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十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
妙
心
寺

の
禅
に
重
き
を
な
し
た
も
の
に
南
化
玄
興
、
鉄
山
宗
鈍
が
あ
る
。
時

の
人
は
諺
に

「南

化
鉄
山
鳶
鴉
」
と
併
せ
呼
ん
で
、
そ
の
名
を
識
ら
な

い
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

い
ま
、
こ
の
鉄
山
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
詮
索
し
た
と
こ
ろ
を
記
そ
う
。

延
宝
伝
燈
録
の
伝
に
よ
る
と

「窪

田
氏
、
甲
州
上
条

の
人
な
り
、
幼
よ
り
俊
敏
、
本
州
慧
林
寺
に
上

っ
て
剃
髪
得
度
、
東
谷
に
駿

の

清
見
に
師
事
し
、
南
化
に
洛

の
祥
雲
に
参
じ
、
策
彦
良
に
天
竜
に
依
る
、
学
は
内
外
に
渉
る
」
と
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
伝
に
記
す
こ
こ
ろ
か
ら
吟
味
し
よ
う
。

鉄
山
の
出
生
を
窪
田
氏
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

鉄
山
が
こ
の
氏
を

「山
僧
家
系
也
」

(鉄
山
和
尚
語
録
)
と
自
ら
い

っ
て
い
る
こ
と
に

よ

っ
て
間
違
い
な
い
。
上
条
は
地
名
、
現
在
地
を
当
て
る
こ
と
は
恐
ら
く
至
難
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
鉄
山
和
尚
語
録
に
地
名
と
し

て
西
条
郷
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
上
条
、
西
条
は
接
近
し
て
い
た
郷
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

鉄
山
が
何
時
、
何
才
で
出
家
し
た
か
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
伝
に
あ
る
よ
う
に
剃
髪
得
度
し
た
の
は
慧
林

寺

で
あ

っ
た
ろ
う
。
鉄
山
の
父
は
武
田
の
臣
石
坂
筑
後
守
次
包
の
従
者
で
、
義
雲
寺
の
開
基
で
あ
っ
た
と
い
う
が
(妙
心
寺
六
百
年
史
)、

父

の
縁
で
年
少
で
出
家
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
正
法
山
誌
に
は
鉄
山
の
慧
林
寺
受
業
に
註
記
し
て
、
そ
の
受

業

の
師
を

「快
川
国
師
鰍
」
と
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
甲
斐
国
誌
は
慧
林
寺
の
栖
松
軒

に
住

し
て
い
た
恰
雲
悦

座

元
を
受
業
師
と
し
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
恰
雲
は
恰
雲
宗
悦

で
は
な
い
。
こ
の
恰
雲
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
よ
う
。

「東
谷
に
駿
の
清
見
に
師
事
し
」
と
は
鉄
山
が
後
に
こ
の
東
谷
宗
呆
に
嗣
法
し
て
い
て
、
師
事
し
た
こ
と
に
間
違

い
な
い
が
そ
れ
で

は
鉄
山
が
駿
州
の
清
見
寺
に
行

っ
た
の
は
何
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。
東
谷
は
太
原
崇
孚
の
法
嗣
で
あ
り
、
太
原
は
今
川
義
元
の
崇
信
を
受

鉄
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け
、
駿
州
臨
済
寺
に
住
し
、

つ
い
で
清
見
寺
に
移
り
、
州
の
善
得
寺
を
中
興
し
た
人
で
あ
る
。
正
法
山
誌
に
よ
る
と
鉄
山
は
こ
の
太
原

に
も
受
業
し
た
と
い
っ
て
い
る
。
臨
済
寺
は
太
原
の
師
大
休
宗
休
を
開
山
と
し
、
太
原
は
そ
の
二
世
と
な

っ
た
が
、
太
原
は
こ
の
臨
済

寺
か
ら
天
文
九
年
に
妙
心
寺
に
奉
勅
入
住
し
て
い
る

(太
原
和
尚
語
録
)。

こ
の
年
、
鉄
山
は
十
九
才
に
当
る
が
、
鉄
山
が
太
原
に
就

い

た
と
す
れ
ば
そ
の
以
前
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
太
原
は
清
見
寺
に
住
し
て

一
百
年
来
の
荒
廃
を
興
し

て
い
る
が
、
(太
原
先

師
大
和
尚
三
十
三
回
忌
拮
香
拙
語
井
序
)そ
の
住
持

の
間
に
従
っ
た
と
す
れ
ぱ
従

っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
東
谷
は
太
原
が
清
見
寺

か
ら
善
得

寺
を
興
し
て
住
し
た
そ
の
後
を
つ
い
で
、
清
見
寺
に
入

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
鉄
山
が
東
谷
に
従

っ
た
の
は
、
太
原
に
就

い
た
そ
の

直
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
こ
の
東
谷
の
下
に
あ
る
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
永
禄
七
年
故
有

っ
て

一
時
遠
州

の
平
田
寺
に
暫
く
止

っ
た
こ
と
が
あ
る
。

た
だ
、
鉄
山
が
ど
う
し
て
慧
林
寺
か
ら
駿
州
に
太
原
、
東
谷

の
門
を
叩
く
に
至
っ
た
か
で
あ
る
。
太
原
は
今
川

の
家
族
、
庵
原
氏
の

出
身
で
あ
り
、
義
元
と
は

蔚
盟
友
で
、
義
元
を
輔
け
て
陣
中
に
あ
る
こ
と
屡

々
で
あ
り
、
智
略
に
す
ぐ
れ
、
こ
の
人
が
在
世
す
る
限
り
、

今
川
氏
を
滅
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
ま
で
諸
侯
の
間
に
噂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
武
人
の
血
を

つ
い
だ
剛
腹
な
禅
者
で
あ

っ
た
ら
し
く
、

鉄
山
は
こ
の
太
原
を
慕

っ
て
参
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

鉄
山
が
剃
髪
得
度
し
た
の
は
、
鉄
山
和
尚
語
録
に

「恵
林
堂
上
人
和
尚
恭
被
悼
書
松
軒
主
恰
雲
老
師
逝
去
」
と
見
え
て
い
る
そ
の
恰

雲
で
あ
る
る
。
こ
の
恰
雲
は
語
録
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
元
亀
元
年
庚
午
五
月
十
八
日
に
寂
し
て
い
る
。
恵
林
堂
上
大
和
尚
と
は
快

川
紹
喜
の
こ
と
で
あ
り
、
快
川
と
恰
雲
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ

っ
た
ろ
う
。
鉄
山
が
太
原
に
参
ず
る
に
至

っ
た
の
は
太
原
と
こ
の
恰
雲

と
の
何
等
か
の
法
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。



つ
い
で
伝
は
鉄
山
が
南
化
玄
興
に
洛

の
祥
雲
寺
に
参
じ
た
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
記
録
通
り
と
す
る
と
そ
の
年
代
は
何
時
頃
と
い

う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
祥
雲
寺
は
天
童
山
と
号
し
て
秀
吉
が
南
化
を
住
持
に
迎
え
、
東
山
の
麓
、
大
仏
殿
の
東
南
の
地
に
創
め
た
寺
で

す
て

あ
り
、
今
の
智
積
院
は
そ
の
寺
名
を
改
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
秀
吉
は
天
正
十
八
年
八
月
に
子
の
棄
君
を
失

い
、
南
化
は
棄
君
即

ち
祥
雲
院
玉
巌
麟
公
神
童

の
初
七
日
の
法
要
を
妙
心
寺
に
営
ん
で
い
る
が

(虚
白
録
)、

そ
の
棄
君
を
妙
心
寺
に
葬

っ
て
礎

い
た
祥
雲
院

が
東
山
の
祥
雲
寺
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
祥
雲
寺
は
南
化
の
残
後
、
秀
吉
の
門
族
で
あ

っ
た
某
蔵
主
が
つ
い
た

が
、
そ
の
蔵
主
が
後
に
還
俗
し
て
住
持

の
席
が
空
き
、
そ
の
た
め
に
こ
の
寺
が
真
言
宗
に
変
る
こ
と
に
な
っ
た
と
伝

え
る
。
南
化
は
快

川
紹
喜
の
法
嗣
で
そ
の
門
下
に
俊
英
を
輩
出
し
、
寺
門
の
興
隆
を
は
か
り
そ
の
道
声
は
つ
ど
に
高
く
、
若
く
し
て
妙

心
寺
に
勅
住
し
、

後

陽
成
天
皇
に
禅
要
を
説
き
、
秀
吉
を
初
め
諸
将

の
尊
崇
を
厚
く
し
た
英
傑
で
あ
る
。
南
化
の
祥
雲
寺
住
持
は
そ
の
晩
年
で
あ

っ
た
ろ

う

こ
と
は
、
文
禄
五
年
八
月
二
日
、
妙
心
寺
塔
頭
養
徳
院
の
開
基
石
川
宗
鉄
の
初
七
日
忌
を
妙
心
寺
に
営
ん
だ
際
の
拮
香
語
に

「天
童

小
比
丘
玄
興
」
(刊
本
虚
白
録
)
と
あ
り
、

豊
国
明
神
の
石
舟
記
に

「慶
長
三
年
孟
春
吉
辰
、

祥
雲
比
丘
玄
興
誌
焉
」

(写
本
、
同
録
)
と

あ

る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
文
禄
五
年
は
慶
長
元
年
で
も
あ
り
、
こ
の
年
南
化
は
五
十
九
才
、
鉄
山
は
六
十
五
才
で
あ
る
。
因
み
に
慶

長
三
年
に
は
秀
吉
が
残
し
て
い
る
。
祥
雲
寺
建
立
は
大
方
、
天
正
の
末
年
で
あ
ろ
う
。

一
体
、
こ
の
頃
に
鉄
山
が
南
化
に
参
じ
た
と
い

う

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「南
化
鉄
山
鳶
鴉
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
南
化
と
鉄
山
に
師
弟
の
よ
う
な
関

係
が
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。
延
宝
伝
燈
録
が
東
谷
に
師
事
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
続
け
て
、
鉄
山
が
南
化
に
参
じ
た
と
し
て
い

る
こ
と
は
正
し
く
な
か
ろ
う
。

天
正
四
年
四
月
に
信
玄
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
が
、
慧
林
寺
住
持
で
あ

っ
た
快
川
が
導
師
と
な
り
、
鉄
山
は
そ
の
頃
臨
済
寺
に
、
師
の

鉄
山
宗
鈍
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東

谷
は
信
州
建
福
寺
に
あ

っ
た
が
来

っ
て
鉄
山
は
取
骨
、
東
谷
は
掛
真
を
つ
と
め
て
い
る
。
鉄
山
が
信
玄
に
近
か
っ
た
こ
と
は
鉄
山
和

尚
語
録
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
南
化
も
ま
た
信
玄
に
近
か
っ
た
の
で
あ
り
、
快
川
、
南
化
、
鉄
山
、
信
玄
、
慧
林
寺
と
い
っ
た
関
係

が
結
び
合
っ
て
鉄
山
は
早
く
か
ら
南
化
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
南
化
は
快
川
が
信
玄
に
招
か
れ
て
美
濃
の
崇
福
寺
か
ら
移
る
に
従

っ
て
い
る
し
、
ま
た
相
国
寺
惟
高
、

天
竜
寺
策
彦
の
信
玄

へ
の
推
挙
が
あ
っ
て
信
玄
の
参
禅

の
師
と
な
っ
た
と
も

い
わ
れ

(正
法
山
誌
)、

鉄
山
が
南
化
を
知
る
機
会
は
必
ら
ず
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
惟
高
は
永
禄
十
年
十
二
月
に
寂
し
て
い
る
か
ら
南
化
を
推
挙
し
た
の
は
そ
れ

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
延
宝
伝
燈
録
が
鉄
山
の

「南
化
に
洛
の
祥
雲
に
参
ず
」
と
い
っ
て

い
る
こ
と
は
何
ん

と
し
て
も
解
せ
な
い
。
若
し

「参
」
と
い
う
な
ら
ば
こ
の
頃
、
鉄
山
が
南
化
と
深

い
交
り
を
も

っ
た
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

南
化
と
鉄
山
と
の
間
に
深
い
交
り
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
南
化
に

「和
昌鉄
山
和
尚
仏
成
道
韻
こ
、
「
和
嵩鉄
山
和
尚
達
磨
忌
韻
こ
、
「和
昌妙

心
堂
頭
鉄
山
和
尚
歳
旦
韻
こ

(刊
本

・
虚
白
録
)
の
偶
が
あ
り
、
鉄
山
に
も

「慶
長
七
寅
祥
雲
南
化
住
妙
心
歳
旦
和
」

(鉄
山
和
尚
語
録
)
が

あ

っ
て
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
慶
長
七
年
に
南
化
が
妙
心
寺
に
住
し
た
の
は
四
住
妙
心
で
あ
り
、
妙
心
寺
住
持
歴
の
上
か
ら
す
れ

ば
南
化
は
鉄
山
よ
り
遙
に
先
輩
で
あ
る
が
、

「祥
雲
南
化
」
と
呼
ん
で
い
る
辺
り
、
い
か
に
も
親
し
い
間
柄
で
あ

っ
た
こ
と
を
偲
ぱ
せ

る
。
こ
う

い
う
関
係
は
決
し
て

一
時
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

次
に
伝
に

「策
彦
良
に
天
竜
に
依
る
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
鉄
山
が
策
彦
に
詩
偶
の
剛
正
を
受
け

た
こ
と
は
鉄
山
和
尚

語
録
の

一
本
に
策
彦
が
朱
点
を
加
え
た
も
の
か
遺
存
し
て
お
り
、
鉄
山
が
策
彦
に
依
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の

語
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る
梅
花
百
詠
に
は
序
を
、
ま
た
梅
を
題
す
る
百
韻
に
は
駿
を
寄
せ
て
い
る
。
序
に
は

「永
禄

八
稔
乙
丑
鞠
月
廿

有

一
日
、
前
円
党
策
彦
曼
周
良
」
と
あ
り
、
骸
に
は

「永
禄
八
稔
乙
丑
仲
春
廿
五
日
、
亀
陰
謙
斎
隻
漫
蹟
焉
」
と
あ

る
。
蹟
に
お
い
て



策
彦
は
鉄
山
を
評
し
て
、

「公
は
壮
歳
よ
り
身
自
ら
関
山
の
鳥
道
に
在

っ
て
参
請
邊
あ
ら
ず
、
常
に
林
際
雲
門
の
二
宗
乗
の
奥
枢
を
窺

み
つ

ふ
、
加
之
、
禅
鯨

の
吟
も
全
く
韓
愈
孟
郊
が
四
君
子
の
雅
作
に
越

へ
た
り
、
残
香
剰
簸
見
ん
可
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
鉄
山
の
語
録

を
見
て
感
ず
る
こ
と
は
文
才
に
秀
で
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
伝
が

「学
は
内
外
に
渉
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
ま

こ
と
に
そ
の
通
り
で

あ

る
。
永
禄
八
年
は
鉄
山
三
十
四
才
で
あ
る
。
百
韻
は
寒

・
陽
の
二
部
に
別
れ
て
い
る
が
、
寒
の
と
こ
ろ
に
本
寺
妙
心
寺
に
於
て
作

っ

た
旨
の
鉄
山
の
記
が
あ
る
。
ま
た
、
策
彦
は
武
田
勝
頼
が
駿
州
庵
原
に
築

い
た
城
楼
に
観
国
楼
の
名
を
付
し
て
い
る
が
、
こ
の
楼
上
に

掛
け
た
鐘
の
銘
を
鉄
山
が
書
い
て
い
る
。
こ
の
鐘
銘
の
成
っ
た
の
は
策
彦
の
寂
し
た
年
の
霜
月
で
あ
る
。
鉄
山
は
策
彦
の
最
晩
年
ま
で

親
交
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

南
化
も
ま
た
策
彦
と
親
交
が
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
前
述
の
如
く
南
化
を
信
玄
に
推
挙
し
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
南
化
が
元
亀
元

年
十
月
に
妙
心
寺
に
初
住
し
た
際
は
策
彦
が
そ
の
山
門
疏
を
製
し
て
い
る

(刊
本
、
虚
白
録
)。

こ
の
南
化
が
こ
れ
ま
た
詩
文
に
秀
で
た

こ
と
は
そ
の
語
録
虚
白
録
が
証
し
て
い
る
。
策
彦
は
南
化
、
鉄
山
よ
り
三
十
才
以
上
も
先
輩
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
う
と
南
化
、
鉄
山
共

に
策
彦
と
親
交
が
あ

っ
た
と
い
う
よ
り
は
親
交
を
策
彦
よ
り
受
け
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
策
彦
は
天
正
年
七
六
月
に
寂
し
た
。

さ
て
、
伝
は
鉄
山
の
学
が
内
外
に
渉

っ
た
こ
と
を
記
し
た
に
続
け
て
、
更
に
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

即
ち

「後
、
粉
邑
を
旋
り
、
乃
ち
深
山
に
入
っ
て
閉
関
禅
坐
し
…
…
」
と
あ
る
。
こ
こ
に

「後
」
と
あ
る
こ
と
は
鉄
山
が
南
化
に
参

じ
、
策
彦
に
依

っ
て
学
問
を
修
め
た
そ
の
後
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
危
険
が
あ
る
。
伝
は
深
山
が
何
処
で
あ
る
か
を

い
わ
な
い
で
、
禅
坐

に
際
し
て
毘
沙
門
の
化
身
で
あ
る
と
こ
ろ
の

一
僧
が
来
て
修
行
を
共
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
不
思
議
な
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
伝
燈
録

の
著
者
師
蛮
は
何
か
の
資
料
に
よ

っ
て
こ
の
伝
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
で
あ
っ
て
不
可
解
な
こ
と
を
鉄
山
に
伝

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)

二
三
九
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え
て
い
る
の
は
奇
怪
で
あ
る
。

伝
燈
録
に
伝
と
し
て
年
時
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
永
禄
の
初
め
に
東
谷
が
妙
心
寺
に
住
し
た
時
、
師
に
従
侍
し
参
究
を
重
ね
て
印
記

を
受
け
、
駿
州
の
臨
済
寺
に
住
し
た
こ
と
、
天
正
三
年
夏
に
は
妙
心
寺
に
住
し
、
更
に
慶
長
三
年
秋
に
は
同
寺
に
再
住
し
、
そ
の
間
武

州
の
平
林
寺
に
住
し
、
再
住
妙
心
の
翌
歳
に
は
妙
心
寺

の
三
門
を
修
造
し
た
こ
と
、
最
後
に

「元
和
三
年
十
月
八
日
化
、
寿
齢
八
十
六
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
。

東
谷
の
妙
心
寺
奉
勅
入
寺
が
果
し
て
永
禄

の
初
め
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
こ
の
頃
妙
心
寺
に
重
き
を
な
し
た
の
は

希
庵
玄
密
で
あ
り
、
希
庵
は
永
禄
二
年
に
妙
心
寺
に
住
し
た
と
き
こ
れ
が
三
住
で
あ
り
、
(希
庵
密
和
尚
語
録
)五
住

ま
で
重
ね
て
お
り
、

東
谷
の
妙
心
寺
入
住
は
元
亀
三
年

(正
法
山
妙
心
寺
輪
番
年
代
記
ノ
書
込
ミ
)
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鉄
山
は
元
亀
四
年
歳
旦
を
臨
済
寺
に

迎
え
て
い
る
が
、
こ
の
年
に
東
谷

の
後
を
つ
い
で
こ
の
寺
に
住
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
東
谷
が
妙
心
寺

を
退
く
と
天
正
三
年

に
妙
心
寺
に
勅
住
し
て
い
る
。
現
存
の
鉄
山
和
尚
語
録
に
妙
心
寺
入
住
の
語
を
欠
く
の
は
惜
し
い
。

鉄
山
は
同
七
年
に
は
臨
済
寺
に
戻
り
、
慧
林
寺
殿
の
七
周
忌
を
三
月
十
二
日
に
営
み
、
十

一
月
に
は
前
述
の
勝
頼
が
庵
原
郡
に
礎

い

た
城
塁
の
観
国
楼
に
か
け
た
鐘

の
銘
を
誌
し
、
ま
た
勝
頼
の
厳
命
に
よ
っ
て
こ
の
月
武
運
長
久
の
祈
願
文
、
即
ち

「奉
伊
勢
天
照
太
神

宮
之
願
書
」
及
び

「熊
野
三
所
権
現
之
願
書
」
を
書

い
て
い
る
。
同
九
年
十
月
快
川
に
大
通
智
勝
国
師
の
国
師
号

の
特
賜
が
あ

っ
て
賀

し
、
同
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
同
寺
の
方
丈
の
建
立
、
衆
寮
の
普
請
を
行

っ
て
い
る
。
方
丈
は
兵
火
に
焼
失
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
建
立
が
同
十
二
年
十
二
月
廿
三
日
に
成

っ
て
、

「
山
門
近
日
普
請
、

一
捜
右

二
搬
り土
、
満
堂
海
衆
苦
屈
不
レ達
謝
、
珍
重
よ
、
謹
問
諸
禅
徳
、
古
徳
普
請
螂
箒
悟
道
、

端
的
作
慶



生
、

代
達

磨

一
宗

掃

地

尽

」

の
語

を
唱

え

て

い

る
。

　　

　

　

同
十
四
年
歳
旦
に
当

っ
て

「山
門
改
旦
燈
籠
興
露
柱
一互

争
レ年
、
諸
人
試
甑
別
将
来
、
代
以
二

偶
輔」
す
と
し
、
「露
柱
燈
籠
共
白
頭
、

年

よ
江
寺
祝
禅
流
、
南
方
仏
法
無
多
子
、
老
去
同
参
具
眼
鴎
、
久
立
珍
重
」
と
よ
ん
で
い
る
の
が
、

一
山
の
衆
僧
苦
屈
に
よ
っ
て
伽
藍

の
復
興
を
見
た
歳
旦
の
歓
び
は
ま
た
格
別
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
語
録
に
は
歳
旦
の
偶
が
同
十
九
年
ま
で
続

い
て
見
ら
れ
、
同
十
四

年
来
鉄
山
の
臨
済
寺
在
住
に
変
り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
十
八
年
に
は
大
衆
寮
の
衆
が
移
っ
て
新
方
丈
に
居
し
た
と
い
う
記
録
も
あ

る
。
大
衆
が
増
加
し
た
た
め
の
措
置
と
も
受
け
取
れ
る
。

こ
の
間
、
師
の
東
谷
は
妙
心
寺
を
辞
し
た
後
、
建
福
寺
に
住
し
た
が
清
見
寺
に
も
居
し
て
い
た
如
く
、
同
十

一
年

に
は
清
見
寺
の
瑞

雲
院
に
退
き
、
同
十
四
年
に
は
善
得
寺
に
住
し
て
い
る
。
善
得
寺
に
は
東
谷
と
同
門

の
景
笏
玄
洪
が
住
し
て
い
た
が
、
天
正
三
年
八
月

に
寂
し
て
い
る
。
正
法
山
輪
番
年
代
記
に
よ
る
と
同
十
七
年
に
鉄
山
は
妙
心
寺
に
再
住
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
語
録

の
上
か
ら
は
そ
れ

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

文
禄
に
な

っ
て
も
鉄
山
は
依
然
と
し
て
臨
済
寺
に
あ

っ
た
が
、
同
三
年

一
月
東
谷
が
寂
し
、
八
月
に
は
臨
済
寺
方

丈
に
お
い
て
先
師

の
た
め
に
設
斎
し
て
い
る
。
同
五
年

一
月
十
五
日
は
そ
の
三
年
忌
に
正
当
し
て
い
る
が
、

こ
の
前
年
十
二
月
末
か
ら
下
総
多
故
(
胡
)
の

少
林
寺
に
赴
い
て
い
て
、
こ
こ
で
忌
日
を
迎
え
て
い
る
。

こ
の
少
林
寺
に
あ
っ
て
は
歳
末
か
ら
歳
旦
に
か
け
て
尺
余

の
降
雪
に
遇

い
、

雪

の
詩
を
よ
み
、
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
詩
や
歌
に
和
し
て
い
る
。

慶
長
三
年
妙
心
寺
に
重
ね
て
住
し
て
い
る
が
、
語
録
は
こ
れ
を
再
住
と
し
て
い
る
。
歳
旦
に
際
し
て
妙
心
寺
に
お

い
て

一
宙
や
伯
蒲

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)
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の
詩
に
和
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
前
年
に
上
洛
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

「慶
三
本
寺
再
住
時
」
と
し
て
い
る
も
の
に
仏
成

道
の
偶
が
あ
り
、

「慶
長
戌
本
寺
再
住
之
時
」
と
し
て
い
る
も
の
に
達
磨
忌
の
偶
が
あ
る
。
上
記
、
南
化
の
「
和
鉄
山
和
尚
達
磨
忌
韻
」

は
こ
の
達
磨
忌
の
偏
に
対
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
和
鉄
山
和
尚
仏
成
道
韻
」
は
次
に
示
す
仏
成
道
の

一
偶
に
対
し
た
も
の
で
あ
る
。

昨
夜
雪
山
騰
雪
堆

麗
曇
眼
裡
冷
昌於
灰
噛

三
生
因
果
殺
風
景

唯
見
明
星
不
レ見
レ梅

こ
れ
よ
り
さ
き
、
こ
の
年
八
月
二
十
四
日
は
本
光
国
師
大
休
の
五
十
年
忌
に
正
当
し
、
妙
心
寺
霊
雲
院
に
あ

っ
て
そ
の
香
語
を
唱
え

て
い
る
。

翌
四
年
歳
旦
を
妙
心
寺
に
迎
え
た
。
鉄
山
和
尚
語
録
に
歳
旦
の
年
時
を
明
記
し
な
い

「歳
旦
上
堂
之
拙
語
」
は
、
こ
の
時
の
も
の
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
全
文
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

歳
旦
上
堂
之
拙
語

祝
聖

大
日
本
国
山
城
湯
平
安
城
正
法
山
妙
心
禅
寺
住
持
伝
法
沙
門
宗
鈍
、
改
旦
令
辰
謹
焚
宝
香
、
端
為
祝
延
今
上
皇
帝
聖
躬
万
歳
女

美
万
よ
女
歳
、
陞
下
恭
願

　

　

　

　

始
皇
正
月

雨

養
レ花

徳

養
レ賢

　

　　

　

　

　　

文
壬
元
年

露

偏
レ埜

思

偏
レ衆

索
語



　

　

　

　

　

天
得
二

以

清
、
地
得
二

以
寧
、
挙
払
云
、
箇

雪
髭
翁
得
二

以
説
法
、
諦
聴
よ
女
参

提
綱

　
　
　

　

　

こ

　
　
　

　

這
臨
済
金
翅
鳥
王
、
砦
昌

然
灯

清
浄
法
身
一於
昌記
荊
壁

陣
啄
、
翼
一
如
来
浬
神
妙
心
一到
括
花
暁
動

翔
、

　

　　

　

悟
レ之
者

声
前

百
喜
鳥
、
観
7跡
成
7文
、
柳
架
池
塘
淡
≧

迷
レ之
者
面
上
両
悪
鳥
、
倦
レ飛
知
レ還
、
落
花
流
水
　

≧

　

　

　

　

爾
来
抱
昌少
林

卵
嚇
産
昌出
虎
鋸
竜
蠕

活
柄
子
一

　

　

果
然
養
曹
涯
羽
↓
扶
昌起
鯨
瘤
竈
寂
阿
練
嬢
一

　

　
　

　

百
丈

得
乏

為
譜
野
鴨
嚇
以
機
先
会
取

　

　

　

園
悟

得
レ之

為
昌農
鶏
↓
以
直
下
承
当

え

　

こ
そ

領

二多

衆

一則

堂

中
首

座

立

レ雪

白

鷺

、

接

嵩四

来

輔則

室

内

待

者

出

レ谷

黄
鳥

、
咄

≧

≧
、

全

非

季

講

仙

吉

了
↓
別

≧

≧
、

又
非

嵩柳

子

厚

ま
そ

畢
方
↓
元
是
関
山
玉
鵬
鵡
、
看
来
霊
雲
全
鳳
鳳
、

す
り
　

　
の　

　

　

　
　
の　　
　
　

　

　

錐
工然
如
ツ
此
亦
作
一羽
虫
見
解

捻
是
簿
下
斥
鵬
、
錯
莫
昧
一一向
上
商
量
嚇

鯉

堂
前
露
柱
出
来
作
一一太
平
雀

舞
一云
、
祝
≧
賀
正

　

　

　

一
曲
子
如
何
挙
揚
去
、
払

一
払
云
、

倒
把
二

枝
無
孔
笛
一等
閑
吹
起
燕
販
簗

自
叙

　

宗

鈍

、

鈍

鉄

入

二燈

鞘

一鍍

礫

委

畠泥

塵

一

鳴

呼

汗

顔

≧

≧

謝

語

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)
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上
堂
之
次
共
惟
、
祥
雲
堂
塔
大
和
尚
各

≧
諸
位
堂
頭
大
和
尚
、
師
≧
祖
≧
、
正
法
明
王
道
照
、
四
海
人
天
白
日
、
老
≧
尊
≧
妙
心

菩
薩
、
宗
猷
千
歳
濁
世
烏
曇
、
慈
悲
尊
亮

次
惟

山
門
両
序
、
適
来
禅
客
、

一
会
海
衆
、
諸
位
禅
師

春
風
吹
天
、
香
梅

一
方
、
勝
刹
夜
月
随
行
道
、
檀
林
四
衆
禅
棲
、
鳴
呼
盛
哉
≧
≧

拮
提

記
得
成
都
真
禅
師
、
歳
旦
上
堂
拮
主
杖
云
、
看
≧
諸
人
既
不
相
顧
不
免
乗
六
牙
香
象
、
直
入
五
台
山
与
文
殊
師
兄
賀
歳
去
　
、

山
僧
不
然
、
唯
坐
与
床
角
主
杖
子
賀
歳
了
、
打

一
偶
祝
新
歳
君
云
、
鳥
藤
拍
手
叫
苓
辰
嚇
五
百
僧
房
万
物
新
、
東
序
歌
花

西
序
月
、

　

　

　

山
門
起

舞

洛
陽

春
、
久
立
珍
重
。

こ
の
歳
旦
の
語
が
慶
長
四
年
歳
旦
と
さ
れ
る
に
つ
い
て
は
、
幸
に
正
法
山
誌
に
鉄
山
が
こ
の
年
三
月
妙
心
寺
山
門
の
造
営
を
畢
っ
た

　

　

こ

こ
と
を
記
録
し
て
い
る

一
文
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
確
証
さ
れ
る
。
山
誌
に

「鉄
山
和
尚
住
山
時
、
山
門

造
営
始
成

歳
旦

作
7偶
日
、

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

鳥
藤
拍
手
叫
=令
辰
噴
五
百

僧
房
万
物
新

東
序

歌
レ花

西
序

月
、
山
門
起

舞

洛
陽

春
、
干
時
慶
長
四
年
己
亥
三
月
造
営
功
畢
、
蓋
預

歳
旦
祝
レ之
也
」
と
あ
り
、
「歳
旦
上
堂
之
拙
語
」
に
見
ら
れ
る
偶
は
慶
長
四
年
の
作
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

鉄
山
が
同
四
年
浬
藥
会
の
後
、
三
月
は
ま
だ
妙
心
寺
に
い
た
こ
と
は
こ
の
正
法
山
誌
の
記
録
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、'

「花
庭
理

芳
大
師
」
の
肖
像
に
賛
し
た
も
の
に

「慶
長
四
亥
仲
呂
初
三
日
住
花
園
鉄
山
老
柄
渉
甑
」

(鉄
山
和
尚
語
録
)
と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
も



知

ら
れ
る
。

同
五
年
歳
旦
に
は
既
に
鉄
山
は
臨
済
寺
に
帰

っ
て
い
る
が
、
同
七
年
春
に
は
妙
心
寺
霊
雲
院
に
来
て
お
り
、
こ
の
頃
は
妙
心
寺
と
臨

済
寺
と
の
往
還
が
屡
よ
で
あ

っ
た
如
く
で
あ
る
。

　
　
　

鉄
山
に

「慶
長
七
寅
祥
雲
南
化
住
妙
心
歳
旦
和
」
の
あ
る
こ
と
は
前
に
ふ
れ
た
が
、
南
化
の
仏
成
道
の
偶

「三
界
独
尊
何
独
尊
、
出

　

　

　

　

山
成
道
累
昌児
孫
↓
蓬
頭
垢
面
雪
団
打
、

影
痩

梅
華

月

一
痕
」

(虚
白
録
)
に
鉄
山
が
和
し
て

一
偶
を
よ
ん
だ
の
は
、
同
六
年
の
仏
成
道

日

で
あ
り
、
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
の
あ
る
期
間
、
鉄
山
は
南
化
と
妙
心
寺
で
出
会

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
南
化
の
妙
心

寺
勅
住
は
正
法
山
妙
心
寺
住
持
輪
番
年
代
記
に
よ
れ
ぼ
同
六
年
と
し
て
い
る
。

同
八
年
、
九
年
と
鉄
山
は
歳
旦
を
臨
済
寺
に
迎
え
て
い
る
が
、
八
年
の
歳
旦
偏
に

「同
八
卯
従
本
寺
下
向
之
翌
年

於
林
際
」
と
付
記

し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
八
年
が
下
向
の
翌
年
と
あ
る
よ
う
に
同
七
年
に
は
妙
心
寺
か
ら
臨
済
寺
に
戻
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
九

年

に
は
妙
心
寺
住
持
の
輪
番
年
代
記
に
も
あ
る
よ
う
に
鉄
山
は
妙
心
寺
に
ま
た
住
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
鉄
山
和
尚
語
録
に
こ
の
時

鉄
山
が
霊
雲
院
に
居
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
南
化
は
こ
の
年
五
月
二
十
日
妙
心
寺
鄭
花
院

に
寂
し
た
が
、
鉄

山
は
こ
の
年
六
月
に
は
既
に
妙
心
寺
に
来
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
南
化
の
示
寂
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
同
十
年

も
続

い
て
妙
心
寺

に
止

っ
て
い
た
如
く
で
あ
る
が
、
同
十
三
年
の
仏
浬
薬
会
に
は
妙
心
寺
に
居
し
た
。
屡

々
引
用
す
る
輪
番
年
代
記
に
は
同
十
二
年
妙
心

寺
住
と
し
て
お
り
、
こ
の
年
よ
り
翌
年
に
か
け
て
重
ね
て
住
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鉄
山
和
尚
語
録
に

「慶
長
十
三
年
戌
於

本
寺
和
」
と
付
記
し
て
い
る
浬
禦
会
に
際
し
て
の

一
偶
が
見
ら
れ
る
。
鉄
山
は
こ
の
後
は
臨
済
寺
に
帰
る
こ
と
な
く
、
妙
心
寺
に
大
竜

院
を
構
え
て
老
を
養
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
鉄
山
が
満
八
十
歳
と
書
し
て
い
る
墨
蹟
に
大
竜
室
中
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)

二
四
五
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後

間
も
な
く
大
竜
院
を
構
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

延
宝
伝
燈
録
に
東
照
源
君
が
幼
よ
り
鉄
山
を
識

っ
て
い
て
、
招
い
て
武
州
の
平
林
寺

に
住
さ
せ
た
と
云

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　

　
　

「受
昌東
八
州
都
督
亜
相
公
之
堅
請
一住

武
之
金
鳳
山
平
林
神
(禅
)寺
一之
拙
偶
」
が
あ
り
、
そ
の
偶
末
に
「
天
正
二
十
年
壬
辰
六
月
五
従

駿
林
際
赴
子
此
」
と
あ
る
。
家
康
が
幼
よ
り
鉄
山
を
識
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
が
、
正
法
山
誌
に
家
康
が
鉄
山
に
間
道
し
、
鉄

山
を
崇
敬
す
る
こ
と
無
讐
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
鉄
山
が
妙
心
寺
に
住
し
て
い
て
二
条
城
に
家
康
を
訪
ね
た
と
き
、
次
の
よ
う

な
問
答
の
あ

っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

「公
日
、
我
聞
仏
以
昌仏
法
昌付
轟嘱
有
力
檀
那
嚇
今
日
我
朝
有
力
者
、
莫
加

昌干
某
↓
請
為
昌妙
心
一為
昌檀
越
一　
、
山

日
、

所
謂
有
力
者

　

　

非

昌公

之
所

7言

、
非

冨公

之
所

呂測

識
↓
若

有

下得

私

法

有

力

者

一者

占、

則

山

僧

可
下展

昌坐
具

一礼

拝
上、

夫

仏

法

有

力

者

、

障

裡

之
僧

、

　

こ

亦
未
レ可
レ知
也
、
時
伝
長
老
在
輌障
内
嚇
山
預

知
7之
耳
、
是
時
家
康
公
為
昌檀
越
嚇
則
以
二京
城
西
洞
院
以
西
一嘱
昌妙

心
嚇
山
峻
拒
不
り奉
り

　

旨
、
其
意
謂
法

道
凌
遅
依
昌富
奢
輔也
、
僧
家
淡
泊
可
り住
呂持
仏
法
輔　
、
方
今
覧
=東
叡
山
日
光
等
世
栄
↓
可
知

=鉄
山
永
計
一也
」

若
し
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
二
条
城

の
造
営
は
慶
長
七
年
に
始
り
翌
年
に
完
成
し
た
と
云
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
以
後

の
こ
と
で
な

く

て
は
な
ら
な
い
。

延
宝
伝
燈
録
は
鉄
山
が
平
林
寺
に
住
し
た
期
間
の
幾
く
も
な
か
っ
た
こ
と
を
云
っ
て
い
る
が
、
語
録
に

「天
正
二
十
年
壬
辰
八
月
廿

三
日
住
武
之
平
林
寺
之
歴
観
也
」

と
註
記
し
て
い
る

「湘
南
道
中
之
口
号
」、
八
偶
が
あ
る
。
こ
の
年
八
月
金
沢

か
ら
鎌
倉
を
め
ぐ
り
、

下
野
の
行
道
山
ま
で
歴
遊
し
て
い
る
。

つ
い
で
に
こ
こ
に
そ
の
八
偶
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　

金
沢
風
景



　

　

　

ま

　　え

　
　

　

　

古
来
此

景
世
名
高
、
万
水
千
山
天
下

豪
、
中

有
昌白
鴎
唱後
レ素
、
画
工
何
事

誤
揮
レ毫

　

金
沢
文
庫　

ぎ
　

不

レ見

昌群

書

万

巻

堆

、

　

り

　

　　

　

　

秋
風
荒
野
独
堪
レ
哀
、
秦
坑
千
歳
非
レ応
"恨
、
秩
雑
経
塵
軸

緑
苔

建
長
寺
開
山
塔
西
来
庵

開
山
大
覚
禅
師
自
昌大
明
西
蜀
一来
、
立
=法
憧
一之
霊
地
也
、
法
界
門
額
天
下
禅
林
存
一手

会

　

　

え

　

　

　

　こ

　

　

　

び

　

　

　

　

　　

こ

　

　　

　

曽

将

昌大

法

一度

昌群

生

嚇
天

下
禅

林

空

有

レ名

、

欲

「

問

昌
西
来

旧

公
案

嚇
楼

鐘

臥

レ
月

聴

無

レ声

円
覚
寺
開
山
塔
正
続
庵

即
開
山
仏
光
国
師
唱
法
之
道
場
也

　

　

こ

　

　

　

こ

残
僧

一
二
竹
篁

聞
、
纏

閉
畠柴
門
輔無
昌往
還
一
正
続
万
年
言
在
茸

、

　

　

松
風
不
"改

四
時

山

　

え

ま

　

　　

鎌
倉
八
幡

維
持
吾
朝
聖
将
軍
出
昌帥
於
大
明
(
突
将
已
建
畠難
旗
於
朝
鮮
国
之
中
城
一云
也

　

　
　
　
え

　

　

武
家

鎮
護
八
幡
宮
、
霊
鑑
高
輝
日
本
東
、
神
徳
今
猶

魔
呂異
域
嚇
大
唐
四
百
緯
旗

風

　　
え

　

下
野
国
足
利
学
校

久
虚
昌
講
主
席
一満
院
青
苔
黄
葉
耳
、
感
慨
太
多
者
也

　

　
　

　

　　

　

　

　

露
宿
風
喰
数
十
程
、
客
衣
行

尽

入
=村
讐
↓
青
灯
半
蓋
無
呂人

学
叫
月
落
講
堂
鍾

一
声

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)

二
四
七
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八

行
道
山

開
山
法
徳
禅
師
已
及
三
百
三
十
也

　

　

　

　

こ

久
伝

行
道

古
禅
場
、
墳
水
続
山
囲

憾
昌素
聞
一

又
　

　

　　
　

　

　

こ

山
麦
深

鎖

旧
僧
房
、
岩
下
雲
閑

眠
昌石
床
噛

　

　

え

　

暫

借
昌僧
房
飽

高
臥
、
百
年
世
事
半
閑

雲

　

二
百
年
来
行
道

桂
、
秋
風

一
枕
覚
猶
香

流
石
は
こ
の
人
が
学
僧
で
あ

っ
た
だ
け
に
金
沢
に
あ

っ
て
は
金
沢
文
庫
を
、
下
野
に
あ

っ
て
は
足
利
学
校
を
訪
れ
て
い
る
。
更
に
こ

の
歴
観
の
後
、
時
日
は
記
し
て
い
な

い
が
二
、
三
の
友
と
武
蔵
の
兜
率
山
廣
園
寺
に
遊
び
、
こ
こ
で
も

一
偶
を
賦
し
て
お
り
、
常
陸
の

鹿
嶋
宮
に
も
行
っ
て
い
る
。
平
林
寺
に
住
す
る
こ
と
は
幾
く
も
な
か
っ
た
と
云
っ
て
も
湘
南
の
地
を
歴
観
し
た
そ

の
前
後
数
ヵ
月
は
こ

の
寺
に
住
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
平
林
寺
は
鉄
山
の
後
、
弟
子
の
石
門
が
そ
の
後
を
つ
い
で
い
る
。
語
録
の
聯
句

の
と
こ
ろ
に
、
文
禄

三
年
二
月
廿
三
日
に
は
こ
の
平
林
寺
に
い
た
こ
と
も
記
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
こ
の
寺
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
鉄
山
は
建
福
寺
が
会
津
に
遷
ら
ず
信
濃
に
あ

っ
た
時
、
こ
の
寺
に
も
住
し
た
と
も
云
う
。
師
の
東
谷
が
住
持
し
た
後
で
あ
ろ
う
。

会
津
の
乾
(建
)福
寺
は
鉄
山
の
法
嗣
劒
江
宗
珊
を
開
山
と
し
て

い
る
。

鉄
山
の
法
嗣
は
正
法
山
宗
派
図
に
密
宗
宗
顕
、
了
室
宗
密
、
雪
堂
宗
喩
、
千
巌
玄
呂
、
大
室
祖
丘
、
綱
宗
宗
安
、
そ
れ
に
剣
江
宗
珊

を
あ
げ
て
い
る
が
、
鉄
山
の
法
孫
が
太
原
の
門
派
の
有
力
な

一
流
を
な
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

鉄
山
は
元
和
三
年
十
月
八
日
、
八
十
六
才
の
高
齢
で
大
竜
院
に
寂
し
た
。
正
徳
四
年
、
中
御
門
天
皇
よ
り
霊
光
仏
眼
禅
師
と
勅
誰
さ

れ
た
。
こ
の
鉄
山
を
知
る
資
料
と
し
て
は
未
刊
の
鉄
山
和
尚
語
録
が
未
整
理
の
ま
ま
僅
に
伝
写
さ
れ
て
遺

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、



こ

の
人

の

こ
と

は

も

っ
と

世

に
知

ら

れ

な

く

て

は

な

ら

な

い
。

*
本
朝
高
僧
伝
、
延
宝
伝
燈
録
に
太
原
を
今
川
氏
親

の
子
と
す
る
は
誤

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
既

に
辻
善
之
助
著

「
日
本
仏
教
」
史
中
世
篇

に
お

い
て
指
摘
し
て

い
る
が
、
東
谷

の

「
宝
珠
護
国
禅
師
太
原
先
師
大
和
尚

三
十

三
回
忌
拮
香
拙
語
井
序

」
に
詳
し
い
。

鉄
山
宗
鈍

(古
田
)

二
四
九


