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評壷目

荻

須

博

士

著

日
本
中
世
禅
宗
史
を
読
む

荻
須
博
士
の
新
著

日
本

中
世
禅
宗
史

は
、

A

5
判
。
索
引
共

四
五
〇
頁
以
上
の
大
冊
。
印
刷

鮮
明
、
装
偵
堅
実
、
博
士

の
人
格

と
識
見

の

一

端
を
感
知
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
巻
頭

に
は
大

灯
国
師

の
頂
相
、
関
山
国
師

の
筆
跡

そ
の
他
数

葉

の

写
真
版

が
あ
る
。

猶
巻
申
に
は

松
源
崇

岳
、
運
庵
普
巌

、
虚
堂
智
愚
、
宗
峰
妙
超

の
頂

相
が
あ

る
こ
と
は
、
初
学

の
も

の
を
喜
ば

し
む

る
に
足

る
。

内
容

に
つ
い
て
見

る
と
、
全
巻
を
六
大
区
分

と
し
て

い
る
。

一
、

日
本

に

伝
来
し
た

禅
。

二
、
鎌
倉
時
代
の
禅

の
主
流
。
三
、
宋
代
禅

の

潮
流

と
日
本
禅
界

へ
の
影
響
。
四
、
南
浦
紹
朋

の
日
本
禅
宗
史
上
の
地
位
。
五
、
宗
峰
妙
超

と

そ
の
禅
。
六
、
関
山
慧
玄
の
諸
問
題
と
な

っ
て

外

に
結
論
が
あ
る
。

こ
れ

に
て
そ
の
概
要

を
知

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
更

に
細
目
の
小
区
分
が

あ
る
。
い
ま
そ
の
詳
記
は
省
略
す

る
が
、
実

は

陸

川

堆

雲

こ
の
細

目
が
、
内
容
を
提
起

し
て
い
る
大
切

の

露
頭
で
あ
る
。
題
名
は
山
田
無
文
老
師

の
染
筆

に
よ

っ
て
飾
ら
れ

て
い
る
。

従
前

よ
り
今

日
ま

で
に
書
か
れ
た
、

日
本

禅

宗
史
は
沢
山
あ

る
が
、
禅
宗
史
学

の
進
歩

に
よ

り
、
新
史
実

の
発
見
等
が
あ
る
の
で
、
近
代
感

覚
よ
り

い
ず

れ
も
少

し
ず

れ
て

い
て
、
吾
等
に

は
あ
き
た
ら

ぬ
も

の
で
あ

っ
た
。
然

る
に
博
士

の
こ
の
著
に
よ
り

て
、

こ
の
憾
み
は
全
く
解
消

す
る

こ
と
に
な

っ
た
。
即
ち
日
本
申
世
禅
宗
史

は
、
博
士

の
専
門
申

の
お
得
意

の
も
の
で
、
新

し
き
資
料
を
巧
み
に
馳
駆

し
て
、
執

筆
さ
れ
て

い
る
の
で
、
今
後

禅
門
の
史
観

に
清
新

の
空
気

を
与

え
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

い
ま
そ
の
記

述
に
つ
い
て
、
聯
か
私
見
を
以

て
論
評
を
加
え

つ
つ
、
そ

の
内
容
を
紹
介
す

る
こ
と
に
す
る
。

日
本
に

伝
来

し
た
禅

と

い
う
条

下

に
於

て

は
、
鎌
倉
以
前

の
禅

よ
り
筆
を
起
し
、

二
十
四

流
、
四
十
六
伝

の
由
来
を
記
し
て
い
る
。
こ
の

流
伝

に
つ
い
て
従
来

の
所
伝
と
趣
を
異

に
す
る

と
こ
ろ
は
、
釈
半
人
子

の
宗
源
図
等
を
引
用
し

て
、
論
述
し
て
い
る
な
ど
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
禅

の
主
流
に

つ
い
て
は
、
日
宋

の
交
通
と
禅
。
禅

の
申
心
地
と
時
代
的
考
察
等

の
項
目
を
立
て
、

入
宋
僧
の
理
想
及
び
目
的
の

変
化
を
叙

し
、
栄
西
禅
師
の
禅
流

よ
り
聖

一
、

法
灯

の
禅
流
を
論

じ
、
禅
の
興
隆
に
対
す
る
叡

山

の
圧
迫
に

つ
い
て
の
法
…難
を
記
し
、
鎌
倉
幕

府

の
庇
護
に
よ
り
、
拾
頭
の
で
き
た
経
緯
が
詳

述

さ
れ

て
い
る
。
特

に
聖

一
国
師
に
つ
い
て

の

記
述
は
、
数
頁

に
亘
り
、
よ
く
そ
の
周
辺
と
禅

宗
流
伝

の
分
析
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ

喜
ば

し
い
。

さ
ら

に
喜
ば

し

い
こ
と
は
、
・10
地
覚

心
に
つ

い
て
の
詳
細
な
る
記
述
で
あ

る
。
心
地
覚

・19
に

つ
い
て
は
、
従
来
何

れ
の
禅
史

に
於
て
も
、
略

記
さ
れ
が
ち

で
あ
る
に
反
し
、
博
士
は
心
地
覚

心
が
、

京
洛

の
地
を

離
れ

た

僻
遠

の
「地
に
於

て
、
そ
の
生
涯
を
終
始
し
た
こ
と
を
詳
述
し
、

心
地
覚

心
が

京
洛
の

地
を

顧

み
ぎ
り
し

識
見

は
、
彼

の
北
越
の
地
に
禅
憧
を
建

て
た
道

元
禅

師

に
、

一
歩
を
先

ん
じ

て
い
る
も
の
と
し
て
、
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そ
の
芳
燭
を
称
し
て
い
る
こ
と
は
、
私

の
得
意

と
す

る
と
こ
ろ
で
、
著
者
に
敬
意
を
払
う
も
の

で
あ
る
。

凡
そ
臼
本
禅
宗

を
論
ず

る
に
は
、
中
国
の
禅

流
を
顧
み
ね
ば

な
ら

ぬ
が
、
最
も
影
響

の
あ
る

の
は

南
宋
禅

で
あ
る
。

著
者

は

南
宋
禅
に

つ

き
、
そ
の
推
移
と
変

遷
を
記

し
、
我
が
国
と
の

関
係
に

及
び

五
山
文
学

に

至

る
径
路
を

詳
説

し
、
こ
れ

に
数
頁
を
費
し

て
い
る
。

か
く

て
禅
は
東
に
於

て
は
、
鎌
倉

幕
府

に
よ

り

、
又
京
洛
の
地
に
於

て
は
、
皇
室

の
庇
護
に

よ
り

確
固
た
る

地
歩
を

築
く
こ
と
に

成
功
し

た
。
殊
に
大
応
、
大
灯
両
国
師

は
、
後
宇
多

上

皇
や
花
園
天

皇
、
後
醍
醐
天

皇
の
御
帰
依
に
よ

り
、
又
夢
窓
国
師
は

こ
の
聞

に
あ
り

て
、
足
利

幕
府
と
の

関
係
も

密
接

と
な

っ
た

の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
よ
く
そ
の
要

を
尽
く
し
て
い
る
。

而

し
て
当
時

の
禅
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
大

灯

百
二
十
則
な
る
文
書
を
中
心
と
し
て
、

こ
れ

を
解
剖
し
、
大
灯

国
師

に
よ
り

】
応
の
禅
組
織

が
で
き
た
と
し
て
、
こ
れ

に
七
十
二
頁

を
費
し

て
詳
論
し
て

い
る
。

こ
の
結
論

に

つ
い
て
は
、

私
見
を
挾
む
余
地
あ
り
と
思
わ
れ
る
が
、
兎
も

角
従
来

の
所
説
に

一
歩
を
す
す
め
た
も

の
で
あ

る
。そ

の
あ
と
関
山
国
師

の
関
係
に

つ
い
て
は
、

約
百
頁
を
費
し
て
こ
れ
を
詳
述
し
て
あ
る
。
殊

に
生
誕
地
、
生
年
説
、
遺
誠
、
頂
相
等

に
つ
い

て
は
、
著
者

は
蕪
蓄
を
傾
け
て
い
る
。
元
来
関

山
国
師

に

つ
い
て
の
史
実
は
、

不
開

の
こ
と
が

多

い
の
で
あ

る
が
、
博
士
は
国
師
と
同
じ
く
信

州
出
身

で
あ

る
関
係
も
あ

っ
て
、
親
し
く
生
誕

地
を
踏
査

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
知
り
得
た
る
新

秋

月

龍

瑛

氏

著

公

案

秋
月
龍
珊
氏
が
筑
摩
書
房
か
ら

「
公
案
」
と

題
す
る
禅
入

門
書
を
発
刊
さ
れ
た
。
従
来

の
禅

を
解
説

し
た
書
物

に
は
見
ら

れ
な

い
斬
新
さ
、

鋭
さ
、

大
胆
さ
を

も

つ
特
色

あ

る
も
の
で
あ

る
。
特

に
後
半

の
公
案
三
十
三
則

の
章
は
著

者

の
参
弾
実
力
を
示
す
近
代
的
提
唱
と
も

い
う

べ

き
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
大
拙
博
士

の
序
文
の

一
部

を
記
し
て
紹
介

に
か
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

資
料
を
以

て
旧
説
を
補
訂
し

て
い
る
な
ど
は
、

学
界

の
た
め
に
喜

ぶ
と
共

に
、
多

年
の
勇
苦
に

対
し
多
謝
し
て
よ
い
。

猶

こ
の
書

に
於

て
は
各
項
目
毎

の
末
端

に
注

と
し
て
典
拠
を
明
記
し
て
あ
る
こ
と
は
、
後
学

を
益
す

る
こ
と
多
大

で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る

に
博
士

の
こ
の
著
は
、
新
鮮
、
明
快
、
懇
切
の

好

著
で
あ

る
と
し
て
推
奨

す
べ
き

で
あ
る
。
妄

評

を
許

さ
れ
た

い
。

(
昭
和
四
〇
、
九
、

一
一
)

平

野

宗

円

「
秋
月
君

は
公
案
な
る
も
の
を
、
今

こ
の
書

で
詮
索

せ
ん
と
す

る
。
平
地
に
波
瀾
を
起
す
ど

こ
ろ
で
は
な
く
て
、
泥
沼
を
か
き
乱
す
も
と
と

云

っ
て
よ

い
か
も
知

れ
ん
。
考
え

て
み
れ
ば
、

い
ら

ぬ
お

せ

っ
か

い
だ
。

が
、
君
は

こ
の
方
面

に
お
い
て
、
そ
の
蕪
奥
を
尽
し
た
人
だ
か
ら
、

か
く

の
ご
と
き
も
の
を
著
作
す

る
に
は
も

っ
と

も
適
切
な
論
者
だ
と
云

っ
て
よ

い
。
公
案

に
と
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ら
え
ら
れ
、
そ

の
ほ
か

に
禅

な
し
と
思

い
込
ん

で
お
る
人
の
た
め
、
併

せ
て
世
間

一
般

の
た
め

大

い
に
、
稗
益
す

る
こ
と
を
信
ず

る
。」

古
田
紹
欽
博
士

著

発
行
所

東
京
都
千
代
田
区
神

田
小
川
町

ニ

ノ
八

筑

摩

書

房

(
B
6
判

・
二
五

三
頁

・
価

二
圧
○
円
)

日
本
仏
教
思
想
史
の
諸
問
題
を
読
み
て

口
大
教

授
古
田
紹
欽
博
士
が
春
秋
社
か
ら
、

日
本

仏
教
思
想
史

の
諸
問
題
を
発
刊
さ
れ
た
。

本

書
は
鎌
倉

・
江
戸

の
二
部
か
ら

な
り
、
わ
が

国
仏
教
思

想
史
上

の
重
要
な
問

題
が

と
り
あ
げ

ら
れ
、
究
明
さ
れ

て
い
る
。

い
う
ま

で
も
な
く

今
日
わ
が
国

に
お
け
る
仏
教
教

団
の
大
宗
派
を

な
す
大
部
分

は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立

し
た
宗
派

で
あ
り
、
今
日
に
お
け

る
日
本

仏
教

の
大
部
分

は
鎌
倉

仏
教

の
延
長

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
鎌

倉
仏
教
は
重
要
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ

る
。

本

書
の
第

一
部

に
お

い
て
は
、
ω
鎌
倉
仏
教

に
お
け
る

持
戒
持
律

主
義
と

反
持
戒
持
律

主

義
、

②
栄
西

に
お
け
る

持
戒
持
律

思

想
の
意

義
、
㈹
持
戒
持
律
思

想
の
展
開
、
働
日
蓮
の
思

想

に
み
る
対
法
然
教
学

に
つ
い
て
、
㈲
栄
西

の

念
仏
勧
修
と
そ
の
時
代
的
意
義
、
㈲
禅
院

の
儀

荻

須

純

道

式
作
法
の
制
定
と
そ
の
流
行

、
ω
教
行
信
証
の

原
型
に
対
す

る

一
推
論
、
圖
教
行
信
証
に
お
け

る
善

の
問
題
、
働
顕
浄
土
真

実
教
行
証
文
類
に

お
け
る
化
身

土
巻

の
意
義
、
㈲
普
勧
坐
禅
儀
に

つ
い
て
、
ω
寛
元
元
年
を
境
と
す

る
道
元
の
思

想
に

つ
い
て
、

の
十

一
章
か
ら
な

っ
て
い
る
。

平
安
末
期
以
来
、
世
を
風
廃
し
た
末
法
到
来

の
時
代
思
潮

は
浄
土
教

の
漸
興
を
み
、
武
家
が

政
権
を
と

っ
た
鎌
倉
時
代
に

い
た
り
、
法
然
は

専
修
念
仏
を
提
唱

し
て

一
宗
を
開
立

し
、
親
鷺

は
悪
人

正
機

・
信

心

正
因
の

浄
土
門
を

説

い

た
。
念
仏
の

一
行

に
生
き
、
さ
ら
に
ま
た
弥
陀

の
本
願
を
信
ず

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
持
戒
者
も

破
戒
者
も
救
わ
れ
る
と
説
く
、
反
持
律
的
な
徹

底
し
た
仏
教
が
樹
立
し
た
。
し
か
し
鎌
倉
仏
教

に
は

一
方
に
お
い
て
は
戒
律
運
動
が
あ

っ
た
。

夫
法

な
る
が
故
に
、
正
法

に
た
ち
か
え
り
、
釈

尊

に
か
え
れ
と
叫

ぶ
運
動

で
あ
る
。
い
ず
れ
も

真
実

を

把
握
し
よ
う

と

す
る
に

ほ
か

な
ら
な

い
。
鎌
倉
仏
教
に
は
持
戒
持
律
主
義

と
反
持
戒

持
律
主
義

の
二
潮
流
が
あ

っ
た
。
本
書

は
ま
ず

第

一
章

に
お

い
て
こ
れ
を
明
示
し
、

こ
の
範
疇

に
し
た
が

っ
て
諸
問
題
が
究
明
さ
れ
て
い
る
。

第

二
部
は
ω

い
わ
ゆ
る
黄
集
禅
の
臨
済
正
宗

に

つ
い
て
、

②
道
者

超
元

の

来
朝
と

そ
の
影

響
、
㈲
潮
音
道
海

の
臨
済

・
曹
洞
禅
批
判
、
ω

盤
珪
永
琢
と
洞
門
の
人

々
、
㈲
独
庵
玄
光

の
思

想
、
㈲
月
舟
宗
胡

の
思
想
、
ω
徳
翁
良
高

に
お

け
る
宗
弊
改
革
思

想
の
淵
源
、
㈲
卍
山
道
白

の

思

想
と
そ

の
復
古
の
業
績
、
ゆ
卍
山
道
白
と
臨

済
禅

と
の
交
渉
の
九
章

か
ら
な

っ
て

い
る
。
鎖

国
日
本

の
江
戸
期
に
お
い
て
は
、
長
崎

を
通
じ

て
近
世
仏
教

の
建
設
が

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
隠
元

の
来
朝
は
わ
が
仏
教
界
に
大

い
な

る
影
響

を
与
え
た
。
第

二
部
は
黄
案
禅

を
申

心

に
諸
問
題
を
提
起
し
て

い
る
。
第

一
部

・
第

二

部
を
通
じ

て
大
部
分
が
禅

に
関
す
る
論
著

で
あ

り
、
あ
え
て
諸
賢
に
す
す
む
る
所
以
で
あ
る
。

発
行
所

東
京
都
千
代
田
区
神

田
宮
本
町

一
〇

春

秋

社

(
A
5
判

・
二
八
八
頁
、
価

一
、

五
〇
〇
円

)


