
元
朝

に
お
け
る
中
峰
明
本
と
そ
の
道
俗西

尾

賢

隆

は

じ

め

に
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私
達
は
中
国
仏
教
と
い
え
ぽ
す
ぐ
に
階
唐
の
仏
教
を
想
起
す
る
。
後
漢
以
後
、
絶
え
間
な
く
シ
ル
ク

・
ロ
ー
ド
、
あ
る
い
は
南
海

ル
ー

ト
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
彩
し
い
仏
教
は
、
す
べ
て
仏
陀
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
教
え
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
。
し
か
し
経
典
相
互
の
間

に
は
矛
盾
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
矛
盾
を
な
く
す
る
よ
う
に
整
理
体
系
化
が
図
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
教
相
判
釈
で
あ
り
、

『華
厳
経
』
を
中
心
と
し
て
体
系
付
け
る
の
が
華
厳
宗
で
あ
り
、

『法
華
経
』

を
中
心
と
し
て
体
系
付
け
る
の
が
天
台
宗
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
教
学
的
仏
教
が
階
唐
時
代
に
展
開
し
得
た
の
は
、
晴
唐
と
い
う
国
が
国
際
的
な
世
界
帝
国
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
と
こ
ろ
か
ら
き

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
安
史
の
乱
以
後
、
国
粋
的
な
方
向

へ
と
唐
朝
の
性
格
が
変
革
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
現

す
の
が
会
昌
の
廃

仏
で
、
夷
秋

の
教
え
で
あ
る
仏
教
は
徹
底
し
た
弾
圧
を
被

っ
た
。
そ
の
弾
圧
か
ら
し
ぶ
と
く
生
き
残

っ
て
、
廃
仏
以
前

よ
り
も
よ
り

一
層

社
会

に
定
着
し
た
の
が
禅
宗
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
中
国
の
禅
宗
と
い
え
ぽ
、
五
家
七
宗
と
い
わ
れ
る
程

に
繁
栄
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
五
家
七
宗
の
時
代
は
、
正
し
く
唐
宋
変
革
期
に
相
当
す
る
。

い
ま
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
中
峰
明
本
は
、
元
代
を
代
表
す
る
禅
僧
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
従
来
、
中
国
禅
宗
史
と
い
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え
ば
、
唐
が
中
心
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
宋
代
ま
で
で
こ
と
足
り
る
と
す
る
気
風
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
栄
西
や
道
元
や
南
浦
紹
明
ら
に
よ

っ
て
中
国
の
禅
が
目
本
に
移
植
さ
れ
終

っ
た
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
元
以
後

の
禅
宗

に
つ
い
て
は
殆
ど
顧
み
ら
れ

な

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
現
今
の
わ
が
国
の
禅
宗
教
団
と
い
う
枠
組

の
み
か
ら
そ

の
淵
源
を
過
去
に
遡
及
す
る
と
い
う
研
究
方
法
で
は
、

そ

の
時
代
そ
の
時
代
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
世
に
は
中
世

の
、
近
世
に
は
近
世
の
流
れ
を
掴
む
必
要
が
あ
る
。
そ
う

な

っ
て
初
め
て
総
体
と
し
て
の
禅
宗
史
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
禅
は
二
十
四
流
四
十
六
伝
と
か
い
わ
れ
る
。

こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
宋
代
で
研
究
を
打
ち
切

っ
た
の
で
は
片
手
落
ち
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
究
め
よ
う
と
す

る
点
は
、
中
峰
を
当
時
の
社
会
情
況
の
中
か
ら
探

っ
て
見
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
が
宋
元
明
と
続
く
中
国
禅
宗
史
の
中
で
、

少
し
で
も
彼
を
位
置
付
け
得
た
な
ら
ぽ
幸
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
中
峰

の
行
状
を
社
会
の
動
き
と
関
連
付
け
な
が
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。

剛

中

峰

の

事

績

中
峰
が
生
ま
れ
た
の
は
南
宋
の
景
定
四
年

(
一
二
六
三
)

の
事
で
、
賞
似
道
の
専
権
時
代
の
事
に
属
す
る
。
す
で

に
モ
ン
ゴ
ル
は
金
朝

を
滅
ぼ
し
、
華
北
は
そ
の
領
有
に
帰
し
、
南
宋
と
境
を
接
し
た
。
中
国

の
征
服
王
朝
と
し
て
君
臨
す
る
モ
ソ
ゴ
ル
に
と

っ
て
江
南

に
中
国

人

の
正
統
王
朝
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
北
半
分
を
支
配
す
る
と
は
い
え
、
華
北
の
中
国
人

(漢
人
)
の
心
の
拠
所
と
し
て
の
国
家

と
は
い
え
な
い
。
ど
う
し
て
も
モ
ン
ゴ
ル
に
と

っ
て
南
宋
を
征
服
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
が
南
宋
の
守
り

の
要
で
あ
る
郷
州
を

攻

囲
中

に
、
兄

メ
ン
ゲ
・カ
ー
ン
が
合
州
で
亡
く
な
り

(
一
二
五
九
)、
残
置
軍
の
指
揮
を
張
柔
に
命
じ
て
北
帰
し
た
。
ク
ビ
ラ
イ
は
の
ち

の
上
都
で
お
手
盛
り
の
ク
リ
ル
タ
イ
を
召
集
し
て
、
末
弟

の
ア
リ
ク
ブ
カ
の
機
先
を
制
し
て
即
位
し
、
ア
リ
ク
ブ
カ
は
遅
れ
て
ア
ル
タ
ン

河
畔
で
即
位
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
の
勢
力
を
二
分
す
る
内
乱
も
漢
地
を
掌
握
す
る
ク
ビ
ラ
イ
の
勝
利
に
帰
し
た
。

一
年
お
い

て
海
都
の
反
乱
が
起
り
、

こ
れ
は
成
宗

の
大
徳
七
年

(
=
二
〇
三
)

に
な

っ
て
よ
う
や
く
終
結
を
見
た
。

こ
の
二

つ
の
反
乱
は
ク
ビ
ラ
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イ

.
カ
ー
ン
国
を
い
よ
い
よ
も

っ
て
中
国
の
征
服
王
朝
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
方
、
郷
州

の
役
以
後
、
南
宋
で
は
質
似

道
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

・
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、
軍
閥

・
官
僚

・
宙
官

・
外
戚

・
学
生
を
抑
え
、
公
田
法

・
経
界
推
排
法
を
実
施
し
、
金
銀
見

銭
関
子
を
発
行
し
た
。
頁
似
道
の
断
乎
と
し
た
政
策

の
遂
行
は
、
南
宋
の
小
康
状
態
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
裏
陽

の
陥
落
は
、
い
か

な
質
似
道
で
も
南
宋
の
滅
亡
を
食

い
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
国
都
臨
安
も
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
門
に
降
る
こ
と
に
な

っ
た

(
一
二
七
六
)。

実
質

上
、
南
宋
の
滅
ん
だ
景
炎
元
年

の
歳

に
は
、
中
峰
は
十
四
歳
に
な

っ
て
い
た
。
彼

は
杭
州
路
銭
塘
県

の
人
で
あ

る
か
ら
、
宋
と
モ

ン
ゴ

ル
軍
の
戦
闘
を
見
な
が
ら
成
長
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
臨
安
降
伏

の
際

に
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
出
家
を

志
す
よ
う
に
な

っ
た
動
機
は
九
歳
で
母
を
失

っ
た
こ
と
に
よ
る

(『中
峰
広
録
』
巻

一
八
下
、
東
語
西
話
下
)
。
出
家
し

よ
う
と
し
た
が
、

父
親

の
許
し
が
得
ら
れ
ず
、
よ
う
や
く
高
峰
原
妙

(
一
二
三
九
ー
九
五
)

に
よ

っ
て
師
子
院
で
薙
髪
し
た
の
は
二
十
五
歳

(
一
二
八
七
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
明
年
具
足
戒
を
受
け
、
ま
た
明
年
流
泉
を
み
て
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
高
峰
の
も
と
に
詣
り
証
明
を
求
め
た
と
こ
ろ

打
出
さ
れ
た
。
そ

の
こ
ろ
民
間
で
お
上
が
少
年
少
女
を
召
し
出
し
て
い
る
と
い
う
デ

マ
が
と
ん
だ
。
こ
れ
を
題
材
と
し
て
中
峰
は
次

の
よ

う
に
尋
ね
た
。

ち
な
み

も

わ
た

か
れ

師
因
に
問
う
て
曰
く
、
忽
し
有
る
人
来
り
、
和
尚
に
童
男
女
を
討
ぬ
る
を
問
う
時
如
何
と
。
高
峰

曰
く
、
我
但
だ
竹
箆
子
を
度
し
他

に
与
う
る
の
み
と
。
師
言
下
に
洞
然
と
し
て
、
法
源
底
に
徹
す

(中
峰
行
録
)。

か
く
し

て
、
高
峰
は
真
讃
を
書
き
中
峰

に
与
え
、
修
行
者
を
中
峰
に
師
事
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。

高
峰

は
破
庵
派
の
法
系
に
属
し
、
呉
江

(江
蘇
省
蘇
州
市
呉
江
県
)
の
人
で
あ
る
。
彼

は
雪
岩
祖
欽

(?
ー

一
二
八
七
)
の
法
を
嗣
い

だ
の
ち
、
武
康

(漸
江
省
湖
州
市
武
康
)

の
双
髪
峰
に
い
た
と
き
、
彼
の
も
と
に
い
た
学
徒
が

モ
ン
ゴ
ル
兵
を
避
け
て
四
散
し
て
し
ま

っ

た
。
彼

は
た
だ
ひ
と
り
閉
門
し
て
坐
禅
を
し
自
若
と
し
て
お

っ
た
と
い
う

(
一
二
七
六
)
。

按
堵
す
る
と
再
び
修
行
者
が
集
ま
り
応
接
に

暇
も
な

い
く
ら
い
で
、
西
天
目
山
の
師
子
岩
に
逃
れ
た

(
一
二
七
九
)
。

こ
こ
に
中
峰
が
参
禅
し
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
雪
岩

は
潭
州

か
つ
さ
つ

紛

の
龍
興
寺
に
出
世

の
の
ち
、
最
後
に
は
甲
刹
の

一
つ
衰
州

の
仰
山
に
住
し
た
。
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あ
る
時
、
潅
僧

の
子
証
が
高
峰
に
諸
弟
子
の
優
劣
を
問
う
た
。

高
峰
曰
く
、
初
院
主
等
の
若
き
は
、

一
知
半
解

に
し
て
全
て
無
し
と
道
わ
ず
。
義
首
座
の
如
き
は
、
固
よ
り
是
れ
根

の
老
な
る
竹
に

し
て
、
其

の
七
曲
八
曲

の
如
し
。
惟
だ
本
維
那
は
却

っ
て
是
れ
竿
上
林

の
新
篁
に
し
て
、
他
日
材
を
成
す
こ
と
未
だ
量
り
易
か
ら
ず
と

(中
峰
行
録
)
。

初

院
主
の
誰

の
一
字
目
と
字
は
わ
か
ら
な
い
が
、
義
首
座
と
は
断
崖
了
義

の
こ
と
で
あ
る
。
本
維
那
は
も
ち
ろ
ん
中
峰
明
本
を
さ
す
。
竹

の
子
が
ど
う
成
長
す
る
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
中
峰
も
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
つ
こ
と
を
例
え
て
お
り
、
弟
子
の
中
で

一
番
買

っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
高
峰
に
惚
れ
込
み
深
く
信
仰
し
て
い
た
松
江

(
上
海
市
松
江
県
)
の
魍
震
発
が
田
二
百
七
十
頃
を
寄
付

し
、
天
目
山

の
蓮
華

㈲

峰

に
大
覚
寺
を
建
立
し
た
の
は
至
元
二
八
年

(
一
二
九

一
)

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
高
峰
は
遷
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
大
覚
寺
を
中
峰

に
委

嘱
し
よ
う
と
し
た
が
、
第

一
座

(首
座
)

の
祖
雍
を
推
挙
し
て
い
る

(
一
二
九
五
)
。

高
峰
が
亡
く
な
り
三
年
の
喪
が
あ
け
て
、
こ
こ
に
一
人
前
の
禅
僧
と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
は
、
正
し
く
世

祖

の
禅
宗
抑
圧
策
が
終
焉
し
、
江
南
の
禅
僧
の
活
躍
が
め
だ
つ
時
期
に
際
会
し
た

(竺
沙
雅
章

『中
国
仏
教
社
会
史
研
究
』
三
〇

一
頁
)
。

大
徳
元
年

(
一
二
九
七
)
に
天
目
山
を
離
れ
院
山

(潜
山

・
院
公
山
と
も
い
う
。
安
徽
省
安
慶
地
区
潜
山
県
西
)
に
登
り
、
盧
山

に
…遊
び

金
陵
に
至

っ
た
。
院
公
山
は
三
祖
僧
環
が
禅
法
を
修
め
た
と
こ
ろ
と
い
わ
れ
、
鷹
山

の
大
林
寺
は
四
祖
道
信
の
留
ま

っ
た
と
こ
ろ
と
し
て

知

ら
れ
る
。
金
陵
で
は
市
中
の
禅
寺
に
留
錫
し
た
と
い
う
よ
り
も
郊
外
の
蒋
山

(紫
金
山
)
に
留
ま
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
大
徳
二
年

に

し
ゆ
ぎ
よ
う
し
や

湖
州

(漸
江
省
湖
州
市
)
の
弁
山
に
篭
居
す
る
と
学

者
が
輻
湊
し
、
拒
ん
で
も
や
っ
て
来
る
も
の
は
ま
す
ま
す
多

く
な

っ
た
。
大
徳
四

年

に
は
奄
を
平
江

(江
蘇
省
蘇
州
市
呉
県
)

の
鷹
蕩
に
結
び
、
大
衆
が
多
く
法
席
を
成
す
に
い
た

っ
た
。
大
徳
六
年

(
=
二
〇
二
)

に
盟

舞
発
は
大
覚
寺

に
住
持
と
な
る
よ
う
か
さ
ね
て
要
請
し
て
い
る
が
辞
退
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
呉
興

(漸
江
省
湖
州
市
)
出
身
の
趙
孟
類

は
江
漸
等
処
儒
学
提
挙
と
し
て
杭
州
に
赴
任
し
て
お
り
、
中
峰

に
禅

の
心
髄
を
問
う
と
、
中
峰
は
情
欲
を
防
ぎ
本
性

に
返
る
と
い
う
趣
旨

を
説
い
た
。
趙
孟
額
は
京
師
大
都
に
呼
び
戻
さ
れ
翰
林
院
に
入

っ
て
か
ら
も
、
使
者
を
遣
わ
し

『金
剛
般
若
経
』
の
大
意
を
尋
ね
、
そ
れ
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に
対
し
中
峰
は
略
義

一
巻
を
著
し
て
答
え
る

(延
祐
三
年
七
月

の
こ
と
)
と
い
う
具
合
に
交
流
が
続
い
た
。
な
お
、
趙

孟
頬
は
趙
の
姓
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
宋
の
王
室
の
末
窩
で
あ
る
。

大
徳

八
年
天
目
山
に
帰

っ
た
中
峰
は
高
峰

の
塔

に
草
奄
を
結
び
、
九
年
に
は
師
子
院
に
住
し
た
。
至
大
元
年

(
=
二
〇

八
)
東
宮
の
仁

宗
は
彼

に
法
慧
禅
師
と
い
う
号
を
与
え
、
程
無
く
中
峰
は
師
子
院

の
院
事
を
や
め
て
呉
国
に
乞
食
し
、
二
年
儀
真

(江
蘇
省
揚
州
市
儀
征

県
)
に
道
を
と
り
船
居
し
、
三
年
大
衆
の
要
請
に
よ
り
天
目
山
に
還

っ
た
。
当
時
、
倉
漸
西
廉
訪
司
事
で
あ

っ
た
鄭
雲
翼

は
杭
州
に
お
り
、

中
峰
に
法
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
中
峰
は
経
世
出
世

の
学
を
究
明
し
て
答
え
と
な
し
た
。
四
年
、
中
峰

は
ま
た
呉
江

(江
蘇
省
蘇
州
市
呉
江

県
)
に
船
居
し
、
陳
子
聡

は
順
心
篭
を
建
て
中
峰
を
開
山
と
し
た
。
長
江
を
渡

っ
て
小
林
寺

に
行

こ
う
と
思

い
沐

に
ま
で
至
る
と
城
隅

の

土
屋
を
借
り
て
住
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
僧
俗
と
も
に
争

っ
て
見
え
中
峰
の
こ
と
を
江
南

の
古
仏
と
い
っ
て
い
る
。
皇
慶
元
年

(
一

三

一
二
)
奄
を
盧
州
六
安
山

(安
徽
省
震
西
県
西
)
に
結
ん
だ
。
十
二
月
二
十
六
日
盟
甕
発
が
両
漸
運
使
で
亡
く
な
る
。

二
年
、
帰

っ
て

そ
の
喪
を
弔
う
と
、
子
の
麗
時
学
が
宣
政
院
の
疏
に
よ

っ
て
大
覚
寺
に
住
す
る
よ
う
願

っ
た
が
、
中
峰
は
首
座
定
隻
永
泰
を
代
り
と
し
た
。

㈹

ま
た
江
漸
行
省
丞
相
が
中
峰
を
私
宅
に
呼
び
、
五
山
第
二
の
霊
隠
寺
に
住
す
る
よ
う
に
懇
請
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
辞
退

し
た
。
延
祐
三
年

(
二
一二

六
)
春
、
仁
宗
は
宣
政
院
使
を
杭
州
に
派
遣
し
、
江
南
の
仏
教
界
を
整
治
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
と
き
院
使
が
天
目
山
に
入
り

中
峰
を
訪
ね
よ
う
と
す
る
の
を
聞
い
て
出
会
う
の
を
鎮
江

(江
蘇
省
鎮
江
市
)
に
避
け
て
い
る
。

四
年
、

丹
陽

(江
蘇
省
鎮
江
市
丹
陽

県
)

の
蒋
均
が
大
同
奄
を
建
立
し
中
峰
に
居
ら
せ
た
。

延
祐
五
年
大
衆
の
要
請
に
よ
り
天
目
山
に
還
る
。
こ
の
年
九
月
に
は
仁
宗
か
ら
中
峰

の
道
行

に
対
し
仏
慈
円
照
広
慧
禅
師
の
号
を
授
け

ら
れ
、

あ
わ
せ
て
金
欄
衣
を
賜
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
仁
宗
は
師
子
院
に
師
子
正
宗
禅
寺
と
寺
額
を
授
け
、
趙
孟
頬

に
碑
文
を
撰
述
さ

せ
た
。

こ
れ
よ
り
前
、
高
麗
藩
王
王
璋
が
弟
子
の
礼
を
と
り
、
六
年

に
は
念
願
か
な

っ
て
入
山
を
し
草
篭
に
見
え
心
要
を
盗
訣
し
、
陞
座

㈹

き
ん
ざ
ん

普
説
を
請
う
た
。
中
峰
は
王
に
法
名
を
勝
光
、
号
を
真
際
と
つ
け
て
い
る
。
至
治
二
年

(
一
三
二
二
)
行
宣
政
院
は
五
山
第

一
の
径
山
に

住
持
さ

せ
よ
う
と
し
た
が
晋
山
し
な
か
っ
た
。
天
目
山

の
北
、
中
佳
山
で
晩
年
を
終
ろ
う
と
し
た
が
、
僧
俗
と
も
に
危
険
を
顧
み
ず
や

っ
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て
く

る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
の
賊
渉
を
気

の
毒
に
思

っ
て
草
奄
に
帰

っ
た
。
十
月
に
は
英
宗
か
ら
香
と
金
欄
衣
と
を
賜
与
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
ろ
江
漸
行
省
平
章

の
脱
歓
は
法
語
を
乞
い
、
中
書
参
知
政
事
の
敬
撮
も
法
を
問
う
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
至
治
三
年

(
一
三
二
三
)
八

月
十

四
日
、
中
峰

は
亡
く
な

っ
た
。
世
寿
六
十

一
、
僧
騰
三
十
七
で
あ
る
。

以
上
、

中
峰
の
大
ま
か
な
生
涯
を
彼

の
自
伝

の
部
分

(
『中
峰
広
録
』
巻

一
八
下
)
と
法
弟
祖
順
が
泰
定
元
年

(
一
三
二
四
)
に
記
録

し
た

「中
峰
行
録
」
(『中
峰
広
録
』
巻
三
〇
)
と
に
よ
っ
て
述
べ
た
。
中
峰
に
と

っ
て
師
と
い
う
べ
き
人
は

た
だ

一
人
高
峰
の
み
で
あ

る
。

こ
れ
は
当
時
の
禅
僧
と
し
て
稀
有
な
こ
と
で
あ
り
、
普
通
に
は
歴
参
と
い
っ
て
各
地
の
禅
僧

に
参
禅
し
た
。
彼
が
幻
住
篭
を
各
地
に

結
び
世
に
出
よ
う
と
は
し
な
い
生
き
方
を
示
し
た
手
本
は
高
峰
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
峰
と
高
峰
と
の
師
弟
関
係

に
は
非
常
に
密
接

な
も

の
が
あ
る
。
径
山

・
霊
隠
と
い
う
五
山

に
住
せ
ず
、
徹
底
し
て
奄
居
し
た
こ
と
は
、
日
本
禅
宗
史
の
概
念
を
借

り
れ
ば
、
林
下
を
貫

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
峰
か
ら
い
っ
た
ら
弟
子
に
当
る
世
代

の
笑
隠
大
訴

(
=

天

四
ー

一
三
四
四
)
は
五
山
官
寺
派
の
頂
点

に

立

つ
五
山
之
上
と
位
置
付
け
ら
れ
る
龍
翔
寺

の
開
山
と
な

っ
た
。
笑
隠
は
官
寺

に
緊
縛
さ
れ
る
こ
と
に
安
住
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
中

峰

と
は
対
照
的
な
生
き
方
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
中
峰
は
求
め
て
貴
顕
と
交
渉
を
も

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
の
も
と
に
は
多
く
の
居

士
が
蝟
集
し
た
。
あ
た
か
も
元
朝
社
会

の
縮
図

の
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
「
中
峰
行
録
」
で
は
う
か
が
え
な
か
っ
た
彼
の
弟
子
た
ち
に
つ
い
て
少
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

二

中

峰

の

門

下

中
峰

の
入
室
の
弟
子
は
十
数
人
と
い
わ
れ
る
が

(『
宋
文
憲
公
全
集
』
巻
四
二
、
千
岩
元
長
塔
銘
)
、
中
国
人
の
法
嗣
と
し
て

『増
集
続

伝
灯
録
』
巻
六
、
『
続
灯
存
稿
』
巻
八
、
と
も
に
天
如
惟
則
と
千
岩
元
長
と
を
あ
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
ず
、
天
如
惟
則
は
世
々
盧
陵
永
新

(江
西
省
吉
安
地
区
永
新
県
)

の
人
、
名
族
諌
氏

の
出
で
あ
る
。
天
如
は
業
を
禾
山
に
受
け
、
法

を
中
峰
か
ら
得
た
。
す
る
と
中
峰

は
彼
を
強

い
て
板
首

(前
堂
首
座
)
に
任
じ
、
こ
れ
よ
り
中
峰
は
い
つ
も
、

「
堂
中

に
首
座
有
り
、

老
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幻
閑
を
楡
む
可
し
」
(『
増
集
続
伝
灯
録
』
巻
六
、
天
如
維
則
章
)
と
い
っ
た
と
い
う
。
危
素
が
至
正
九
年

(
一
三
四
九
)
に
天
台
宗
の
沙

門
炬

の
求
め
に
よ
っ
て
書

い
た

「
天
如
禅
師
語
録
序
」
(『
天
如
惟
則
語
録
』
巻

一
)
に
次

の
よ
う
に
い
う
。

昔
中
峰
和
尚
、
道
を
杭
の
天
目
山
に
侶
え
、
学
者
雲
集
す
。
既

に
世
を
委

つ
る
こ
と
三
十
年
、
能
く
其
の
付
授
の
重
を
任

い
、
其
の

か
く

け
ず

責
望

の
言
を
守
り
、
光
を
葬
し
采
を
鐘
り
、
久
し
く
し
て
愈
く
章
れ
、
傑
然
と
し
て
独
立
す
る
者
は
、
吾
が
盧
陵

の
天
如
則
禅
師
な
り
。

彼
は
実

に
中
峰

の
期
待
に
背
か
な
か
っ
た
。
師
の
中
峰
が
亡
く
な
る
と
、
江
漸

の
禅
院

の
招
聰
を
振
り
切

っ
て
、
跡
を
呉
淑

(呉
瀬
江
)

の
間

に
晦
ま
す
こ
と
十
二
年
で
、
蘇
州

(江
蘇
省
蘇
州
市
)
師
子
林
に
入

っ
た
。
寺

は
至
正
二
年

(
=
ご
四
二
)
門
人
が
お
金
を
出
し
あ

っ
て
土
地
を
買

い
家
屋
を
建
て
て
天
如
を
居
ら
せ
た
も
の
で
、
寺
名
の
菩
提
正
宗

は
帝
師
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
至
正

一

㈲

四
年

(
一
三
五
四
)
帝
師
は
仏
心
普
済
文
慧
大
弁
と
い
う
禅
師
号
と
金
欄
衣
を
賜
与
し
た
。
生
没
年
は
不
詳
で
あ
る
。

次

に
、
千
岩
元
長

(
一
二
八
四
1

=
ご
五
七
)
は
越
の
瀟
山
県

(漸
江
省
杭
州
市
瀟
山
県
)
許
賢
郷

の
人
、
代

々
学
問
を
す
る
家
柄
の

出
身

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
行
省
の
丞
相
が
僧
を
お
斎
に
招

い
た
時
、
千
岩
は
大
衆
と
共
に
出
か
け
中
峰
も
ま
た

一
座

の
中

に
い
た
。
彼
を

見
か
け
た
中
峰
は
日
々
の
行
な
い
は
ど
う
か
と
問
い
か
け
る
と
、
彼
は
た
だ
念
仏
す
る
だ
け
で
す
と
答
え
た
。
す
る
と
中
峰
は
仏
は
今
ど

り
ん
に

ん

こ
に
お
ら
れ
る
か
と
問
い
、
彼
が
た
め
ら
う
と
、
力

一
杯
叱
り
つ
け
た
。
か
く
て
狗
子
無
仏
性
の
公
案
を
も
ら
う
こ
と

に
な
る
。
霊
隠
寺

の
山
中
で
修
行
し
て
い
る
と
、
雪
庭
口
伝

(四
十
九
世
)
に
召
さ
れ
て
内
記
を
掌
ら
さ
れ
て
い
る
。
開
枕
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
鼠
が
猫

の
食
器
を
引
繰
辺
し
地
面
に
落
ち
わ
れ
た
音
を
聞
い
て
胱
然
と
開
悟
し
た
。
朝

に
な
る
の
を
ま

っ
て
中
峰
の
も
と
に
出

か
け
印
証
を
受
け

た
。
師

の
付
嘱
を
受
け
る
と
天
龍

の
東
庵
に
隠
居
し
、
禅
味
に
耽
悦
し
外
縁
と
交
渉
を
も
た
な
か

っ
た
。
中
天
竺
寺

の
笑
隠
大
訴
も
、
江

漸
行
省
丞
相
で
宣
政
院
使
を
兼
任
し
た
脱
歓
も
、
千
岩
を
出
世
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
ど
ち
ら
の
命
も
聴
か
ず
出
世
し
な
か
っ
た
。

か
く

し
て
弟
子
の
希
昇
と
烏
傷

(漸
江
省
金
華
地
区
義
烏
県
)
伏
龍
山
に
行
き
、
大
樹
の
下
で
留

っ
た
の
は
泰
定
四
年

(
=
三

一七
)
の
事
で

あ

っ
た
。
彼
が
至
る
と
郷
民
は
飲
食
を
献
じ
、
邑

の
大
姓
で
あ
る
楼
如
没

・
楼

一
得
は
廃
寺
の
聖
寿
寺
を
復
興
し
彼
を
住
さ
せ
た
。
こ
こ

㈹

吐
力

に

は
国

内

は
も

と

よ
り

日
本

・
高

麗

・
八
番

・
羅

旬

・
交

趾

・
琉

球

か

ら
も

や

っ
て
き

て
、

修

行

者

は

い

つ
も
数

百

人

に
達

し

た
。
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天
如
や
千
岩
が
、
法
系
の
上
か
ら
中
峰
の
法
嗣
で
あ
る
こ
と
は
、
灯
史

に
よ
り
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
峰
の
門
流
は
官
寺

に
出
世

す
る
こ
と
な
く
奄
居
し
生
涯
を
終
え
、
そ
の
伝
を
後
世
に
残
さ
な
い
も
の
が
い
た
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
幸
い
に
も
還
庵
道
在

(
一
二
九
三

1
?
)
は
、
克
新
撰

「天
池
寂
鑑
禅
院
記
」
(『
呉
都
文
粋
続
集
』
巻
三
三
)

に
彼

の
名
を
見

い
だ
す
。
環
庵
は
元
末

の
至
正

一
七
年

(
一

三
五
七
)
兵
乱
を
避
け
て
姑
蘇

(江
蘇
省
蘇
州
市
)
華
山
寂
鑑
院
に
住
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
彼
は
京
口

(江
蘇
省
鎮
江
市
)

の
人
で
、

中
峰
に
つ
い
て
得
度
し
、
師
事
す
る
こ
と
多
年

に
及
び
、
そ
の
堂
奥

に
升
る
こ
と
に
な

っ
た
。
彼
の
至
る
と
こ
ろ
人

々
は
そ
の
教
化
に
な

び
き
、
武
康

の
上
柏

(漸
江
省
湖
州
市
)
、

丹
陽

(江
蘇
省
鎮
江
市
丹
陽
県
)
の
環
難
に
奄
居
し
た
。

堂
奥
に
升

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

中
峰

の
法
を
嗣

い
だ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
還
庵
の
よ
う
に
中
峰

の
法
嗣
と
な
り
な
が
ら
灯
史
に
欠
落
し
て
い
る
禅
僧

は
ま
だ
ま
だ
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次

に
、
中
峰

の
法
嗣
と
は
な

っ
て
い
な
い
が
、
彼

に
師
事
し
た
禅
家

に
つ
い
て
、
少
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

9

鑛
関
法
枢

(
一
二
七
八
-

一
三
四
〇
)
は
常
州
華
蔵
寺

に
行
き
竺
西
妙
坦
に
つ
い
て
業
を
受
け
、
初
め
て
参
禅
し
た
の
が
中
峰
で
あ
り
、

次

に
道
場

の
及
篭
信
に
つ
き
、
秀
の
石
門
の
元
翁
信

の
法
嗣
と
な

っ
た
。
十
五
年
間
に
わ
た
り
大
衆
の
中
に
潜
み
、

よ
う
や
く
閾
の
天
宝

に
出
世
し
た
の
は
、
延
祐
五
年

(
一
三

一
八
)

の
こ
と
で
あ
る

(『
続
灯
存
稿
』
巻
六
、
鑛
関
法
枢
章
)
。
生
涯
に
わ
た
り
不
出
世
を
貫
い

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
長
い
聖
胎
長
養
は
中
峰

の
影
響
で
あ
ろ
う
。

笑
隠
大
訴
は
中
峰
を
天
目
山
に
訪
ね
た
際
、
話
が
夜
半
に
及
び
、
大
き
な
風
が
吹
い
て
き
て
、
崖
の
石
が
今

に
も
砕
け
よ
う
と
す
る
程

で
、
左
右
に
い
た
も
の
は
辟
易
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
笑
隠
の
方
は
動
ず
る
風
も
な
く
、
中
峰
か
ら
非
常

に
敬
異

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る

(
『
金
華
黄
文
集
』
巻
四
二
、
笑
隠
塔
銘
)
。

大
道
口
平
も
天
目
山
に
往
き
、
幻
住
す
な
わ
ち
中
峰
に
謁
見
し
心
要
を
盗
叩
し
て
い
る
。
中
峰
か
ら
道
気
が
あ
る

の
を
見
込
ま
れ
て
、

杭

の
天
龍
寺
を
復
興
す
る
こ
と
に
な
る

(『
始
豊
稿
』
巻
七
、
龍
山
天
龍
寺
記
)
。

無
尽
祖
灯

(
一
二
九
二
i

一
三
六
九
)
は
日
渓
口
泳
の
法
嗣
と
な
る
が
、

中
峰
に
も
参
じ
て
い
る

(『宋
学
士
文
集
』
巻
五
、

無
尽
行
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業
碑

銘
)
。

ひ

よ
く

き

り
ん

一
源
永
寧

(
一
二
九
二
i

一
三
六
九
)
は
無
用
口
寛
の
法
嗣
で
、
虚
谷
希
陵

・
元
隻
行
端
そ
し
て
中
峰
ら
に
も
参
じ

て
い
る
。
と
り
わ

け
中
峰
は

一
源
を
買

っ
て
い
る

(
『宋
学
士
文
集
』
巻
三
二
、

一
源
碑
銘
)
。

無
印
大
証

(
一
二
九
七
ー

一
三
六

一
)
は
雲
外
雲
曲
の
法
嗣
で
、
中
峰

に
も
参
じ
た

(『
続
伝
灯
録
』
巻
三
六
、
無
印
章
)
。

傑
峰
世
愚

(
=
二
〇

一
1

=
二
七
〇
)
は
止
岩
口
成
の
法
嗣
と
な
る
前
、
布
柄
祖
雍

・
断
崖
了
義

・
中
峰
が
雪
岩
↓
高
峰
の
道
を
開
陳

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
き
い
て
、
彼
ら
に
盗
叩
し
た
が
か
な
わ
な
か
っ
た

(『宋
学
士
文
集
』
巻
五
五
、
傑
峰
碑
銘
)
。

右

に
見
た
禅
家
は
手

っ
取
り
早
く
知
り
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
数
多
く
の
禅
家
が
中
峰
に
参
禅
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像

に
難
く
な
い
。

次

に
中
峰
と
居
士
と
に
つ
い
て
は
、
さ
き

に
藤
島
建
樹
氏
が

「
元
朝
仏
教
の

一
様
相
-
中
峰
明
本
を
め
ぐ
る
居
士
た
ち
ー
」
(『大
谷
学

報
』

五
七
巻
三
号
)
で

「
中
峰
行
録
」

に
よ
り
つ
つ
網
羅
的

に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
重
複
を
さ
け
て
、
よ
り
研
究
を

深
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
み
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

三

中

峰

と

居

士

ま
ず
、
程
霊
発
は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
師
の
高
峰
と
の
因
縁
か
ら
中
峰
も
密
接
な
交
流
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
中
峰
は
盟
甕
発
を
再

世
の
鷹
居
士
と
し
、
廃
居
士
の
よ
う
に
家
珍
を
水
底

に
沈
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か

っ
た
が
、
そ
の
家
珍
を
転
じ
て
布
施
利
益

し
種

々
の
救
援
摂
護
と
い

っ
た
方
便
を
行
な

っ
た
と
評
価
す
る
。

都
運
相
公
、
昔
至
元
辛
卯
二
月
十
九

(
日
)
に
天
目
に
登
り
先
師
を
叩
く
。
先
師
竹
箆
を
握
り
問
い
て
曰
く
、
相
公
遊
山
の
為
に
来

た
る
か
、
仏
法
の
為
に
来
た
る
か
。
公
答
え
て
云
く
、
仏
法
の
為
に
来
た
る
。
先
師
竹
箆
を
郷
下
し
て
曰
く
、
会
す
や
。
公
云
く
、
会

せ
ず
。

師
曰
く
。

虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、

争
で
か
虎
子
を
得

ん

(『中
峰
広
録
』
巻
二
、

盟
運
使
霊
発
卒
巽
薬
師
道
場
対
霊
小
参
)
。
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盟
錘
発
は
高
峰

に
よ
り
仏
法
の
方
に
誘
わ
れ
た
。
彼

の
字
は
声
父
、
琴
軒
居
士
と
い
っ
た
。
祖
先
は
沐

の
人
で
あ

っ
た
が
、
宋
の
南
渡
す

る
の
に
従

い
下
沙

(上
海
市
)
に
住
む
よ
う
に
な

っ
た
。
元
兵
が
臨
安
に
宿
営
し
遊
騎
が
境
に
及
ぶ
と
、
歳
二
十
六

の
彼
は
多
く
の
民
を

oo

率

い
て
投
降
し
郷
土
を
守

っ
た
。
当
然
こ
れ
は
臨
安
陥
落

の
事
と
す
る
と
、
彼

の
生
年
は
淳
祐

一
一
年

(
一
二
五

一
)
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
六
十
二
歳

(皇
慶
元
年
、

一
三

一
二
)

で
亡
く
な

っ
た
こ
と
に
な
る
。

彼
は
下
沙
塩
場
副
使

・
同
提
挙
上
海
市
舶

・
両
漸
運
司
副

使

・
両
漸
都
転
運
塩
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
両
漸
都
転
運
塩
使
司
は
江
漸
行
省
下
の
特
設
官
庁
で
塩
課
の
事
を
掌
り
、
塩
場

は
三
十
四
か
所

を
管
理
し
、
そ

の
一
つ
が
下
沙
場
で
あ
る
。

さ
き

に
み
た
よ
う
に
、
盟
霊
発
は
田
二
七
〇
頃
を
高
峰

に
寄
付
し
て
い
る
。

こ
れ
は

「中
峰
行
録
」

に
基
づ

い
て
い
る
が
、

高
峰

の

「
行
状
」
で
は
巨
荘
を
施
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

い
ま

『遂
昌
雑
録
』
を
見
る
と
次

の
よ
う
に
い
う
。

あ
た

盟

(雍
発
)
田
を
寺
中
に
損
え
ん
と
欲
し
、
寺
僧

一
人
を
挾
み
下
沙
に
還
り
、
田
若
干
頃
を
以
て
之

に
帰
す
。
帰
る
の
日
、
僧
田
券

を
以
て
師
に
呈
す
。
師
大
い
に
怒
り
、
叱
り
て
速
か
に
盟
に
還
さ
し
む
。
之
に
語
げ
て
曰
く
、
平
常
山
中

に
田
無
く
、
苦
苦
や
過
了
す
。

今
日
田
を
得

て
業
を
造
さ
ん
と
欲
す
る
や
。
僧
下
沙
に
至
り
、
券
を
以
て
程
に
還
す
。
覆
曰
く
、
僧
輩
無
識
と
謂
う
可
し
。
此
等
の
細

お
い

事
、
何
ぞ
必
ず
し
も
老
僧
を
し
て
知
ら
し
め
ん
や
。
後
天
目
山

に
為
て
大
覚
師
子
院
を
建

つ
。

最
後

の
大
覚
師
子
院
と
あ
る
の
は
大
覚
寺
、
も
し
く
は
大
覚
正
等
寺
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
趙
孟
頬
が
勅
命
に
よ
り
撰
述
し
た

「
天

目
山
大
覚
正
等
禅
寺
記
」
(『松
雪
斎
詩
文
外
集
』
所
収
)

に
、

お
も
む

至
元
辛
卯
、
故
両
漸
運
使
盟
霊
発
、
師
の
道
望
に
饗
き
、
師
を
師
子
岩

の
死
関
に
謁
す
。
仰
い
で
玄
音
を
拍
き
、
心
に
神
悟
を
領
じ
、

悦
と
し
て
宿
契
の
若
し
。
禅
柄
の
至
る
も
容
る
る
所
無
き
を
歎
じ
て
、
慨
然
と
し
て
建
寺
の
志
有
り
。
廼
ち
鍾
荘
先
後
凡
そ
二
百
頃
有

碕
を
割
き
、
及
び
山
田
若
干
を
買

い
、
其

の
歳
入
に
指
し
、
首
め
て
梵
宇
を
靱
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
勘
案
す
る
と
、
盟
霊
発
は
高
峰

の
た
め
に
大
覚
寺
を
開
創
す
る
の
に
二
七
〇
頃

(も
し
く
は
二
〇
〇
頃
あ
ま

り
)

の
田
を
費
用
に
あ
て
、
寺

の
日
用

の
資

に
あ
て
る
の
に
若
干
頃
を
寄
付
し
た
こ
と
に
な
る
。
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と

こ
ろ
が
、
同
じ
く
趙
孟
頻

の
撰
に
な
る

「敷
建
西
天
目
山
獅
子
正
宗
禅
寺
碑
記
」
(『
西
天
目
祖
山
志
』
巻
四
。
四
部
叢
刊
本
の
文
集

に
は
こ
の
碑
記
な
し
)
の
中
に
、

「辛
卯
、

運
使
臣
糎
霊
発
、
大
田
を
施
す
も
納
れ
ら
れ
ず
、
山
田
二
頃
を
買

い
、
以

て
日
用
に
資
す
。

明
年
蓮
華
峰
に
大
覚
正
等
禅
寺
を
ト
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
二
七
〇
頃
の
田
の
寄
付
を
辞
退
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現

に
大
覚
寺
は
建
立
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
、
高
峰
の
意
に
頓
着
せ
ず
、
寺
の
建
立
が
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
二
頃
に
し
ろ
、
二
七
〇
頃
に
し
ろ
、
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ば
な
い
が
、
当
時
の
人
民

は
ど
れ
く
ら

い
の
田
で
生
計
を

営
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
南
宋
末
元
初

の
方
回
の

『古
今
孜
』
巻

一
八
、
附
論
班
古
計
井
田

㈹

百
畝
歳
入
歳
出
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

後
世
田
買
売
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
富
者
は
数
万
石
の
租
、
小
は
万
石

・
五
千
石
、
大
は
十
万
石

・
二
十
万
石
、
是
を
富
民
と
為
す
。

縢
か
に
盛
ん
な
る
も
忽
ち
に
衰
え
、
亦
常
な
る
べ
か
ら
ず
。
予
往
に
秀
の
魏
塘

の
王
文
政

の
家

に
在
り
。
呉
儂
の
野
を
望
む
に
、
茅
屋

の
炊
煙
、
無
窮
無
極
に
し
て
、
皆
佃
戸
な
り
。

一
農
耕
す
べ
き
、
今
田
三
十
畝
。
仮

に
畝
収
米
三
石
或

い
は
二
石
の
如
き
、
姑
く
二
石

を
以
て
中
と
為
す
。
畝

一
石
を
以
て
主
家
に
還
す
に
、
庄
の
斡

は
石
五
以
上
に
量
る
。
且
く
主
に
三
十
石
を
納
め
、
佃
戸
自
ら
三
十
石

を
得
と
日
わ
ば
、
五
口
の
家
、
人
日
に

一
升
を
食
し
、

一
年

に
十
八
石
を
食
し
、
十
二
石

の
余
有
り
。
予
見
る
、
佃
戸
米
を
携
え
、
或

い
は

一
斗
、
或
い
は
五

・
七

・
三

・
四
升
も
て
、
其
の
騨

に
至
り
、
香
燭

・
紙
馬

・
油
塩

・
醤
醸

・
漿
粉

・
鉄
麺

・
椒
藍

・
薬
餌

の
属

に
易
う
る
こ
と

一
な
ら
ず
、
皆
米
を
以
て
之
に
準
う
。

佃
戸

は
三
十
畝
の
田
を
耕
作
し
て

一
家
五
人
の
糊
口
を
養

っ
た
。

こ
の
話
は
農
業
の
先
進
地
帯
に
あ
た
る
秀
の
魏
塘

(漸
江
省
嘉
興
市
嘉

善
県
)

の
辺
り
の
こ
と
で
あ
る
。
腿
霊
発
が
日
用
の
資
と
し
て
寄
付
し
た
二
頃

の
田
を
佃
戸
に
請
負
わ
せ
た
と
す
れ
ぽ
、
二
百
石
の
歳
入

が
あ
り
、
三
十
三
人
の
雲
水
の
生
活
費

に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
給
自
足
を
原
則
と
す
る
禅
院
と
い
う
点
か
ら
、
修
行
者
が
耕
作

に
従
事
し
た
と
す
る
と
、

一
畝
ご
と
に
二
石

の
収
獲
が
す
べ
て
大
覚
寺
に
入
る
か
ら
、
六
十
六
人
の
修
行
者
の
日
用

の
資
に
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
。
現

に
大
覚
寺

に
は
常
時
数
十
百
人

の
修
行
者
が

い
た
。
き
り

つ
め
た
禅
院
の
生
活
は
百
人
に
近
い
修
行
者

を
も
収
容
を
可
能



元朝におけ る中峰明本 とその道 俗42

に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
、
二
百
七
十
頃
の
田
を
寺
に
施
入
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
程
霊
発

は
ど
れ
く
ら
い
の
田
を
所
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
さ

松
江
下
砂
場

の
盟
霊
発
は
、
嘗
て
両
漸
運
使
と
為
る
。
延
祐

の
間
、
松
江
府
を
以
て
、
擾
め
て
嘉
興
路
に
属
さ
し
む
。
田
を
括
し
役

を
定
め
て
榜
示
し
、
其
の
家
の
出
は
上
戸
に
等
す
。
役

に
当
る
の
民
田
二
千
七
百
頃
有
り
、
井
び
に
官
田
を
佃
し
、
共
に
万
頃
に
及
ぶ
。

漸
西
田
有
る
の
家
、
其
の
右
に
出
つ
る
者
無
し
。
此
を
多
田
翁
と
為
す
べ
し

(『
山
居
新
語
』)。

盟

錘
発
は
二
千
七
百
頃
の
民
田
を
所
有
し
、
そ
の
上
に
官
田
を
も
承
佃
し
、
都
合

一
万
頃
に
及
ん
だ
。
官
田
を
勝
手

に
寺

に
寄
進
す
る
わ

け
に
い
か
な
い
か
ら
、
民
田
の
所
有
か
ら
す
る
と
%
を
寄
進
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
き
の
富
民
の
歳
入
が
二
十
万
石

の
所
有
田
は
、
二
千

頃
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
七
百
頃
多

い
と
い
う
計
算
に
な
り
、
『
山
居
新
語
』

に
多
田
翁
と
い
う

の
は
尤
も
な
こ
と
で

あ

る
。
な
お
、
子
の
盟
時
学
の
と
き
田
土
を
包
隠
し
て
い
る
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
が
・
訴
え
が
却
下
さ
れ
て
い
如

こ
の
こ
と
か
ら
・
盟

氏

の
大
土
地
所
有
が
子
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
程
時
学
も
さ
き
に
見
た
よ
う
に
中
峰
に
大
覚
寺

に
住
す
る
よ
う
要
請

し
て
い
る
。

次
に
、
元
代
き

っ
て
の
文
人
と
さ
れ
る
趙
孟
頬
は
、
仁
宗
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

帝
嘗
て
侍
臣
と
文
学
の
士
を
論
じ
、
孟
頬
を
以
て
唐
の
李
白

・
宋
の
蘇
子
謄
に
比
す
。
又
嘗
て
称
す
ら
く
、
孟
頬
操
履
純
正
、
博
学

多
聞
に
し
て
、
書
画
絶
倫
、
労
ら
仏
老

の
旨
に
通
じ
、
皆
人
及
ば
ざ
る
所
と

(『
元
史
』
巻

一
七
二
、
趙
孟
頻
伝
)
。

こ
の
万
能
ぶ
り
を
み
る
と
六
朝

の
士
大
夫
を
想
起
す
る
。
ど
れ
か
に
偏
ら
な
い
の
が
六
朝

の
場
合
は
尊
重
さ
れ
榊

た
だ
趙
孟
頬
の
場
合

は
、

文
学

.
書
画

.
道
教
と
い
っ
た
も
の
よ
り
も
よ
り

禅
に
対
す
る
思

い
入
れ
が

強

い
よ
う
で
あ
る
。

「為
趙
承
旨
孟
類
対
霊
小
参
」

(『
中
峰
広
録
』
巻
二
)

に
次

の
よ
う
に
い
う
。

.馨

す
ミ

大
箪

辰
馨

・
公
賢
夫
婦
離

の
官
△
尼
相
延
く
豪

る
・
窯

称

公
を
雛

鐸

第
に
訪
乞

至
熊

覆

二

た
西
湖
に
会
す
。
明
年
己
酉
、
再
び
松
雪
斎
に
会
す
。
凡
そ

一
た
び
の
会
聚
と
夫
の
尺
書

の
往
復
と
、
未
だ
嘗
て
本
来
具
足
の
道
、
未
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だ
悟
ら
ず
未
だ
明
ら
め
ざ
る
を
以
て
急
務
と
為
さ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
毎

に
論
じ
真
切

の
処
に
到
至
す
れ
ば
、
悲
泣
し
涕
を
垂
れ
、
自
ら

已

む
能
わ
ず
。
此
蓋
し
真
情
自
り
出
づ
。
…
…
其
れ
仏
の
境
界
、
松
雪
斎
と
、
即
か
ず
離
れ
ず
、
異
無
く
別
無
し
。

松
雪
居
士
趙
孟
額
は
真

に
参
究
し
実
悟
を
求
め
て
お
り
、
仏
の
境
界
と
寸
分
も
違
わ
な
い
も
の
と
な

っ
た
。

鄭
雲
翼

は
、

大
徳
五
年

(
=
二
〇

一
)

江
南
行
御
史
台
下
、

察
院

の
監
察
御
史
で
あ
り
、

さ
き
に
み
た
よ
う
に
至
大
三
年

(
一
一三

〇
)

の
時
点
で
は
倉
渕
西
廉
訪
司
事
で
あ
り
、
延
祐
二
年

(
一
三

一
五
)

に
は
江
南
行
御
史
台
都
事
、
最
後
に
は
兵
部
尚
書
と
な

っ
た
。

中
峰
が
鄭
廉
訪

に
示
し
た
法
語

(『
中
峰
広
録
』
巻
五
下
)
の
中
に
次
の

一
つ
が
あ
る
。

学
道

に
三
要
有
り
。
第

一
に
生
死
の
大
事
の
為
の
心
切
な
る
を
要
す
。
第
二
に
世
間

の
虚
妄
浮
幻
栄
辱
得
失
等
の
相
を
識
破
せ
ん
こ

と
を
要
す
。
第
三
に
一
片

の
長
遠
決
定
の
心
を
弁
じ
永
く
退
転
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
此
の
三
要
、
筍
し
其
の
一
を
欠
け
ば
則
ち
廃

た

と

し
、
其

の
二
を
欠
け
ぽ
則
ち
失
す
。
三
者
倶
に
欠
け
ば
、
縦
使
い
三
蔵
の
教

に
背
通
し
深
く
五
車

の
書
を
読
む
と
も
、
惟
だ
業
識

に
資

し
、
饅
り
に
高
心
を
長
じ
、
殊
に
己
が
躬
を
補
う
所
無
し
。

学
道

の
三
要
を
と
き
、
生
死

の
一
大
事
を
明
ら
め
る
こ
と
、
世
間
の
虚
妄
と
い
っ
た
姿
を
看
破
す
る
こ
と
、
決
定

の
心
を
弁
じ
て
退
転
し

な
い
こ
と
の
三
要
で
あ
る
。

鼻

奄
居
士
蒋
均
は
大
同
輩
が
完
成
す
る
と
、
水
が
乏
し
く
し
て
典
座
が
諸
鄭

に
汲
む
と
い
う
そ
の
労
を
見
か
ね
て
門

の
東

に
井
戸
を
掘

ら
せ
、
西
来
井
と
い
っ
た

(『
中
峰
広
録
』
巻
二
三
、
西
来
井
泉
銘
)
。

中
峰
は
葬
篭
居
士
に
示
し
た
法
語

(『
中
峰
広

録
』
巻
五
下
)

の

中
で
次
の
よ
う
に
説
く
。

禅
と
は
何
物
ぞ
、
乃
ち
吾
が
心

の
名
な
り
。
心
と
は
何
物
ぞ
、
即
ち
吾
が
禅

の
体
な
り
。
達
磨
西
来
し
、
只
だ
直

指
人
心
を
説
く
の

み
。
初

め
よ
り
謂
う
所

の
禅
無
し
。
蓋
し
直
指
の
下
に
、
悟
入
す
る
所
有
り
。

禅
と

い
う
の
は
心
の
名
で
あ
り
、
心
と
い
う
の
は
禅
の
本
質
だ
と
す
る
。

世
祖

ク
ビ
ラ
イ

・
カ
ー
ン
は
三
た
び
わ
が
国
に
襲
来
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も

っ
て
い
た
が
、
実
行
に
う

つ
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
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そ
れ
は

一
つ
に
は
元
朝

の
食
糧
を
賄
う
重
要
地
点
で
あ
る
江
南
に
お
い
て
人
民
の
反
乱
が
あ

っ
た
こ
と
、
も
う

一
つ
は
、
前
駆
と
な
る
筈

の
元
朝
の
重
圧
下
に
お
け
る
高
麗
の
人
民
の
反
乱
が
頻
発
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
ア
リ
ク
ブ
カ
の
乱
、
海
都
の
乱
等
々
に
よ
っ
て
日
本

へ
の

第
三
回
目
の
軍
事
行
動
を
決
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
元
朝
宗
室

の
一
員
で
あ
る
高
麗
国
王
の
世
子
は
大
都

で
人
質
的
に
留
ま
ら

ざ

る
を
得
な
く
、
中
峰
に
師
事
し
た
藩
王
王
璋
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
か

っ
た
。
藩
王

の
場
合
は
国
王

(忠
宣
王
Y
と
な

っ
て
か
ら
も
大

都

に
留
ま

っ
て
い
る
。藩
王
は
大
徳
九
年

(
一
三
〇
五
)
大
都
の
慶
寿
寺

に
大
蔵
経
を
施
入
し
、
時

の
住
持
は
西
雲
子
安
で
あ

っ
た

(『程

雪
楼
文
集
』
巻

一
八
、
大
慶
寿
寺
大
蔵
経
碑
)
。
彼
は
、
ま
た
越

(漸
江
省
紹
興
市
)

の
飛
来
山
宝
林
寺

に
も
大
蔵
経
を
架
蔵
し
て
い
る

(『
金
華
黄
文
集
』
巻

一
二
、
宝
林
華
厳
教
寺
記
)
。

こ
れ
ら
の
大
蔵
経
は
当
然
高
麗
版
で
あ
ろ
う
。

な
お
慶
寿
寺

は
元
来
、
万
松
行
秀
と

並
び
称
さ
れ
る
海
雲
印
簡
の
住
し
た
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
、
宝
林
寺
は
清
涼
澄
観
が
出
家
し
た
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
。
藩
王
は
西
雲

の

上
足
、
北
渓
智
延
に
師
事
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(『
金
華
黄
文
集
』
巻
四

一
、
北
渓
延
公
塔
銘
)。
藩
王
が
撹

へ
と
心
を
傾
け
て
い
っ
た

み

の
は
、
皇
慶

二
年

(
一
三

=
二
)
第
二
子
忠
粛
王
に
高
麗
国
王
位
を
譲

っ
て
か
ら
以
後

の
こ
と
で
あ
ろ
銚
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
に
西
雲

や
北
渓
に
師
事
し
た
と
い
う
前
提
が
あ

っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
事
大
派
と
独
立
派
に
翻
弄
さ
れ
政
治
に
対
す
る
意
欲
を
失

っ
た
時
、

当
時
の
碩
学
グ
ル
ー
プ
と
交
流
を
も

っ
た
。
そ
の
中
の

一
人
に
趙
孟
頬
が

い
た
。
藤
島
氏
も
説
か
れ
る
ご
と
く
趙
孟
頻
を
通
し
て
中
峰

の

存
在
を
知

っ
た
。

海
印
居
士
王
璋
が
中
峰

に
あ
て
た
書
簡

(『中
峰
広
録
』
巻
六
)
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

弟
子
太
尉
藩
王
王
璋
、
頓
首
百
拝
し
、
天
目
中
峰
和
尚
大
禅
師
の
座
下
に
和
南
す
。
惟
う
に
璋
砂
徳
に
し
て
、

吻
に
天
媚

に
預
か
る
。

爵
禄
栄
と
錐
も
、
常
に
仏
化
に
遵
う
。
霊
山

の
付
嘱
を
仰
ぎ
、
覚
樹
の
潜
輝
を
懐
う
。
毎

に
真
容
に
対
し
て
、
誠

に
謄
恋
を
切

に
す
。

勝
事
を
修
崇
し
、
教
乗
を
演
ぶ
る
を
聴
く
に
至

っ
て
は
、
頗
る
嘗
て
及
ぶ
。
而
も
禅
宗
向
上
の

一
著
、
所
趣
を
知

る
岡
し
。
伏
し
て
審

ら
か
に
す
る
に
、
吾
が
師
、
道
は
天
目
に
伝
え
、
名
は
帝
心
に
簡
ば
る
。
良

に
江
山
逼
遥
と
し
て
、
尚
お
執
侍
を
阻
む
を
以
て
、
醍
醐

は
る

を
渇
仰
し
、
化
雨
に
露
わ
ん
こ
と
を
思
い
、
極
め
て
懸
懸
た
り
。
緬
か
に
想
う
、
天
人
叶
賛
し
、
法
侯
常

に
勝
ら
ん
こ
と
を
。
今
専
ら
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洪
鋪
を
遣
わ
し
、
謹
ん
で
信
香
を
齎
し
、
礼
敬
を
伸
ぶ
る
に
代
う
。
久
し
く
和
尚
高
を
泉
石
に
養
い
、
他
方
多
く
住
持
を
請
う
も
、
曽

て
未
だ
垂
諾
せ
ざ
る
に
饗
う
。
無
相
の
法
身
隠
さ
ん
と
欲
し
て
弥

く
露
わ
る
る
を
奈
ん
せ
ん
。
掲
ぞ
出
世
度
生
し
て
広
く
利
益
を
開
く

も

に
は
若
か
ん
。
然
れ
ど
も
江
南
の
霊
縦
聖
境
を
聞
き
、
久
し
く
遊
観
せ
ん
と
欲
す
。
秋
冬
の
間
、
償
し
旨
を
得
て
南

来
せ
ば
、
首
め
に

当

に
参
拍
す
べ
し
。
願
わ
く
は
悲
済
を
興
し
、
先
ず
此
に
区
区
を
布
か
ん
こ
と
を
。
幸
い
に
法
照
を
祈
め
ん
。

藩
王
は
従
来
、
教
学
的
仏
教
は
少
し
く
聴
い
て
は
い
る
が
、
禅
宗
の
向
上
の
一
路
、

つ
ま
り
悟
り
の
境
地
に
い
た
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

知
る
よ
し
も
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
禅

の
法
門
を
聴
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
峰
が

「
藩
王

に
答
う
る
の
書
」

(『中
峰
広
録
』
巻
六
)
の
中
で
、
禅
門
の
向
上
向
下
と
い
う
の
は
一
時

の
建
立

の
方
便
で
あ

っ
て
、
巧
み
な
言
葉
で
実
有
で
は
な
い
と
す

る
。
大
事
な
の
は
、
信
根
が
猛
利
で
あ

っ
て
決
定
し
て
退
転
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悟
入
し
な
い
も
の
は
い
な
い
と
す
る
。

官
寺

に
入
院
し
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
正
し
く
自
ら
を
救
う
の
に
手

一
杯
で
ひ
ま
が
な
い
か
ら
退
遁
す
る
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
狭
い
意

味

の
自
利
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
己
を
掘
り
下
げ
て
い
こ
う
と
す
る
求
道
心
か
ら
き
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
武
宗
擁
立
に
功
績
の
あ

っ
た
忠
宣
王
は
藩
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
の
ち
藩
王
と
改

め
ら
れ
た
。
絶
頂
期

の
藩
王
に
は
尊
大
な

振
舞
も
あ

っ
た
。
延
祐
の
初
め

(
一
三

一
四
)
彼
は
補
陀
山

の
観
音
に
参
拝
す
る
た
め
杭
州

に
立
ち
寄

っ
た
際

に
、
明
慶
寺
で
斎
会
を
行

な
い
、
諸
山
の
住
持
に
お
斎
を
出
し
た
。
藩
王
そ
れ
に
官
僚
達
は
上
座
を
し
め
た
の
に
対
し
、
下
天
竺
寺

の
鳳
山
子
儀

は
主
賓
の
座
位
を

正
し
た
と
い
う

(『山
篭
雑
録
』
巻
上
)。

こ
の
話
は
彼

の
得
意
な
時
期
を
過
ぎ
て
も
、
そ
の
尊
大
さ
が
名
残
を
留
め
て

い
る
こ
と
を
現
す

も
の
と
い
え
よ
う
。
奉
仏
家
の
彼
が
、
ま
さ
か
布
施

の
在
り
方
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

　

　
　

　

　

　

　
　

次

に
、
江
渕
行
省
丞
相
脱
歓
は
、
答
刺
牢
順
徳
王
つ
ま
り
吟
刺
恰
孫
の
子
で
あ
り
、
行
宣
政
院
事
を
兼
任
し
、
江
南

の
仏
教
界
を
統
括

し
た

(『笑
隠
大
訴
語
録
』
巻
四
、
行
道
記
)
。
彼
は
笑
隠
大
訴

・
曇
芳
守
忠

・
天
岸
弘
済

・
東
懊
徳
海

・
竹
泉
法
林

・
無
印
大
証
等
に
官

寺
の
住
持
と
な
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
な
お
、
吟
刺
恰
孫
は
成
宗
の
と
き
の
名
宰
相
と
し
て
知
ら
れ
る
。

お
い

主

一
居
士
敬
嚴

は
性
命
の
学
、
す
な
わ
ち
宋
学
を
体
究
し
た
人
で
あ
る
。
中
峰
は
彼
を

「
四
大
分
散

の
時
、
何

の
処

に
向
て
安
身
立
命
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す
L
と
い
う
公
案
で
導
い
て
い
る

(『中
峰
広
録
』
巻
五
上
、
示
主

一
居
士
)
。

㈹

虞
集
の
撰
し
た

「
塔
銘
」
(『
中
峰
広
録
』
巻
三
〇
)
に
見
え
る
行
省
丞
相
の
別
不
花
や
行
宣
政
院
史

の
張
闘
も
中
峰

に
敬
服
し
た
。
容

斎
居
士
別
不
花
に
示
し
た
法
語

(『中
峰
広
録
』
巻
五
上
)

に
次
の
よ
う
に
い
う
。

心
は
妙
悟
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
知
る
こ
と
莫
く
、
情

の
尽
き
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
了
せ
ず
、
情
は
工
夫
に
あ
ら
ざ
れ
ば

忘
ず
る
莫
く
、
工
夫

は
正
信
に
あ
ら
ざ
れ
ぽ
立
た
ず
。
蓋
し
学
道
は
正
道
を
以
て
根
本
と
為
す
。
信
と
謂
う
は
何
ぞ
や
。
最
初

に
自
心
是
仏
、
惟
仏
即
心
、

鑛
大
却
よ
り
来
、
本
来
成
就
す
、
今
更
に
別
に
再
成
を
仮
ら
ず
と
信
ぜ
ん
こ
と
を
要
す
。
霊
山

の
密
付
、
此
を
付

し
、
少
室

の
単
伝
、

此
を
伝
う
。
古
今
の
挙
揚
、
此
を
挙
揚
す
る
な
り
。

こ
の
あ
と
香
厳
撃
竹
の
話
や
張
無
尽
居
士
が
仕
宙
中
の
参
禅
の
様
子
等
に
つ
い
て
の
長
口
舌
が
続
く
。

凋
子
振
は
中
峰
の

「
行
録
」
「
塔
銘
」
「
道
行
碑
」
に
は
、
そ
の
名
を
見
い
だ
せ
な
い
が
、
中
峰
と
密
接
な
交
流
を
も

っ
た
。
彼
は
海
粟

居
士
と
号
し
、
仮
州

(潮
南
省
株
洲
市
彼
県
)

の
人
で
、
内
典
も
外
典
も
目
を
通
さ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
最
初
、
趙
孟
頬
が
中
峰
を

本
師
と
称
し
て
い
る
の
に
対
し
烈
し
く
責
め
た
て
た
。

と
こ
ろ
が
、

自
分
も
中
峰

に
出
会
う
と
屈
膝
す
る
こ
と
に
な

る

(『
西
天
目
祖
山

志
』
巻
三
)。
わ
が
国
で
珍
重
さ
れ
る
中
国
の
書
画
は
、
必
ず
し
も

一
流
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合

は
、
「遺
墨

の
出
づ

こ
れ

れ
ば
、
争
い
て
重
貨
を
以
て
之
を
購

い
、
或
い
は
之
を
楽
石
に
刻
し
、
或
い
は
諸
を
名
山
に
蔵
す
。
往

々
之
有
れ
ば
、
則
ち
人
の
宝
と
為

る
」
(
『宋
学
士
文
集
』
巻
二
五
、
題
漏
子
振
居
庸
賦
後
)
と
あ
り
、
当
時
の
人
々
か
ら
も
珍
重
さ
れ
た
さ
ま
が
窺
え
る
。

こ
の
ほ
か
、
『
中
峰
広
録
』

に
見
え
る
い
く
人
か
を
捨

っ
て
み
る
と
、
同
奄
居
士
と
い
わ
れ
る
般
刺
脱
因
は
、
院
使
と
あ
る
こ
と
か
ら

す

る
と
、
行
宣
政
院
使
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た

と

一
切
の
仏
法
は
、
是
れ
自
心
に
具
足
す
。
心
外
に
別
に
仏
法
の
求
む
べ
き
無
し
。
縦
使
い
求
め
得
る
も
、
亦
諦
当

に
あ
ら
ず
。
皆
是

れ
妄
想
情
識
に
し
て
、
究
寛
の
法
に
あ
ら
ず

(巻
五
、
示
同
篭
居
士
)。

あ
ら
ゆ
る
仏
法
が
自
心
に
具
わ

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
徹
見
す
る
た
め
、
四
大
分
散
の
公
案
に
参
ず

る
こ
と
を
説
く
。
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中
峰
は
各
地
に
幻
住
奄
を
結
ん
だ
が
、
大
徳
四
年

(
一
三
〇
〇
)
呉
中
に
遊
ん
だ
際

に
、
閻
門
の
西
の
鷹
蕩
に
茅
を
結
び
棲
む
よ
う
に

な

っ
た
。
そ
の
地
、
松
岡
数
畝
を
施
入
し
た
の
は
陸
徳
潤
で
あ
る
。
禅
者
が
踵
し
て
至
り
、
わ
ず
か
に
半
年
で
百
人
と

な
り
、
三
年
に
わ

㈱

た
り
こ
こ
に
住
し
た
。
こ
の
幻
住
奄
で
絶
際
永
中
は
中
峰
を
助
け
て
電
務
を
董
し
た

(巻
二
二
、
平
江
幻
住
奄
記
)。

『
西
天
目
祖
山
志
』
巻
三
に
そ
の
名
の
見
え
る
鄭
思
肖

(
一
二
四

一
-

二
一二

八
)
は
、

元
初

の
隠
士
と
し
て
有
名

で
あ
る
。

福
州
連

江

の
人
で
、
太
学
上
舎
生
か
ら
博
学
宏
詞
科
に
応
じ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
南
下
に
際
し
上
書
し
た
が
、
報
ぜ
ら
れ
な
く
、
呉
下

(蘇
州
)

に
仮
ず
ま
い
し
た
。
趙
孟
類
の
才
名
は
当
世
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
彼

は
趙
孟
頻
が
宋

の
宗
室
で
あ

っ
て
元
の
招
聰
に
応
じ
た
こ
と

を
悪

ん
で
、
絶
交
し
て
い
る
。

天
目
の
本
中
峰
は
、
禅
林

の
白
眉
な
り
。
公
の
名
を
聞
き
、
見
え
ん
と
欲
す
る
も
未
だ
果
さ
ず
。
偶

く
孝
子
梅
応
発
が
家
に
会
い
、

一
見
し
て
、
各
く
黙
し
て
語
ら
ず
。
坐
す
る
こ
と
久
し
く
し
て
、
本
忽
ち
云
う
、
所
南
、
何
ぞ
説
法
せ
ざ
る
。
公
曰
く
、
両
眼
は
両
眼

に
対
す
、
法

の
説
く
べ
き
無
し
。
別
れ
去
る
に
及
ん
で
、
本
又
云
う
、
博
学
の
老
子
。

公
即
ち
日
う
、

世
法

の
和
尚

(『
所
南
文
集
』

附
、
鄭
所
南
小
伝
)
。

こ
の
よ
う
に
中
峰
が
鄭
思
肖
に
思
い
が
け
な
く
と
は
い
え
相
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
仏
教
を
信
奉
し
て
い
た

(『遂
昌
雑
録
』
)
と

い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
五
山
に
住
す
る
こ
と
な
く
幻
住
奄
に
住
す
る
と
い
う
中
峰

の
生
き
方
が
鄭
思
肖
に
共
感
を
呼
ん
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
。

以

上
で
、
中
峰
と
居
士
と
の
関
係
、
居
士
の
動
向
に
つ
い
て
み
た
。
藤
島
氏
が
ま

っ
た
く
知
る
手
立
て
が
な
い
と
さ
れ
、
筆
者
も
ま

っ

た
く
知
り
得
な
か

っ
た
も
の

(陳
子
聡
)
も
残

っ
た
が
、
少
し
は
付
妙
加
え
る
こ
と
の
で
き
た
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
。

次

に
、
中
峰
が
各
地
に
結
ん
だ
幻
住
奄
や
師
子
院
の
運
営
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
た
か
、
少
し
く
見
て
み
た
い
。
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四

幻
住

巷

・
師
子
院

の
運
営

中
峰
は
平
江
路
鷹
蕩
の
幻
住
奄
、
湖
州
弁
山

の
幻
住
奄
、
平
江
路

の
順
心
奄
、
丹
陽
の
大
同
奄
、
呉
江
州
太
湖
簡
村

の
順
心
蕎
、
師
子
岩

東
岡
の
幻
住
篭
等
に
住
し
た
。

こ
の
う
ち
、
平
江

の
幻
住
篭
は
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
大
徳
四
年

に
土
地
の
人
で
あ
る
陸
徳
潤
が
、
鷹
蕩

の
松
林
数
畝
を
施
入
す
る
こ
と
に
よ
り
篭
を
結
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
幻
住
奄
の
勧
縁
の
疏

(五
島
美
術
館
蔵
、
芳
賀
幸

四
郎

『
墨
蹟
大
観
』
二
巻
28
)
が
現
存
す
る
。

呉
門
幻
住
庵

呉
門
の
幻
住
庵

庵
靱
子
大
徳
庚
子
年
錐

庵

は
大
徳
庚
子
に
瓶
む
。
年
末
だ

未
遠
而
橡
椙
為
癒
魚
所

遠
か
ら
ざ
る
と
錐
も
、
而
も
橡
椙
鐘
魚

の
壊
る

壊
凛
く
将
厭
藪
欲
厨

所
と
為
り
、
凛
ζ
と
し
て
将

に
圧
せ
ん
と
す
。
藪
に

屋
併
而
新
之
所
費
伏

厨
屋
併
せ
て
之
を
新
た
に
せ
ん
と
欲
す
。
費
や
す
所
は
、

好
事
英
檀
不
吝
施
力
揮

伏
し
て
好
事

の
英
檀
、
施
力

・
揮
金
を
吝

し
ま
ざ
れ
。

金
成
就
則

成
就
せ
ば
則
ち

ま
ね

福
田
亦
相
須
而
速
　
敬
為

福
田
も
亦
相
須

っ
て
速
か
ん
。
敬
し
く
説
偶

説
偶
以
勧

を
為
し
て
以
て
勧
む
。

も

と

幻
相
元
非
住
家
風

幻
相
元
住
に
非
ず
、

豊
可
顧
庖
厨
今

家
風
宣
顧
く
べ
け
ん
や
。

樹
立
中
屋
要
増

包
厨
今
樹
立
し
、

ほ
つ

輝
惟
愚

中
屋
輝
き
を
増
さ
ん
と
要
す
。
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檀
度
力
為
展
道

惟
だ
檀
度
の
力
を
愚
み
、

人
機
併
新

道
人
の
機
を
展
べ
ん
が
為
の
み
。

成
就
了
枯
坐
政

併
せ
て
新
た
に
成
就
し
了
ら
ば
、

相
宜

枯
坐
政
に
相
宜
し
か
ら
ん
。

今
月

日

疏

今
月

日

疏
す
。

幹
縁

幹
縁

守
庵
沙
門

守
庵
沙
門

勧
縁
依
而
住
菩
薩

勧
縁
依
而
住
菩
薩

呉
門
と
い
う
の
は
、
現
在

の
江
蘇
省
蘇
州
市
、
元
で
は
平
江
路
と
い
い
、
宋
で
は
平
江
府
、
唐
代
で
は
蘇
州
と

い
っ
た
。
こ
の
呉
門
の
幻

住
奄

は
、
創
建
か
ら
あ
ま
り
た

っ
て
い
な
い
の
に
垂
木
や
庇
が
木
く
い
虫
に
侵
食
さ
れ
倒
壊
し
そ
う

に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
を
修
繕
し
た

い
の
と
、
同
時

に
庫
裏
を
新
し
く
建
て
た
い
と
い
う
の
が
中
峰
の
願
い
で
あ

っ
た
。
か
く
て
奉
加
帳
が
回
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
田
山
方

南
氏
は
こ
の
勧
縁
の
疏
を
晩
年
の
延
祐
末
か
ら
至
治
に
か
け
て
の
事
と
さ
れ
る

(『禅
林
墨
蹟
』
解
説
62
)
。
庵
の
開
基

に
あ
た
る
陸
徳
潤

は
地
主

と
思
わ
れ
る
が
、
中
峰
の
晩
年

の
頃
に
は
勢
力
を
失

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
と
て
も

一
人
の
負
担
で
は
耐
え
得
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
中
峰

の
も
と
に
集
ま

っ
て
く
る
修
行
者

の
た
め
に
伽
藍
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
り
勧
進
帳
が
有
縁

の

檀
越

の
も
と
に
回
さ
れ
た
。

中
峰
が
奄
以
外
で
少
し
は
寺
ら
し
い
と
こ
ろ
に
住
し
た
の
は
、
唯

一
師
子
院
で
あ
る
。
師
子
院
は
直
翁
居
士
洪
喬
祖

(於
潜

の
人
)
が

高
峰
原
妙
の
た
め
に
開
創
し
た
も
の
で
あ
り
、
高
峰
は
亡
く
な
る
に
際
し
甲
乙
刹
と
し
て
寺
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
高
峰
滅
後
十
七

年
堂
塔

は
倒
壊
に
瀕
し
て
い
た
。

至
大
辛
亥
、
棟
宇

は
嵐
蒸
霧
蝕
を
以
て
、
慎
懐
と
し
て
将
に
圧
せ
ん
と
す
。
上
首
の
弟
子
了
義
は
、
大

い
に
化
縁

を
鳴
し
、
首
め
僧
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堂
を
建
て
、
明
年
宣
明
室
を
恢
拓
す
。
越
ゆ
る
こ
と
二
年
、
延
祐
甲
寅
、
庫
院

・
行
堂

・
大
室
を
更
新
す
。
又
二
年
丁
巳
、
円
通
殿
を

み
た

ひ
ろ

徹
し
閣
と
為
し
、
上
は
聖
像
を
崇
し
、
下
は
法
堂
を
徹
く
す
。
香
積
海
を
東
隅

に
鼎
溝
し
、
栴
檀
林
を
西
極

に
増
置
す
。
惟
だ
山
門

.

仏
閣

・
方
丈
の
み
は
、
余
の
力
を
尽
し
て
、

之
を
併
新
す

(『
西
天
目
祖
山
志
』
巻
四
、

元
学
士
趙
孟
頻
救
建
西
天
目
山
獅
子
正
宗
禅

寺
碑
記
)。

高
峰

の
上
首
の
弟
子
で
あ
る
断
崖
了
義
は
、
師
子
院

の
復
興
に
力
を
尽
し
、
あ
と
伽
藍
で
残

っ
て
い
る
山
門

・
仏
閣

・
方
丈
の
み
を
中
峰

が
営
建
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
疾
病
も
い
え
た
延
祐
五
年

(
=
二
一
八
)
か
ら
至
治
二
年

(
一
三
二
二
)

に
か
け
て
の
こ
と
に
属
す

る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「中
峰
行
録
」
に
は
、

中
峰
が
天
目
山
に
還

っ
た
歳

(延
祐
五
年
)

に
、

仁
宗

は
師
子
禅

院
を
師
子
正
宗
禅
寺

と
し
、
趙
孟
額

に
寺
碑
を
撰
述
さ
せ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
実
際

に
寺
碑
が
書
か
れ
た
の
は
、
山
門

・
仏
閣

・
方
丈
が
重
修
さ
れ
て

か
ら
の
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

堂
塔
伽
藍
の
整
備
は
、
中
峰
に
と

っ
て
大
変
な
心
労
で
あ

っ
た
。
わ
が
国
に
将
来
さ
れ
現
存
す
る
書
翰

(芳
賀
幸
四
郎

『墨
蹟
大
観
』

一
巻
53
)

は
そ
の
間

の
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。

明
本
事
を
記
し
て
再
拝
し
て
、
福
寿
堂
上
山
翁
和
尚
の
尊
几
に
上
る
。
明
本

一
節
衰
病
を
以
て
、
童
に
世
用
を
為
す
こ
と
能
わ
ず
。

一

箋
尊
安
の
問
を
致
す
こ
と
難
く
、
動
も
す
れ
ば
疎
闊
を
成
す
。
即
日
秋
高
し
。
伏
し
て
惟
み
る
に
、
桂
花
香
裏
し
、
皓
月
輝
き
を
呈
す
。

是
の
如
き
の
境
中
、
蜘
朕
宴
坐
し
、
身
心
を
動
ぜ
ず
、
是
の
如
き
の
福
を
納
る
。
明
本
日
に
、
以
中
大
い
に
土
木

を
三
塔
に
興
す
が
為

な

に
、
大
い
に
施
鋪
を
開
く
こ
と
を
荷
う
。
今
已
に
事
を
祖
塔
に
集
し
、
亦
弁
事
の
間
に
在
り
。
惟
う
に
是
れ
厨
屋

・
行
堂
は
、
今
月
十

四

・
十
七
の
二
吉
辰
を
取

っ
て
起
架
せ
ん
と
す
。

人
匠
麟
集
し
、

食
指
繁
多
に
し
て
、

支
費
政

に
難
難

の
秋
に
在
り
。

昨
衆
檀
相
公

こ
と

な

の
許
を
荷
う
こ
と
、
七
月
末
の
勾

に
在
り
。
旧
の
首
尾
百
定
し
、
三
百
石
の
白
米
を
支
与
さ
る
る
に
及
べ
ば
、
同
時
に
事
を
集
す
。
去

年
以
中
時
に
乗
ず
る
を
失
う
が
為

に
、
是
に
於
て
蹉
過
す
。
今
年

の
以
中
、
又
爾
の
身
を
抽
ん
で
、
山
中
よ
り
出
で
ず
し
て
起
架
す
。

み
ず
か

た

若
し
是
れ
官
の
躬
自
ら
祇
だ
分

つ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
成
就
せ
ず
。
今
専
ら
良
道
を
し
て
其
の
走
を
代
ら
し
む
。
檀
相
上
項
新
旧
の
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ゆ

銭
米

を
支
給
せ
ば
、
以
て
諸
務

の
粉
を
愚
解
せ
ん
。
又
聞
く
な
ら
く
、
断
事

の
相
公
の
次
第
、
杭
の
興
に
如
く
有
り
と
。
是
に
於
て
急

ζ
に
其
を
し
て
走
ら
し
む
。
就
い
て
尊
知
に
乞
う
ら
く
は
、
有
す
る
所

の
三
塔
記

一
本
、
率
易
に
奉
納
す
。
幸

い
に
過

目
し
以
て
之

に

印
せ
ん
こ
と
を
。
区

く
懐
有
り
、
以
て
面
閲
を
侯
つ
。
伏
し
て
巧
う
、
尊
悉
不
備
。
明
本

事
を
記
し
再
拝
し
て
上
る
。

八
月
初
九
日
謹
空

如

し
慈
非
を
吝
ま
ず
、
始
終
勧
請
を
蒙
ら
ぽ
、
則
ち
幸

い
莫
大
な
り
。

こ
の
尺
憤

の
文
面
か
ら
す
る
と
、
さ
き
の
師
子
院
の
山
門

・
仏
閣

・
方
丈
を
重
修
す
る
際
の
苦
労
を
述
べ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
た
だ

し
、
山
翁
和
尚
あ
て
の
書
翰
中
の
三
塔

に
つ
い
て
、
芳
賀
氏
は
何

々
を
さ
す
か
明
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
る
が
、
文
中

の
祖
塔

・
厨
屋

・
行

ひ
ん
で
い

堂
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
厨
屋

(庫
院
)

・
行
堂
に
つ
い
て
は
、
既
に
兄
弟
の
断
崖
了
義
に
よ
り
重
修
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と

す
る
と
、
同
じ
天
目
山
中
に
あ
る
大
覚
寺

に
関
す
る
方
を
さ
す

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
大
覚
寺

の
方
は
、
再
三
に
わ

た
る
晋
山
要
請

を
中
峰

は
辞
退
し
、
代
わ
り
を
住
持
に
推
挙
し
て
い
る
。
住
持
で
も
な
い
の
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
費
用

の
調
達
に
苦
労
す

る
で
あ
ろ
う
か
、

そ
う
と

は
思
わ
れ
な
い
。
天
目
山
師
子
院

の
事
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
趙
孟
頬

の
碑
記

の
記
載

に
錯
綜
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
や

　

　

　

書
翰
中
の
相
公
と
い
う
の
は
、
行
中
書
省

の
宰
相
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
中
書
省
下
の
断
事
官

(札
魯
忽
赤
)
は
各
地
に
派
遣
さ
れ

⑳

て
銭
穀

を
も
理
算
し
た
が
、
こ
こ
は
断
事

の
相
公
と
、
相
公
が
下
に
つ
い
て
い
る
か
ら
、
行
中
書
省

の
銭
穀
を
担
当
す

る
宰
相
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
堂
頭
和
尚
と
な

っ
て
院
事
を
領
す
る
こ
と
は
経
済
的
に
も
大
変
な
心
労
を
伴

っ
た
。
中
峰
の
時
に
寺
額
を
受
け
て
元
朝
公

認
の
寺
院

の
仲
間
入
り
を
し
た
と
は
い
え
、
甲
乙
院
だ
か
ら
五
山
派
の
官
立
寺
院

の
よ
う
に
大

々
的
に
国
庫
の
支
援
を
受

け
る
こ
と
は
な

く
、
住
持

の
才
覚
に
左
右
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
徹
底
し
て
己
自
を
究
明
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
元
代
随

一
の
中
峰
も
、
諸

堂
の
整
備

に
は

悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
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お

わ

り

に

元
代
の
禅
界
に
あ

っ
て
第

一
人
者
と
い
え
る
中
峰
は
、
高
峰
の
み
に
師
事
し
て
、
悟
後

に
あ

っ
て
は
五
山
派
の
官
寺
に
出
世
す
る
こ
と

を
避
け
徹
底
し
て
己
自
を
究
明
し
よ
う
と
し
た
。
高
峰

・
中
峰
と
継
承
さ
れ
た
奄
居

に
あ

っ
て
修
行
す
る
と
い
う
形
態
は
弟
子
達
に
も
受

け
継
が
れ
た
。
こ
の
中
峰

の
法
系
は
後
世
ま
で
続
き
、
明
末
の
隠
元
隆
埼
も
、
そ
の
法
系
に
属
す
る
。
臨
済
宗

の
中

で
近
代

に
ま
で
法
系

が
栄
え
た
の
は
破
庵
派
下
の
中
峰

の
門
流
、
す
な
わ
ち
幻
住
派
の
み
で
あ
る
。
中
峰
は
江
蘇
省

・
漸
江
省
を
中
心
に
奄
居
、
あ
る
い
は
船

居

し
た
。
奄
の
外
護
者
と
し
て
陳
子
聡

・
蒋
均

・
陸
徳
潤
等
が
あ
り
、
彼
ら
は
盟
霊
発
の
よ
う
な
大
土
地
所
有
者
と

は
い
え
な
い
ま
で
も

地
主
階
級
に
属
し
た
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
誰
が
外
護
者
か
分
か
ら
な
い
奄
で
も
、
そ
の
建
立

・
維
持
に
は
、
無
名

の
地
主
や
、

そ
し
て
自
作
農
、
さ
ら
に
佃
戸
の
支
持
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
人
々
に
募
財
の
奉
加
帳
が
回
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼

の
教
え
を
受
け
た
盟
霊
発
を
は
じ
め
と
す
る
居
士
た
ち
は
、
藤
島
氏
も
考
察
さ
れ
た
ご
と
く
モ
ン
ゴ
ル
人

・
色

目
人

・
漢
人

・
南
人

の
四
階
層
を
含
み
、
あ
た
か
も
元
朝
支
配
体
制

の
縮
図
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
居
士
達
は
江
漸
行
省
丞
相
、
あ
る
い
は
行
宣
政
院
使
と
な

っ
て
杭
州
に
赴
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
き

っ
か
け
と
し
中
峰
と
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
居
士
達
を
向
上
心
、

信
、
生
死
と
い
っ
た
問
題
か
ら
導
い
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
階
級

・
階
層
の
も
の
が
中
峰
の
も
と
に
参
禅
し
た
こ
と

は
、
多
民
族
国
家
よ

り
な
る
元
朝
に
お
い
て
仏
教
、
と
り
わ
け
禅
が
精
神
的
紐
帯
と
し
て
重
要
な
彼
割
を
も

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
生
涯
、
五
山
派
の
官
寺

に

住
持
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
己
自
究
明
を
標
傍
す
る
も
の
の
、

一
面
に
お
い
て
異
民
族
支
配
下

の
軍
門
に
降
る
事
を
潔
し
と
し
な
い
遺
民

的
士
大
夫
の
精
神
と
通
ず
る
も

の
が
あ
ろ
う
。
元
朝
の
諸
天
子
の
中
に
あ

っ
て
漢
文
化
に
ひ
と
し
お
理
解
を
示
し
た
と
い
わ
れ
る
仁
宗
が
、

宣
政
院
使
を
代
り
に
候
謁
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
、
鎮
江
に
身
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
峰

の
遺
民
的
性
格
を
表
す
と
い
え
よ
う
。

言

い
換
え
る
な
ら
ぽ
、
方
外
の
士
と
し
て
出
家
の
道
を
貫

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
中
峰
が
仁
宗

か
ら
師
号
や
金
欄
衣

を
受
け
、

聖
節

の
示
衆

(『
中
峰
広
録
』
巻
上

一
)
を
行
な

っ
た
こ
と
は
、

近
世
と
い
う
絶
対
君
主
体
制
下
に
あ
る
歴
史
的
制
約
を
跳
ね
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返
し
方
外

の
士
と
し
て
す
べ
て
に
節
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
も
表
す
と

い
え
よ
う
。

こ

の
よ
う
な
限
界
は
あ
る
も
の
の
中
峰
の
現
今

の
国
家
体
制
か
ら
身
を

一
歩
も
二
歩
も
置
い
た
生
き
方
は
、
出
家
教
団
と
し
て
近
代
に

ま
で
そ
の
法
系
が
続
く
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
国
家
権
力
と
交
渉
を
も
ち
癒
着
し
た
宗
派
が
は
か
な
く
も
衰
微
し
て
い
っ
た
こ
と
は
歴
史
の

教
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
弟
子
達

の
要
請
も
だ
し
が
た
く
天
目
山

に
帰

っ
て
い
る
と
き
で
も
、
そ
の
本
拠
は
幻
住
奄
に
あ

っ
た
。
そ
の
幻

住
奄

か
ら
公
的
な
行
事
に
際
し
て
の
み
師
子
正
宗
禅
寺

に
出
頭
し
て
い
る

(『
中
峰
広
録
』
巻

一
上
、
示
衆
)
。
こ
の
よ
う
に
林
下
と
し
て

の
生
き
方
を
貫

い
て
い
る
。

て

ひ

元
代
、
東
陽
徳
輝
は
勅
命
に
よ
り

『
百
丈
清
規
』
を
重
修
し
て
お
り
、
こ
れ
を
校
正
し
た
の
が
笑
隠
大
訴
で
あ

っ
た
。

い
わ
ゆ
る

『勅

修
百
丈
清
規
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
仏
教
的
色
彩
を
強
烈

に
も
つ
。

こ
の

『勅
修
清
規
』
の
成
立
は
中
峰
寂
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

よ
り
以
前
、
中
峰
に
も
清
規
が
あ
り
、

『幻
住
篭
清
規
』

と
い
う
。
五
山
官
寺
派

の

『勅
修
清
規
』
に
対
し
、
林
下
の
清
規
と
い
う
性
格

を
も

つ
で
あ
ろ
う
。
後
日
こ
れ
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
み
た
い
。

最
初
、
こ
の
論
考
を
書
く
に
あ
た
り
わ
が
国
の
幻
住
派
ま
で
論
及
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
。
文
永

・
弘
安
の
役
後
の
中
峰

の
も
と
に
は
、

わ
が
国
か
ら
の
多
く
の
参
禅
者
が
い
た
。
日
元
の
交
流

の

一
環
と
し
て
、
中
峰
と
わ
が
国
の
門
下
と
の
関
連
を
捉
え
て
見
た
い
が
、
こ
れ

ま
た
後
日
の
こ
と
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
中
峰
と
い
え
ば
、
禅
浄
双
修
家
と
し
て
名
高
い
が
、
近
世
に
お
け
る
禅
浄
双
修

と
い
う
流
れ
の
中
で
の
中
峰

に
つ
い
て
も
宿
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

宋
以
後
の
独
裁
君
主
体
制
下
に
あ

っ
て
、
仏
教
々
団

は
そ
の
傘
下
に
あ

っ
て
の
み
存
立
を
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ

っ
て
、

各
地

に
幻
住
蕎
を
結
び
、
そ
の
運
営
に
苦
闘
し
な
が
ら
も
、
専

一
に
己
事
究
明
し
よ
う
と
す
る
中
峰

の
姿
は
、
東
ア
ジ

ア
の
各
地
か
ら
来

っ
た
修
道
者
に
と

っ
て
、
何
よ
り
の
指
針
で
あ

っ
た
ろ
う
。
彼

の
真

の
出
家
と
し
て
、
国
家
権
力
に
依
拠
し
な
い
修
道
方
法
は
、
単
に
中

国

の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
ま
で
大
い
な
る
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

〈
一
九
八
五

・
四

・
一
九
稿
〉
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注ω

宮
崎
市
定

「
南
宋
末

の
責
似
道
」

(
『
ア
ジ

ア
史
研
究
』

第

二
)
、

田
村
実
造

「
ア
リ
ク
ブ

カ
の
乱

と
海
都

の
反
乱
」
(
『
中
国
征
服
王
朝

の
研
究
』
中
)
参
看
。

②

同
じ
杭

州
生
ま
れ
で
、

二
年
後
輩

に
天
台
宗

の
湛

堂
性
澄
が

い
る

(
大
藪
正
哉

「
元
杭
州

上
天
竺
寺
湛
堂
性
澄
考
」
『
元
代

の
法
制
と
宗

教
』
所
収
)。

㈲

中
峰

の
行
状
に

つ
い
て
は
、
野

口
善
敬
氏

の

「
天
目
中
峰
研
究

序

説
」
(
『
中
国
哲
学
論
集
』

四
号
)
が
あ

る
が
、
話

の
展
開
上
、
私
な

り

に
述
べ
る
。

ω

仰
山
が
甲
刹
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と

は
、
『
扶
桑
五
山
記
』
巻

一
、

大
宋
諸
寺
位
次
に
よ
る
。
『
所
南
文
集
』

の

「
十
方
禅

刹
僧

堂
記

」

に
、
五
山
を

は
じ
め
と
す
る
名
刹

を
列
記
す
る
な
か
に
仰

山
も
そ
の

名
が
挙

っ
て

い
る
。

わ
が

国

へ
の
渡
来
僧
、
清
拙

正
澄
は
仰

山
の
虚

谷
希
陵

の
も
と
で
前

堂
首
座
を
掌

っ
て
い
る

(拙
稿

「
日
元
に
お
け

る
清
拙

正
澄
の
事
績
」
『
日
本
歴
史
』
四
三
〇
号
)
。

⑤

「
中
峰

行
録
」

は
至
元

二
九
年

の
こ
と
と
す
る
が
、
「
高
峰
原
妙
行

状

」
(『
高
峰
原
妙
語
録
』
巻
下
)

も
、

「
濯
運
使
鍵
発
卒
突
薬
師
道

場
対

霊
小
参
」
(
『
中
峰
広
録
』
巻

二
)
も
共
に
至
元

二
八
年

の
こ
と

と
す

る
。

⑥

『
松
雪
斎
文
集
』
巻
末
、

行
状

(楊
載
撰
)

に
よ
る
と
、

趙
孟
頬

が
杭
州

に
あ

っ
た

の
は
、

大
徳

三
年

(
=

一
九
九
)

か
ら
至
大

二

年

(
=
二
〇
九
)
ま
で
の

こ
と
で
あ

る
。

⑦

愈
漸
西
廉
訪
司
事

は
、

『
元
史
』

巻

八
六
、
百
官
志
、
粛
政
廉
訪

司

の
条

に
よ
る
と
、
江
南
漸
西
道
粛
政
廉
訪
司
愈
事

と

い
う
の
が

正

式
な
役

職
で
あ

ろ
う
。
延
祐

四
年

(
=
二
一
七
)
呉
激
が

「
凝
道

山

房
記
」
(『
国
朝
文
類
』
巻

二
九
)
を
書

い
た
と
き

に
は
、
鄭
雲
翼

は

江
南
行
御
史
台
都
事

で
あ

っ
た
。

⑧

江
漸
行
省
丞
相
が
霊
隠
寺

に
住
持
と
な
る
よ
う
に
働
き

か
け
た
の

は
行
宣
政
院
使

を
兼
領

し
て
い
た
か
ら

で
あ
る

(拙
稿

コ
兀
朝

の
江

南
統
治

に
お
け

る
仏
教
L
『
仏
教
史
学
』

一
五
巻

二
号
)
。

⑨

こ
の
時

は
、

ち
ょ
う
ど
行
宣
政
院
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
期
間

に
あ

た
る
。

か
く

し
て
大
都

か
ら
宣
政
院
使
が
杭

州
に
派
遣

さ
れ

た

(
野

上
俊
静

「
元

の
宣
政
院

に
つ
い
て
」
『
元
史
釈
老

伝
の
研
究
』
所
収
)
。

⑩

『
天
如
惟
則
語
録
』
巻
七
、
践
幻
住
和
尚
法

語
に
、
「
延
祐
己
未

の

秋
、
幻
住
師
溶
王

の
命

に
迫

ら
れ
、

一
路

の
葛
藤
を
引
起
す
。
余
愚

谷

と
倶

に
聴
列

に
在
り
」
と
あ

る
。

⑪

笑
隠
大
訴

の
撰
述

し
た
絶

学
世
誠

の
塔
銘

(
『
蒲
室
集
』
巻

一
二
)

に
、
「
宋
季

に
慧

朗
は
仰

山

に
居
る
。

法
席
特

に
盛

ん
な
り
。

其

の

門
由
り
出
で
て
大
方

に
拠
る
も

の
、

固
よ
り

一
時

の
麟
龍
な
り
。
其

の
跡
を
岩
穴

に
遁
る
る
も

の
は
、
高
峰

・
陛
塵

・
鎮
牛

の
若
き
、
亦

先
徳

に
追
躍

す
る
に
足

る
。
後
高
峰

は
以

て
断
厘

・
中
峰

に
伝
う
。

而

し
て
鎮
牛
は
、

以
て
絶
学

に
伝
う
。
又
皆
道

は
海
内

に
重
し
。
官

の
宗

の
及
ぼ
ざ
る
所
な
り
」

と
あ
り
、
雪
岩
祖
欽
下
か
ら
二

つ
の
傾

向
が
出
た
こ
と
を
示
す
。

一
つ
は
大
方
、
す
な
わ
ち
五
山
派

の
官
寺

に
住
す

る
流
れ

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
山
林
派

の
足

跡
を
岩

穴
に

遁

る
る
も

の
で
あ

る
。

⑫

か

つ
て
元
末

に
集
中

し
て
帝

師
が
師
号
を
下
賜

し
た
こ
と
を

コ
兀
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末
帝
師

の
事
績
L
(
『
大
谷
学
報
』
四

八
巻
三
号
)
と
題

し
て
述

べ
た
。

⑬

「
文
成

(
梵
)
鷹
蔵

主
、
大
明
国
に
遊

ぶ
を
送
る
の
詩
井
び

に
序
」

延
徳
四
年

(
『
五
山
文
学
新
集
』
第

一
巻
、

横

川
景
三
集

)

に
、

「
壬
子
冬
、
国

信
使

に
従

い
、
将

に
中
華
に
遊
ぽ
ん
と
す
。

予

に
告
げ

て
曰
く
、
吾

が
祖
父
大
拙
能
公
、
商
舶
に
附

し
重
漠

に
汎

ぶ
。
其

の
意

は
幻
住
国

師

に
参
ず
る

に
在
る

の
み
。

実
に
大
元
至
正
年
中
な
り
。
時

に
国
師

化
を
賊
む
。
其

の
付
法

の
弟

子
千
岩
禅
師
、

一
見

し
て
道

合
し
、
国

師

の
衣
を
以

て
之

に
授
く
。

示
衆
し
て
曰
く
、
中
峰
和

尚
の

一
頂

衣
、

我
得
来

た
る
こ
と
三
十
年
。
如

今
祖
能

首
座

、
日
本

国
裡

に
帰

り
、

我
が
宗
風
を
振

い
、
大

い
に
仏
事
を
作
さ

ん
こ
と
を
請

う
。

云
云
と
。

某
今
此

の
行
有
り
」
と
あ
る
。

αの

『
正
徳
松
江
府
志
』
巻

二
八
、
魍
震
発
伝
。

⑮

た
と
え
ぽ
、
周
藤
吉
之

「
宋
代
漸
西
地
方

の
囲
田

の
発
展
」
(『
宋

代
史
研
究
』
所
収
)
、

相
田
洋

コ
兀
末

の
反
乱
と
そ

の
背
景
L

(『
歴

史
学
研
究
』

三
六

一
号
)
等

に
引
用
す
る
。

⑯

周
藤
吉
之
前
掲
論
文
参
看
。
植
松
正
氏
は

「
元
代
江

南

の
豪
民
朱

清

・
張
喧

に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

二
七
巻
三
号
)
に
お
い
て
、

「嬰
時
学
が

は
た
し
て

前

の
程
震
発

の

子
孫

に
あ
た

る
も

の
か
ど
う

か
は
は

っ
き

り
し
な

い
」

と
さ
れ
る
が
、

中
峰
が

「
公

の
子
、

時

学

」
(『
中
峰
広
録
』
巻

二
四
、
観
音
菩
薩
瑞
相
偶
序
)
と
記
す
よ
う

に
、

正
し
く
子
供

で
あ

る
。

⑰

森

三
樹

三
郎

「
六
朝

士
大
夫

の
精
神
」
(
『
大
阪
大
学
文
学
部
紀

要
』

三
巻
)
参
看
。

⑱

丸
亀
金
作

コ
兀

⊥
口阿
麗
関
係

の

一
鶴
-
溶
王

に
就

い
て
ー
」
(『
青

丘
学
叢
』

一
八
号
)
、

岡
田
英
弘

「
元

の
溶
王
と
遼
陽
行
省
」
(
『
朝

鮮
学
報
』

一
四
輯
)
参
看
。

⑲

江
漸
行
省
左
丞
相

の
別
不
花
は
、

一
源
永
寧

と
も
交

流

を

も

つ

(
『
宋
学

士
文
集
』
巻
三

二
、
寧

公
碑
銘
)
。

⑳

「
呉
門
重
建
幻
住
禅
庵
記
」
(
『宋

学
士
文
集

』
巻

六
九
)

に
、
「
姑

蘇

の
幻
住
庵

は
、
元

の
普
応
国
師
中
峰
和
上
本

公

の
建
立
す

る
所
な

り
。
国
師

は
既

に
法
を
高
峰
妙
公

に
得
た
り
。
唯
だ

人
の
知
り

て
其

の
出
世

を
挽
く

を
恐
れ
、
深
く
自
ら
鱈
晦

し
、
往
き

て
三
呉

の
間

に

遊

ぶ
。
大
徳
庚
子
、
国
師

三
十
又
八
、
嘗

て
閻

門
の
西
麓

に
憩
う
。

松
檜
蔚
然

と
し
て
林
を
成
す
を
見

て
、
名
を
居
人
に
問

え
ぱ
、
則

ち

日
う
、

此
れ
鷹
蕩

と
。
国
師
喜
び

て
曰
く
、
永
嘉
に
鷹
蕩
山
有

り
、

ら

か
ん
　

　

　

乃
ち
応
真
諾

短
羅
、
下
現
を
示
す

の
所
名
、
之

と
同
じ
。
其
れ
般
若

の
当

に
興
す
べ
き
や
。
呉

士
の
陸
徳
潤

は
其

の
言
を
聞

き
、
遽

か
に

地
を
以
て
之

を
施
す
。
国
師
草
庵
を
縛
す
る

こ
と
三
間

以
て
居
す
。

そ

こ

趙
魏
公
孟
頬
為

に
之
を
扁

し
て
棲
雲
と

日
う
。

国
師
其
中

に
鉄
坐
す
。

而
し
て
道

を
問

う
者
、
連
翻

し
て
来

る
。
五
百
指

の
多

き
に
至
り
、

乃
ち
精
舎

一
区
を
創

せ
ん
と
す
。
僧
俗
功

に
趨
き
、
三
か
月

な
ら
ず

し
て
就
る
。

謂
う
所
の
堂
房
門
鷹
威
具
わ
る
。

乃
ち
名
を
国
師

に
請

現

う
。
国
師
日
く
、
澄
澄

た
る
水
鏡

は
、
能
規

の
幻
体
、
昭
昭

た
る
影

象

は
、
所
現

の
幻
跡
な
り
。
幻

と
幻
と
尽
き
、
覚
と
覚

と
空
す
。
斯

れ
則
ち
超
悟

の
極

至
な
り
。
吾
憐
此

の
如
幻
三
昧
に
依
り
て
住
す
。

宜
し
く
幻
住
を
以
て
之

に
名
つ
く

べ
し
と
。
是

の
時

に
当

り
、
南
詔

の
無
照
鑑
、
西
江

の
定
曼
泰
、
荊
南

の
鉄
印
権
、
翼

北

の
指

堂
月

の

若
き
、
号
し
て

一
時

の
麟
鳳

と
為
す
。
威
輪
下

に
集
ま
る
。

幻
住

の
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名
、

四
方

に
籍
籍

た
り
L
と
あ
る
。
絶
際
永

中
が
白

衣
観
音
を
描
き
、

そ
れ

に
中
峰
が
賛
を

し
た
墨
蹟
が
現
存
す
る

(
田
山
方
南

『
禅
林
墨

蹟
拾
遺
』
中
国
篇

……
)
。

⑳

田
村

「
元
朝
札
魯
忽
赤

考
」
(
前
掲
書
、
所
収
)
参
看
。


