
記
、
近
頃

「禅
画
」
と
い
う
こ
と
は
、
成
立
せ
ぬ
と
す
る

一

部

の
学
者
が
あ
る
。
そ
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
了
解
出
来
る
が
詳

し

い
こ
と
は
別
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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