


法系図

表紙

黙山元轟の木像（迦葉院蔵）
　黙山元轟の頂相彫刻の座像。黙山の弟子、鼈山呑江が迦葉院の住職をしている時（1780年
頃）に製作され、黙山の百回忌にあたる文久2年に再興（修理）された。
　禅宗では、高僧の姿を描いた頂相（肖像画）を掲げる習慣があった。絵ではなく彫刻で表
したものを頂相彫刻と呼んでおり、江戸時代以降、盛んに製作されるようになった。

　黙山元轟の属する曹洞
宗は臨済宗、黄檗宗とと
もに禅宗の一派。仏教の
開祖「釈迦牟尼仏」を本
尊とし、曹洞宗を日本へ
伝えた道元と日本各地へ
広めた瑩山を両祖として
「一仏両祖」と呼ぶ。
　一人の師から弟子へ教
えが受け嗣がれるため、
法系図は家系図のように
なる。黙山は明峰素哲の
法を受け嗣ぐ明峰派に属
する。
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黙山元轟の弟子たち（『迦葉黙山和尚年譜』より一覧化）
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本
末
論
争

そう とう

りん ざいしゅうしゅう おうばくしゅう

どうげん

けいざん

めい ほう そ てつ

もく さん げ んごう

ぶんきゅう

ちんぞうちょうこく

　黙山が13年間使い続けたという足袋。

裏表紙

足袋（迦葉院蔵）

1 本応素寂 12 竺翁嶽仙 23 関堂良暁 34 仁峰大義 45 巍嶽快山

2 耕田印牛 13 獄雪東溟 24 大空徳如 35 諦寛文龍 46 梵貞瑞仙

3 蘭庭国秀 14 仏燈禅教 25 天慧宝幢 36 孤月牧円 47 黙禅証契

4 周天了普 15 曹噩悦禅 26 大超白道 37 盛嶽堅隆
別記庵主

5 歎応道喜 16 光眼噩丕 27 円雄之雄 38 大雄健道

6 東海恵日 17 絶頂無根 28 棐山蟠興 39 抜雲覚瑞 1 鉄岩微笑

7 天淵祖先 18 全該道機 29 衝天大志 40 大忍珉良 2 孤峰玄豁

8 豪海密仙 19 龍噩文明 30 蘭山春光 41 黙嶠博震 3 寒山契愚

9 天郁月堂 20 無明樟月 31 鼈山呑江 42 絶学弘道 4 妙心尼

10 鉄翁州船 21 雪岩既白 32 徳原玉宥 43 嵩嶽大雲 5 徹之木毬居士

11 法泉益潭 22 万嶽拱辰 33 普山鉄如 44 眠山大鵬 6 芳賀廓然居士
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黙山元轟 1

寄稿（川口　高風）

　

江
戸
中
期
に「
坐ざ

禅ぜ
ん

黙も
く

山さ
ん

」と
称
さ
れ
、
枯
木
の
如
き
坐
禅
一
筋
の
生
涯
で

あ
っ
た
黙も

く

山さ
ん

元げ
ん

轟ご
う（
一
六
八
三
―
一
七
六
三
）が
い
ま
す
。

　

黙
山
は
天て

ん

和な

三
年（
一
六
八
三
）十
月
二
十
九
日
に
出で

羽わ
の

国く
に

平ひ
ら

鹿か

郡ぐ
ん

増ま
す

田だ

村

（
秋
田
県
横
手
市
増
田
町
増
田
）の
藤
原
姓
の
林�

家
に
生
ま
れ
、
十
四
歳
の
元げ

ん

禄ろ
く

九
年（
一
六
九
六
）に
満ま

ん

福ぷ
く

寺じ

十
三
世
孤
室
林
峰
に
つ
い
て
得と

く

度ど

し
仏
門
に
入
り

ま
し
た
。

　

林
峰
が
示じ

寂じ
ゃ
くし

た
後
、
妙み

ょ
う
お
ん
じ

音
寺（
秋
田
県
雄お

勝が
ち

郡ぐ
ん

羽う

後ご

町ま
ち

）の
龍
峰
の
下
で
修

行
し
ま
す
。
宝ほ

う

永え
い

二
年（
一
七
〇
五
）に
は
、
良
師
を
求
め
て
江
戸
駒
込
の
吉き

ち

祥じ
ょ
う

寺じ
（
東
京
都
文
京
区
本
駒
込
）に
錫し

ゃ
く

を
留
め
ま
し
た
が
、翌
三
年
に
は
東と

う

昌し
ょ
う

寺じ
（
茨

城
県
猿さ

島し
ま

郡ぐ
ん

五ご

霞か

町ま
ち

）の
隠い

ん

之し

道ど
う

顕け
ん

に
参
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
吉
祥
寺
の
旃せ

ん

檀だ
ん

林り
ん

の
寮
主
雄
闡
か
ら「
あ
な
た
は
学
問
を
学
ぶ
よ
り
行
に
生
き
る
方
が
適
し
て

い
る
」と
い
わ
れ
、
隠
之
の
下
で
の
修
行
を
勧
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

　

正　しょう
と
く徳

二
年（
一
七
一
二
）に
は
源げ

ん

光こ
う

庵あ
ん（
京
都
市
北
区
鷹た

か
が
み
ね峯
北
鷹
峯
町
）の
卍ま

ん

山ざ
ん

　
　
　
黙
山
の
略
伝

満福寺（秋田県横手市増田町増田）
　昭和60年頃まで山門楼上には、黙山元轟が示寂する4ヶ月
前の宝暦13年7月に揮毫した「増田山」の山号額が掲げてあっ
た。平鹿地方（現在の横手市周辺）に末寺15ヶ寺を有し、当
地方における曹洞宗の中心的な寺院となっていた。



黙山元轟2

寄稿（川口　高風）

道ど
う

白は
く

を
訪
ね
て
修
行
を
重
ね
、
後
に
は
大だ

い
じ
ょ
う
じ

乗
寺（
金
沢
市
長
坂
町
）の
絶
学
了
為

に
つ
い
て
修
行
し
ま
し
た
。
翌
三
年
に
は
東
昌
寺
へ
帰
り
、
同
五
年
十
二
月
に

隠
之
の
法
を
嗣つ

ぎ
ま
し
た
。
享

き
ょ
う

保ほ
う

元
年（
一
七
一
六
）、
郷
里
の
増
田
村
へ
帰
り

隠
之
を
開
山
と
し
、
自
ら
は
二
世
と
な
っ
た
渾こ

ん

蔵ぞ
う

庵あ
ん（
現
在
、
廃
寺
）を
創
建
し

ま
し
た
。
つ
い
で
同
十
三
年
に
は
阿あ

彌み

陀だ

寺じ
（
岐
阜
県
岐
阜
市
雛ひ

な

倉く
ら

）に
遷
っ
て

僧
堂
の
建
立
を
計
り
、
昼
は
近
隣
の
人
々
と
と
も
に
土
木
工
事
に
従
事
し
、
夜

は
坐
禅
修
行
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。
同
十
八
年
に
は
、
隠
之
の
後
住
と
し
て
東

昌
寺
二
十
五
世
住
職
に
就
き
ま
し
た
。
翌
十
九
年
に
は
、
迦か

し

葉ょ
う

院い
ん

を
開
く
た
め

西に
し

大お
お

輪わ

村
に
寺
地
を
得
ま
し
た
が
、
寺
と
し
て
は
、
不
適
当
な
地
で
あ
っ
た
た

め
、
翌
二
十
年
に
同
村
内
の
天て

ん

王の
う

耕こ
う

地ち
（
埼
玉
県
久
喜
市
鷲わ

し
の

宮み
や

六
丁
目
）に
迦
葉

院
を
建
立
し
、八
月
に
入
寺
し
ま
し
た
。さ
ら
に
翌
二
十
一
年
に
は
多
く
の
人
々

と
の
協
力
に
よ
り
、
四
月
に
庫く

院い
ん（

厨
房
）が
完
成
し
ま
し
た
。

　

寛か
ん

保ぽ
う

二
年（
一
七
四
二
）、
東
昌
寺
住
職
で
も
あ
っ
た
黙
山
は
東
昌
寺
を
辞
し

て
迦
葉
院
へ
移
ろ
う
と
し
た
矢
先
に
、
関か

ん

三さ
ん

箇か

寺じ

の
一
つ
で
あ
る
総そ

う

寧ね
い

寺じ
（
千

葉
県
市
川
市
国こ

う

府の

台だ
い

）よ
り
本ほ

ん

末ま
つ

法ほ
う

系け
い

違い

乱ら
ん

に
よ
る
本
末
論
争
が
起
こ
り
、
幕

渾蔵庵跡（秋田県横手市増田町増田）
　寺は黙山が命名し、東昌寺の住職
の居間の名からとられた。創建に際し
て、黙山の後の在家（出家をしない）
弟子となる石田浄有（久左衛門）・安
倍五郎兵衛らが寄付金を出し合って
進めた。また、黙山の墓所でもある。



黙山元轟 3

寄稿（川口　高風）

府
に
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。
黙
山
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
ま
し
た
が
、
同
三
年
に

は
寺じ

社し
ゃ

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

大お
お

岡お
か

越え
ち

前ぜ
ん

守の
か
みに
よ
る
吟
味
が
進
め
ら
れ
、
黙
山
は
奉
行
所
で
論
戦

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
総
寧
寺
の
強
力
な
政
治
力
に
敗
れ
、
延え

ん

享き
ょ
う

元

年（
一
七
四
四
）に
東
昌
寺
は
総
寧
寺
の
末
寺
と
の
裁
許
に
よ
る
請
書
の
捺
印
を

求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
黙
山
は
こ
れ
に
応
ぜ
ず
抵
抗
し
た
た
め
、
江
戸
近
郊
か

ら
の
追
放
処
分
と
な
り
、
伊い

勢せ
の

国く
に

の
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺（
三
重
県
い
な
べ
市
藤
原
町
）に
隠

棲
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
黙
山
の
弟
子
な
ど
が
本
末
糾
明
願
い
を
寺
社
奉
行
に

訴
え
、
十
一
年
後
の
宝ほ

う

暦れ
き

四
年（
一
七
五
四
）に
再
吟
味
が
行
わ
れ
て
黙
山
は
許

さ
れ
迦
葉
院
へ
戻
り
ま
し
た
。
以
後
、各
地
か
ら
招
請
さ
れ
て
弟
子
や
雲う

ん

水す
い（

修

行
僧
）の
教
導
に
務
め
ま
し
た
が
、
同
十
三
年
十
一
月
五
日
に
は
、
授じ

ゅ

戒か
い

会え

に

招
請
さ
れ
て
い
た
千せ

ん

眼げ
ん

寺じ
（
山
形
県
米
沢
市
窪
田
町
）に
お
い
て
八
十
一
歳
で
示

寂
し
ま
し
た
。
遺
骸
は
迦
葉
院
へ
移
さ
れ
て
喪
儀
、
荼だ

毘び

式（
火
葬
）を
終
え
た

後
、
東
昌
寺
、
阿
彌
陀
寺
、
渾
蔵
庵
、
長
楽
寺
、
大だ

い

覚か
く

寺じ
（
岐
阜
県
岐
阜
市
長な

が

良ら

）、
金
龍
山（
現
在
、
自じ

福ふ
く

寺じ

）に
分
骨
さ
れ
て
墓
塔
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

著
書
に『
黙
山
元
轟
當
念
集
』『
鉗
鎚
集
』な
ど
が
あ
り
ま
す
。

迦葉院旧跡之碑（埼玉県久喜市西大輪）
　寛政5年、迦葉院7世の大忍珉亮が住職
をしている時に建てられた。農耕地の中に
ひっそりと佇む。



黙山元轟4

寄稿（川口　高風）

　

迦か

葉し
ょ
う

院い
ん

は
も
と
加
性
院
と
称
し
、
慶け

い

安あ
ん

元
年
（
一
六
四
八
）
に
西に

し

大お
お

輪わ

村
字

出で

来き

野の

（
久
喜
市
西
大
輪
）
に
建
立
さ
れ
た
真
言
宗
の
小
院
で
し
た
。
出で

羽わ
の

国く
に

湯ゆ

殿ど
の

山さ
ん

本ほ
ん

道ど
う

寺じ

（
山
形
県
西
村
山
郡
西
川
町
・
廃
寺
）
の
末
寺
で
、
享き

ょ
う
ほ
う保
年

間
（
一
七
一
六
―
三
六
）
に
は
寺じ

運う
ん

が
衰
退
し
無
住
の
荒
寺
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
東と

う

昌し
ょ
う

寺じ

住
職
で
あ
っ
た
黙
山
を
西
大
輪
村

の
名
主
白
石
兵
左
衛
門
（
六
代
目
当
主
、
昌ま

さ

翁と
し

。
法
名
、
宝
鏡
院
自
覚
栄
賢
居

士
）
や
騎き

西さ
い

町ま
ち

（
埼
玉
県
加か

須ぞ

市
）
の
齋
藤
忠
兵
衛
（
酒
屋
を
経
営
。
法
名
、

不
二
院
一
翁
空
山
居
士
）
が
強
く
招し

ょ
う
せ
い請
し
、
水
害
を
受
け
や
す
い
出
来
野
の
地

よ
り
現
在
地
へ
移
し
て
曹
洞
宗
の
寺
院
で
再
興
し
ま
し
た
。
当
時
の
黙
山
は
東

昌
寺
住
職
も
兼
ね
て
い
ま
し
た
が
、
迦
葉
院
に
雲う

ん

水す
い

修
行
の
道
場
と
し
て
元げ

ん

文ぶ
ん

二
年
（
一
七
三
七
）
に
村
民
の
協
力
も
得
て
大
僧
堂
を
建
立
し
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、東
昌
寺
住
職
を
辞
し
て
迦
葉
院
に
移
ろ
う
と
し
た
寛か

ん

保ぽ
う

二
年
（
一
七
四
二
）

に
下し

も

総う
さ
の

国く
に

の
総そ

う

寧ね
い

寺じ

（
千
葉
県
市
川
市
国こ

う

府の

台だ
い

）
と
の
本
末
論
争
が
お
き
ま
し

総寧寺（千葉県市川市国府台）
　江戸時代には各宗派の本山を定め、その下に末

まつ

寺
じ

を置く本末制度が整備された
（曹洞宗は永平寺と総持寺）。また、地域内の寺院を支配する僧

そう

録
ろく

制度がひかれた。
大僧録として全国の曹洞宗寺院を支配したのが総寧寺、大

だいちゅうじ

中寺（栃木県下都賀郡大
平町）、龍

りゅうおんじ

穏寺（埼玉県入
いる

間
ま

郡越
おご せ

生町）の関三箇寺であった。

　
　
　
東
昌
寺
と
総
寧
寺
の
本
末
論
争
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た
。
そ
の
元
に
な
っ
た
の
は
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
に
関か

ん

三さ
ん

箇か

寺じ

の
一
つ

で
あ
る
総
寧
寺
が
末
寺
か
ら
奉
納
金
を
集
め
て
同
寺
三
世
大
綱
明
宗
の
三
百
回

法
要
を
行
う
に
あ
た
り
、
総
寧
寺
は
東
昌
寺
に
対
し
末
寺
と
し
て
の
献
金
を
求

め
た
と
こ
ろ
、
東
昌
寺
は
報ほ

う

恩お
ん

院い
ん

（
最
乗
寺
塔
頭
・
現
在
、
神
奈
川
県
足あ

し

柄が
ら

下し
も

郡
箱
根
町
）
の
末
寺
で
あ
る
と
し
て
献
金
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。
両
者
の
話
し
合
い
は
ま
と
ま
ら
ず
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
、
同
じ

く
総
寧
寺
の
末
寺
と
さ
れ
た
龍り

ゅ
う
げ
い
ん

華
院
（
群
馬
県
沼
田
市
上か

み

発ほ
っ

知ち

町
）
と
と
も
に
、

東
昌
寺
は
寺
社
奉
行
所
で
総
寧
寺
と
争
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
論
争
に
よ
る

寺じ

社し
ゃ

奉ぶ

行ぎ
ょ
う

大お
お
お
か
え
ち
ぜ
ん
の
か
み
た
だ
す
け

岡
越
前
守
忠
相
の
裁
決
は
、
政
治
力
の
あ
る
総
寧
寺
側
の
主
張
を

全
面
的
に
受
け
入
れ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
黙
山
と
龍
華
院
の
雪
峰
大
覚

は
裁
許
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
脱だ

つ

衣え

（
僧
籍
を
剥
奪
す
る
こ
と
）
の

上
、
京
都
、
大
阪
、
江
戸
と
東
海
道
か
ら
の
追
放
処
分
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

黙
山
は
伊い

勢せ

国の
く
に

篠
立
村
（
三
重
県
い
な
べ
市
藤
原
町
）
の
長ち

ょ
う
ら
く
じ

楽
寺
に
隠
棲
し
ま

し
た
が
、
黙
山
を
慕
う
多
く
の
人
々
が
こ
の
寺
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
追
放

後
の
延え

ん

享き
ょ
う

元
年
（
一
七
四
四
）
十
二
月
に
は
、
黙
山
と
雪
峰
の
弟
子
達
が
老
中

東昌寺本末糾明願
（迦葉院藏）
　「乍恐以書付奉願上候事」
　延享元年12月に黙山と雪峰の弟子
たちが本多忠良に提出した願の写し。
　久喜市指定文化財。
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の
本ほ

ん

多だ

忠た
だ

良よ
し

へ
連
名
で
「
本
末
糾
明
願
」
を
出
し
、
瑩け

い

山ざ
ん

禅
師
か
ら
峨が

山さ
ん

、
通つ

う

幻げ
ん

、
了り

ょ
う
あ
ん庵
、
大た

い

綱こ
う

、
舂し

ょ
う
お
く屋
、
そ
れ
に
舂
屋
弟
子
七
哲
と
い
わ
れ
る
弟
子
た
ち
の

法
系
図
を
示
し
、
総
寧
寺
の
主
張
の
矛
盾
を
法
系
上
か
ら
指
摘
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
総
寧
寺
の
行
動
が
い
か
に
幕
府
の
定
め
た
法は

っ
と度
に
違
反
し
て
い
る
か
を

強
調
し
て
お
り
、
幕
府
の
動
向
に
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

　

宝ほ
う

暦れ
き

元
年
（
一
七
五
一
）
正
月
二
十
一
日
か
ら
十
二
月
二
十
一
日
ま
で
、
黙

山
の
弟
子
の
本
応
素
寂
ら
が
本
末
論
争
の
糾
明
と
黙
山
を
許
す
る
こ
と
の
願
い

書
き
を
数
十
回
に
わ
た
っ
て
幕
府
へ
出
し
て
お
り
、
本
応
ら
弟
子
達
の
活
発
な

行
動
が
窺
え
ま
す
。
度
重
な
る
陳
情
の
結
果
、宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
に
は
、

本ほ
ん

末ま
つ

糾き
ゅ
う

明め
い

の
再
吟
味
が
行
わ
れ
、
東
昌
寺
と
龍
華
院
の
主
張
の
一
部
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
総
寧
寺
の
壺
春
が
提
出
し
た
裁
許
結
果

の
請
書
の
写
し
に
は
、

　
（
一
）
総
寧
寺
が
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
た
勧か

ん

化げ

帳ち
ょ
うを

寺
社
奉
行
が
調
べ
た

と
こ
ろ
、
東
昌
寺
の
肩
書
に
「
報
恩
院
末
」
と
あ
っ
た
の
を
削
り
、「
良
庵
（
了

庵
）
派
」
と
書
き
換
え
て
い
る
こ
と
。

黙山和尚赦免願
（迦葉院藏）
　宝暦2年5月。本応素寂らが1年間
に数十回にわたって願いを幕府へ提出
したことが書かれている。
　久喜市指定文化財。
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（
二
）
総
寧
寺
は
通
幻
寂
霊
に
よ
る
開
山
を
主
張
し
て
き
た
が
、
通
幻
に
関

す
る
古
記
録
を
調
べ
て
も
総
寧
寺
を
開
い
た
と
す
る
記
述
は
な
い
こ
と
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
が
、
末
寺
関
係
が
長
年
築
い
て
き
た
こ

と
な
の
で
、今
さ
ら
変
更
は
し
な
い
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

東
昌
寺
、
龍
華
院
の
主
張
し
た
法
系
の
誤
り
は
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
本
末
関

係
は
総
寧
寺
の
主
張
を
認
め
て
お
り
、
双
方
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
折
衷
案
で

和
解
を
図
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
総
寧
寺
が
勧
化
帳
の
字
を
削
っ
て
書
き
換

え
た
こ
と
は
僧
録
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
し
て
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
裁

許
に
よ
っ
て
黙
山
の
追
放
処
分
は
解
か
れ
、
十
一
年
ぶ
り
に
迦
葉
院
へ
帰
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

総寧寺謹慎申渡請書（迦葉院藏）
　宝暦4年8月、総寧寺の壺春が提出した裁許結果の請書の写し。
　久喜市指定文化財。
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宝ほ
う

永え
い

五
年
（
一
七
〇
八
）、
東と

う

昌し
ょ
う

寺じ

修
行
時
代
の
逸
話
と
し
て
典て

ん

座ぞ

（
寺
院

に
お
い
て
食
事
の
準
備
を
す
る
僧
）
に
就
い
て
い
た
時
の
話
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
隠い

ん

之し

を
慕
っ
て
多
く
の
修
行
僧
が
集
ま
り
、
そ
の
数
は
日
に
日
に
増
え
た

た
め
、
日
々
の
食
事
に
も
事
欠
く
よ
う
で
し
た
。
そ
の
た
め
多
く
の
僧
は
苦
労

の
多
い
典
座
職
に
就
き
た
が
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
黙も

く

山さ
ん

は
自

ら
典
座
を
願
い
出
て
東
昌
寺
の
食
事
の
準
備
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
や

が
て
、
雲う

ん

水す
い

の
中
か
ら
「
黙
山
は
夜
中
に
一
人
で
お
い
し
い
物
を
作
り
食
べ
て

い
る
」
と
い
う
噂
が
た
ち
ま
す
が
、
隠
之
は
単
な
る
噂
話
と
し
て
取
り
合
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
隠
之
に
事
の
解
明
を
訴
え
る
者
も
現
わ
れ
始
め
た
た

め
、
無
視
で
き
な
い
事
態
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
あ
る
夜
、
隠
之
が
台

所
へ
行
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
黙
山
が
一
人
で
何
か
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
隠

之
は
怒
り
を
抑
え
な
が
ら
黙
山
に
近
寄
り
「
私
に
も
同
じ
物
を
食
べ
さ
せ
て
く

　
　
　
　
黙
山
の
逸
話

　
　（
一
）
東
昌
寺
修
行
時
代

東昌寺（茨城県猿島郡五霞町）
　開山は即庵宗覚。古河公方
家臣で下総国関宿城主の簗田
持助を開基（寺院創建時に財政
的な支援をする在家信者）とし、
父満助の菩提のために創建した
という。
　現在の本堂は関宿藩主の牧
野成貞によって元禄12年に再建
されたもの。
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れ
」
と
い
う
と
、
黙
山
は
「
別
の
物
を
用
意
し
ま
す
」
と
答
え
て
隠
之
に
食
べ

さ
せ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
隠
之
が
「
ど
う
し
て
も
食
べ
た
い
」
と
い
う
と
、

黙
山
は
「
そ
こ
ま
で
い
う
な
ら
ば
」
と
そ
の
食
べ
物
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
よ

く
見
る
と
、
そ
れ
は
大
変
粗
末
な
食
べ
物
で
し
た
。
隠
之
は
一
口
食
べ
て
み
ま

し
た
が
、
と
て
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
黙
山
に
問
い
質

す
と
、「
食
材
の
確
保
が
難
し
く
す
べ
て
の
修
行
僧
に
料
理
が
行
き
渡
ら
な
い

の
で
、
自
分
は
他
の
人
と
同
じ
物
は
食
べ
ず
に
修
行
僧
の
食
べ
残
し
た
物
を
集

め
て
調
理
し
食
べ
て
い
ま
し
た
」
と
答
え
ま
し
た
。

　

翌
朝
、
隠
之
は
寺
に
い
た
す
べ
て
の
僧
を
集
め
事
の
真
相
を
う
ち
明
け
ま
し

た
。隠
之
に
訴
え
出
た
者
と
黙
山
を
疑
っ
た
隠
之
は
自
分
の
し
た
こ
と
を
悔
い
、

自
ら
を
血
が
出
る
ほ
ど
警き

ょ
う
さ
く策

で
打
ち
ま
し
た
。
隠
之
は
ひ
そ
か
に
行
う
善
行
の

陰い
ん

徳と
く

と
し
て
黙
山
を
讃
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
後
、
普
通
は

捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
野
菜
の
ク
ズ
な
ど
も
上
手
に
使
い
料
理
を
完
成
さ
せ
、

そ
れ
が
「
黙
山
料
理
」
と
呼
ば
れ
て
迦
葉
院
で
の
開
山
忌
や
郷
里
の
増
田
村
で

食
糧
難
の
時
な
ど
に
食
べ
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

阿彌陀寺（岐阜県岐阜市雛倉）
　開山が黙山の師である隠之道顕で
あったため寛政4年以前は迦葉院の本寺
だった。黙山は享保13年11月から享保
17年3月まで2代目住職を5年間務めた。
黙山の遺骨の分骨先の1つ。
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享き
ょ
う

保ほ
う

十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
は
黙
山
の
弟
弟
子
で
あ
る
紫
山
道
慧
が
美み

濃の

国の
く
に

方か
た

縣が
た

郡ぐ
ん

上か
み

雛ひ
な

倉く
ら

村
（
岐
阜
県
岐
阜
市
雛
倉
）
に
阿あ

彌み

陀だ

寺じ

を
再
建
し
、
隠い

ん

之し

を
招
い
て
中
興
開
山
と
し
ま
し
た
。
阿
彌
陀
寺
に
は
早
く
も
各
地
か
ら
修
行
僧

が
集
ま
り
始
め
ま
し
た
が
、
曹
洞
宗
と
し
て
再
建
ま
も
な
い
た
め
確
た
る
収
入

源
も
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
運
営
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

隠
之
は
当
時
、
故
郷
の
増
田
村
に
い
た
黙
山
を
阿
彌
陀
寺
に
呼
び
寄
せ
ま
す
。

運
営
に
あ
た
る
係
の
僧
達
は
黙
山
に
相
談
し
ま
す
が
、
黙
山
の
答
え
は
「
新
た

に
僧
堂
を
建
設
す
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
金
銭
が
な
く
困
っ
て

い
る
時
に
新
た
な
僧
堂
の
建
設
は
無
茶
と
誰
も
が
驚
き
反
対
し
ま
し
た
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
黙
山
は
、「
私
の
す
る
こ
と
を
真
似
し
な
さ
い
」
と
い
い
大
笑

い
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
毎
日
、
黙
山
は
鍬
を
振
る
い
僧
堂
を
建
て
る
た
め
の

造
成
を
し
て
い
き
ま
す
。
最
初
は
こ
れ
を
別
視
し
て
い
た
修
行
僧
た
ち
も
手
伝

う
よ
う
に
な
り
、
昼
は
作さ

務む

、
夜
は
坐
禅
修
行
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
暗

く
沈
ん
で
い
た
寺
内
が
徐
々
に
活
気
づ
い
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
見

　
　（
ニ
）
阿
彌
陀
寺
再
建
時
代

源光庵（京都市北区鷹峯北鷹峯）
　迦葉院の本寺。元禄7年に、卍山道白によって臨済宗から曹洞宗に改宗された。
現在の本堂はその年の建築。四角い「迷いの窓」と丸い「悟りの窓」はそれぞれ仏教
の概念、禅の境地の意味がこめられている。
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て
い
た
近
隣
の
人
々
も
供
養
の
た
め
と
工
事
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
、
わ
ず
か

三
ヶ
月
で
僧
堂
は
完
成
し
ま
し
た
。
工
事
に
係
わ
っ
た
人
々
は
阿
彌
陀
寺
を
自

分
達
の
寺
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
寺
の
運
営
も
安
定
へ
と
向
か
っ
て

い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

阿
彌
陀
寺
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
黙
山
は
享
保
十
三
年
十
一
月
か
ら
同
十
七
年

ま
で
の
五
年
間
二
代
目
住
職
を
務
め
、
翌
十
八
年
春
ま
で
留
ま
っ
た
後
、
東と

う

昌し
ょ
う

寺じ

へ
移
り
ま
し
た
。
黙
山
は
後
に
中
興
し
て
い
る
迦か

葉し
ょ
う

院い
ん

を
阿
彌
陀
寺
の
末
寺

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
阿
彌
陀
寺
は
隠
之
、
黙
山
ら
の
明
峰
派
よ
り
大
徹

派
の
法
系
寺
院
と
な
っ
た
た
め
関か

ん

三さ
ん

箇か

寺じ

の
龍り

ゅ
う
お
ん
じ

穏
寺
よ
り
迦
葉
院
の
本
寺
を
改

め
る
よ
う
に
と
の
指
摘
が
あ
り
、
寛か

ん

政せ
い

四
年
（
一
七
九
二
）
に
阿
彌
陀
寺
よ
り

隠
之
の
師
で
あ
る
卍ま

ん

山ざ
ん

道ど
う

白は
く

が
中
興
開
山
し
た
源げ

ん

光こ
う

庵あ
ん

（
京
都
市
北
区
鷹た

か

峯が
み
ね

北

鷹
峯
町
）
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

黙も
く

山さ
ん

は
寺
の
名
に
こ
だ
わ
ら
ず
良
師
を
求
め
て
各
地
に
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

し
ま
し
た
。
行

　
　（
三
）
迦
葉
院
の
寺
宝

迦葉院（久喜市鷲宮6丁目）
　山門（右）は黄檗宗の大本山である万福寺（京都府宇治市）の山門に模して造られている。
　元文2年に黙山が建てた本堂（左）が、火災等に見舞われることなく現存している。
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寄稿（川口　高風）

脚
の
際
に
は
同
じ
足
袋
を
十
三
年
間
、
修
繕
し
な
が
ら
履
き
続
け
、
移
動
の
際

に
も
乗
物
（
駕か

籠ご

）
な
ど
は
一
切
使
わ
ず
に
徒
歩
で
移
動
す
る
な
ど
質
素
倹
約

を
実
践
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
逸
話
が
人
々
の
共
感
を
得
、
黙
山
の
示じ

寂じ
ゃ
く

後
も
今
日
ま
で
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
遺
品

が
迦
葉
院
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
足
袋
を
は
じ
め
法ほ

う

衣え

、
袈け

裟さ

、
用
い
た
鉄て

っ

鉢ぱ
つ

や
硯す

ず
り

、
桶
、
戒か

い

律り
つ

を
授
け
る
時
に
打
ち
鳴
ら
し
た
戒か

い

尺し
ゃ
く、

印い
ん

章し
ょ
うが

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
諸
国
行
脚
で
大
雷
雨
に
あ
っ
た
時
、
大
樹
の
下
で
坐
禅
し
て
無
念
無
想

の
境
地
に
入
り
、
し
ば
ら
く
し
て
目
を
開
く
と
、
手
の
中
に
は
純
白
の
玉
が
あ

り
、こ
れ
を
迦
葉
院
に
持
ち
帰
っ
て
名
付
け
た
「
雷か

み
な
り
い
し石

」
も
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

日
照
り
続
き
で
困
っ
た
時
、
日
光
に
当
て
て
祈
願
す
る
と
慈
悲
の
雨
に
恵
ま
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
迦
葉
院
の
寺
宝
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

宝ほ
う

暦れ
き

十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
一
月
五
日
に
千せ

ん

眼げ
ん

寺じ

で
示じ

寂じ
ゃ
くし
た
黙も

く

山さ
ん

の
遺

　
　
　「 

遺
贈
簿 
」
と
遺
贈
品
に
つ
い
て

鉄鉢（迦葉院藏）

　托
たく

鉢
はつ

（修行のため、鉢を持って、経
文を唱えて米や金銭の施しを受けて回
ること）で用いる器。
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寄稿（川口　高風）

品
は
翌
十
四
年
二
月
に
は
弟
子
ら
へ
贈
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
名
簿
と
も
い
え
る

「
開
山
老
人
遺
贈
簿
」
が
迦か

葉し
ょ
う

院い
ん

に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
遺
贈
品
が

あ
げ
ら
れ
、
そ
の
下
に
遺
贈
者
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
贈
り
先
は
黙
山
と
縁

故
の
深
い
人
と
思
わ
れ
、
そ
の
数
は
二
七
六
人
に
及
ん
で
お
り
、
弟
子
の
ほ
か

交
流
の
あ
っ
た
和
尚
、
長
老
、
首し

ゅ

座そ

、
庵あ

ん

主じ
ゅ

、
尼
僧
、
居こ

士じ

と
並
び
ま
す
。
ま

た
、
贈
り
先
の
地
域
は
迦
葉
院
附
近
が
最
も
多
く
、
続
い
て
米よ

ね

沢ざ
わ

、
美み

濃の

、
伊い

勢せ

の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。
米
沢
で
は
藩
主
上
杉
家
の
家
老
色
部
松
山
居
士
な

ど
も
お
り
、
美
濃
は
阿あ

彌み

陀だ

寺じ

、
金
龍
山
、
大だ

い

覚か
く

寺じ

、
伊
勢
は
長

ち
ょ
う

楽ら
く

寺じ

に
住
持

し
た
縁
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

遺
贈
品
の
種
類
と
数
を
整
理
し
て
み
る
と
、
執し

ゅ

持じ

衣え

が
最
も
多
く
、
こ
れ
は

黙
山
が
い
つ
も
執
持
衣
を
搭か

け
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。次
に
複ふ

く

子す
（
ふ

ろ
し
き
）、頭ず

巾き
ん

、襟
衣
と
続
い
て
い
ま
す
。経
典
や
禅ぜ

ん

籍せ
き

な
ど
の
書
籍
類
は
ま
っ

た
く
な
く
、
懸
物
も
一
幅
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
学
解
知
識
を
貴
ば
ず
不ふ

立り
ゅ
う
も
ん
じ

文
字
を
重
ん
じ
て
坐
禅
只
一
筋
で
あ
っ
た
こ
と
が
遺
贈
品
か
ら
も
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
迦
葉
院
に
所
蔵
す
る
執
持
衣
は
縦
三
十
六
セ
ン
チ
、
横

開山老人遺贈簿（迦葉院藏）
　宝暦14年2月。久喜市指定文化財。
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寄稿（川口　高風）

七
十
三
セ
ン
チ
で
い
ろ
ん
な
布
を
綴
り
あ
わ
せ
た
九
条
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

黙も
く

山さ
ん

の
行
く
所
に
は
修
行
僧
が
集
ま
り
ま
す
。
例
え
ば
、
宝ほ

う

暦れ
き

八
年

（
一
七
五
八
）
十
月
の
冬ふ

ゆ

安あ
ん

居ご

の
名
簿
で
あ
る
「
迦
葉
院
再
々
会
冬
安
居
結
衆

打
給
」
に
よ
れ
ば
七
十
三
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
黙
山
の
法

を
嗣つ

い
だ
弟
子
た
ち
の
一
覧
で
あ
る
「
迦
葉
開
山
黙
山
和
尚
法
嗣
連
名
」
に
よ

れ
ば
、
四
十
三
人
も
の
弟
子
に
恵
ま
れ
ま
し
た
（『
迦
葉
黙
山
和
尚
年
譜
』（
後

出
）
に
よ
る
と
五
十
三
人
）。
黙
山
は
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
十
一
月
五

日
に
千せ

ん

眼げ
ん

寺じ

に
お
い
て
八
十
一
歳
で
示じ

寂じ
ゃ
くし

ま
し
た
。
示
寂
後
、
弟
子
た
ち
に

よ
っ
て
顕
彰
が
行
わ
れ
て
お
り
、そ
の
業
績
が
今
日
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、本
書
で
関
係
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
『
迦
葉
黙
山
和
尚
年
譜
』

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
黙
山
の
木
像
も
作
成
さ
れ
、
黙
山
の
百
回
忌
に
あ
た
る

文ぶ
ん

久き
ゅ
う

二
年
（
一
八
六
二
）
に
修
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
黙
山
の
法
語
な

　
　
　
黙
山
の
弟
子
と
示
寂
後
の
顕
彰

迦葉開山黙山和尚法嗣連名
（迦葉院藏）
　宝暦14年2月。
　久喜市指定文化財。
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寄稿（川口　高風）

ど
を
ま
と
め
た
語ご

録ろ
く

が
あ
り
ま
す
。
全
十
一
巻
で
「
鶏
足
山
開
山
黙
老
和
尚
語

録
」
と
称
し
、
編
者
は
不
明
で
す
。
お
そ
ら
く
弟
子
や
随
身
者
ら
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
黙
山
の
五
十
回
忌
で
あ
る
文ぶ

ん

化か

九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
、
顕け

ん

彰し
ょ
う

碑ひ

が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
碑
文
は
天て

ん

明め
い

四
年

（
一
七
八
四
）
に
藤
原
家
系
の
公
家
で
雅
楽
を
行
い
和
琴
や
筝
を
伝
え
た
四よ

つ

辻つ
じ

公き
ん

亨あ
き
ら（

一
七
二
八
―
八
八
）
の
撰
述
し
た
業
績
文
で
、
亀き

趺ふ

（
亀
の
形
を
し
た

台
石
）
の
上
に
大
き
な
石
の
顕
彰
碑
と
な
っ
て
い
ま
す
。

黙山顕彰碑
（迦葉院藏）
　黙山の生まれてから示寂す
るまでの生涯が四面にわたり
漢文体で記されている。
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関係資料　解題

　『迦葉黙山和尚年譜』
　黙山元轟の生涯を年表形式により漢文体で記した年譜。内題は「武州迦葉開山
黙山和尚年譜」。天

てん

和
な

3 年（1683）の誕生から宝
ほう

暦
れき

13 年（1763）の示寂（亡くな
ること）までの 81 年の生涯について記している。この年譜は、安

あん

永
えい

9 年（1780）
に黙山の弟子、鼈山呑江（迦葉院 4世）によって記された。黙山の弟子や帰依者
ら 96 人から資金の提供を受け、木版で刷られて出版された。

　※現代語訳での「師」は黙山元轟を指す。
　※難読なものは原文訓読ママ。
　※紙面の関係上、本文に記載された資金提供者は省略した。
　※老師、禅師などは和尚に統一した。

迦葉黙山和尚年譜 （迦葉院蔵）
　久喜市指定文化財、「迦葉院関係資料」。
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関係資料（現代語訳）

師
の
名
は
元
轟
と
い
い
、
号
は
黙
山
、
出
羽
国
（
秋
田
県
横
手
市

増
田
町
増
田
）
の
人
で
あ
る
。
俗
姓
は
藤
原
氏
で
藤
原
不
比
等
の

遠
い
子
孫
で
あ
る
。
父
は
林
吉
麿
、
母
は
熊
谷
氏
。
代
々
、
三
宝

（
仏
・
法
・
僧
）
を
崇
敬
す
る
家
系
で
あ
っ
た
。
三
男
二
女
の
う
ち
、

師
は
そ
の
第
二
子
で
あ
る
。
性
格
は
生
ま
れ
つ
き
穏
や
か
で
言
葉

少
な
く
、群
れ
て
他
の
子
供
ら
と
遊
ぶ
こ
と
は
無
か
っ
た
。
ま
た
、

歩
く
と
き
や
座
る
と
き
に
脇
目
を
ふ
ら
ず
、
郷
の
人
々
は
他
の
子

と
違
い
優
秀
な
子
だ
と
思
っ
て
い
た
。
成
長
す
る
に
従
い
、
出
家

の
意
志
が
出
て
き
て
、
そ
の
意
志
を
達
成
し
た
。
気
質
は
風
規
質

朴
で
茅
紙
で
鼻
水
を
拭
き
一
つ
の
足
袋
を
修
理
し
て
十
三
年
間
用

い
た
と
い
う
。
ま
た
、
事
に
あ
た
っ
て
身
心
を
空
に
し
て
、
法
の

た
め
に
安
危
も
忘
れ
た
。
悪
口
や
称
賛
に
は
心
を
動
か
さ
れ
な
か

っ
た
。
世
の
中
の
名
誉
と
恥
辱
、
敵
も
味
方
も
平
等
に
顕
し
弔
う

こ
と
は
、
電
で
眸
を
払
う
よ
う
だ
っ
た
。
仏
の
教
え
を
素
直
に
信

じ
る
も
信
じ
ざ
る
も
夢
に
あ
と
が
な
い
こ
と
と
似
て
い
て
、
閑
閙

に
拘
ら
ず
、言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
。
師
の
純
粋
な
坐
禅
は
、

少
林
寺
の
達
磨
大
師
の
面
壁
や
、
石
霜
禅
師
の
枯
木
の
如
く
の
坐

禅
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
世
の
人
々
は
坐
禅
黙
山
と
称
し

た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
道
大
い
に
盛
ん
に
な
り
出
家
者
や
信
者
を

信
仰
に
走
ら
せ
、
徳
を
広
く
全
体
に
及
ぼ
し
、
三
つ
の
寺
院
の
祖

（
四
つ
の
寺
院
（
迦
葉
院
、
長
楽
寺
、
金
龍
山
、
大
覚
寺
）
の
祖

と
な
っ
て
い
る
）
と
な
っ
た
。

天
和
三
年
（
一
六
八
三
）。
冬
十
月
二
十
九
日
の
卯
刻
（
午
前
五

時
～
七
時
頃
）
に
師
生
ま
れ
る
。

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）。
師
六
歳
、
人
相
を
見
る
人
か
ら
「
こ

の
子
供
は
大
人
の
人
相
が
あ
り
、
将
来
必
ず
大
名
を
顕
す
は
ず
で

あ
る
。」
と
言
わ
れ
る
。

元
禄
五
年
。
師
十
歳
、
村
の
満
福
寺
で
遊
び
、
仏
像
の
立
派
な
姿

を
見
て
高
徳
者
の
父
に
遇
う
よ
う
な
感
に
打
た
れ
、
出
家
の
意
志

を
起
こ
し
た
。

元
禄
九
年
。
師
十
四
歳
、
父
母
に
出
家
の
意
志
を
告
げ
、
遂
に
満

福
寺
の
孤
室
林
峰
和
尚
の
も
と
に
と
ど
ま
り
、
出
家
し
た
。
冬

十
二
月
九
日
、
林
峰
和
尚
は
「
古
人
で
こ
の
夜
に
仏
法
の
た
め

臂
を
断
ち
切
っ
た
と
い
う
（
慧え

可か

断だ
ん

臂ぴ

の
こ
と
）。
汝
も
出
家
を

し
た
か
ら
に
は
、
仏
法
の
た
め
臂
を
断
ち
切
る
覚
悟
が
あ
る
か
。」

　『 

迦
葉
黙
山
和
尚
年
譜 

』
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関係資料（現代語訳）

と
問
う
。
師
は
こ
れ
を
聞
く
と
目
に
力
が
入
り
、
奮
然
と
坐
禅
を

し
た
。
そ
れ
は
全
身
か
ら
火
光
が
放
た
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
己
を
大
い
に
励
ま
し
ひ
た
す
ら
一
人
で
坐
禅
に
打
ち

込
ん
だ
。
そ
の
熱
心
な
様
子
は
ま
さ
に
亡
き
父
母
の
喪
に
服
す
る

よ
う
で
あ
っ
た
。

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）。
師
十
六
歳
、
秋
田
の
小お

安や
す

温
泉
に

浸
か
っ
た
。
こ
の
時
、
佛
國
寺
（
京
都
市
伏
見
区
）
の
大
仙
和
尚

も
遊
歴
し
て
小
安
温
泉
に
浸
か
っ
た
。
師
は
香
を
装
い
大
仙
和
尚

に
謁
し
た
。
大
仙
和
尚
は
食
事
を
設
け
て
も
て
な
し
、
厚
く
慈
愛

を
も
っ
た
教
え
を
伝
え
、
将
来
を
期
待
し
た
。

元
禄
十
四
年
。
師
十
九
歳
冬
十
二
月
、
林
峰
和
尚
が
示
寂
し
た
。

そ
の
た
め
師
は
出
羽
国
妙
音
寺
（
秋
田
県
雄
勝
郡
羽
後
町
田
代
）

の
龍
峰
和
尚
の
も
と
で
修
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

元
禄
十
五
年
。
師
二
十
歳
、
妙
音
寺
の
裏
の
山
頂
に
あ
っ
た
熊
野

権
現
廟
へ
夜
な
夜
な
登
っ
て
坐
禅
し
、
暁
の
鐘
を
聞
い
て
下
山
す

る
の
を
常
と
し
た
。

元
禄
十
六
年
。
師
二
十
一
歳
、
夏
六
月
、
母
を
亡
く
し
た
。
師
は

厚
く
法
要
を
営
み
冥
福
を
祈
っ
た
。

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）。
師
二
十
三
歳
、
初
め
て
良
師
を
求
め

て
旅
を
し
た
。
江
戸
の
吉
祥
寺
（
東
京
都
文
京
区
本
駒
込
）
に
籍

を
置
き
、大
聖
道
場
で
鳳
潭
和
尚
の
華け

厳ご
ん

教
学
の
講
義
を
聴
い
た
。

宝
永
三
年
。
師
二
十
四
歳
春
、
江
戸
の
天
龍
寺
（
東
京
都
新
宿
区

新
宿
）
竺
堂
和
尚
の
も
と
で
、
大
戒
を
受
け
た
。

あ
る
日
（
寄
宿
先
の
栴
檀
林
の
）
寮
主
雄
闡
が
師
に
言
っ
た
。「
つ

ら
つ
ら
君
を
見
る
に
君
は
生
ま
れ
つ
き
文
字
に
よ
る
経
文
を
学
ぶ

人
柄
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
こ
に
こ
だ
わ
っ
て
長
く
居
て
も
何
も

得
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
聞
く
と
こ
ろ
に
は
、
下
総
国
の

東
昌
寺
（
茨
城
県
猿
島
郡
五
霞
町
）
に
隠
之
和
尚
と
い
う
高
僧
が

無
勝
の
旗
を
建
て
（
説
法
を
行
っ
て
い
る
）、
僧
を
修
行
さ
せ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
か
ら
、
そ
の
方
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
た

ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。」
師
は
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
隠
之
和
尚

を
訪
ね
仏
法
に
つ
い
て
質
問
し
た
。「
法
の
も
と
に
法
は
無
い
が
、

い
か
に
し
て
無
法
の
法
で
あ
る
の
か
。」
隠
之
和
尚
は
言
っ
た
。

「
空
腹
を
感
じ
た
ら
飯
を
食
い
、
喉
が
渇
い
た
な
ら
茶
を
飲
む
。」

師
は
こ
の
答
え
が
既
に
示
さ
れ
て
い
た
と
あ
っ
て
、
猛
省
し
、
修

行
が
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
こ
こ
を
去
る
こ
と
は
し
な
い
と
誓
っ
た
。

こ
の
と
き
、
東
昌
寺
に
は
規
則
な
ど
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
修
行
僧

た
ち
は
た
だ
経
文
の
解
釈
や
読
誦
す
る
こ
と
の
み
し
て
い
た
。
そ
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の
う
ち
二
十
人
余
り
が
静
か
な
所
で
一
心
に
坐
禅
を
し
、
己
を
窮

明
し
て
い
た
。
師
は
こ
れ
を
羨
ま
し
く
思
い
、
寮
の
侍
者
で
あ
っ

た
心
宗
和
尚
に
そ
の
意
志
を
申
し
上
げ
た
が
、
誡
め
ら
れ
許
し
て

も
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
師
は
「
私
は
特
に
坐
禅
を
す
る
た
め

に
こ
の
寺
に
き
た
の
で
す
。
粉
骨
砕
身
務
め
ま
す
の
で
、
ど
う
か

許
し
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
伝
え
る
と
、
心
宗
和

尚
は
師
に
そ
の
修
行
に
堪
え
る
度
量
が
あ
る
と
判
断
し
、許
し
た
。

そ
れ
か
ら
師
は
坐
禅
に
加
わ
っ
た
が
、
心
身
勇
猛
で
そ
の
有
様
は

山
嶽
の
ご
と
く
寝
食
を
廃
す
る
程
で
あ
っ
た
。
天
と
地
を
区
別
せ

ず
、
坐
し
て
い
る
ば
か
り
で
起
き
る
こ
と
さ
え
も
忘
れ
た
。
夜
明

け
前
に
な
っ
て
、
豁
然
と
し
て
悟
り
、
急
い
で
隠
之
和
尚
の
も
と

に
赴
い
て
問
う
た
。「
身
心
を
脱
落
す
る
と
き
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。」
隠
之
和
尚
は
「
こ
れ
は
正
し
い
道
理
身
の
回
り
の
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
切
り
立
っ
た
崖
か
ら
手
を
離
し
、
谷
底
に
堕
落
す

る
よ
う
な
覚
悟
が
な
い
の
か
。」
師
は
口
を
開
こ
う
と
す
る
と
、

隠
之
和
尚
は
打
ち
叩
い
て
追
い
出
し
た
。
師
は
偈げ

（
詩
句
）
を
述

べ
る
に
「
身
心
脱
落
虚
空
汗
出
づ
。
忽
ち
撲
落
に
逢
う
。
舊
に
依

て
鼻
直
。」
と
書
い
て
隠
之
和
尚
の
居
室
に
行
き
、
提
出
し
た
。

隠
之
和
尚
は
師
が
や
っ
て
来
る
の
を
見
る
と
す
ば
や
く
打
ち
叩
い

て
追
い
出
し
た
。
師
は
入
室
の
た
び
に
叱
ら
れ
言
わ
れ
た
。「
汝

は
先
例
を
認
め
る
の
か
。」
師
は
重
い
責
任
を
背
負
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
皆
が
眠
り
に
就
く
な
か
、
師
は
寸
暇
を
惜
し
ん
で

日
が
昇
る
ま
で
坐
禅
を
行
っ
て
い
た
。こ
れ
が
五
年
強
程
続
い
た
。

宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）。
師
二
十
六
歳
、
東
昌
寺
の
食
事
は
日

ご
ろ
か
ら
ひ
も
じ
か
っ
た
。
炊
事
を
担
当
し
た
者
の
炊
事
の
知
識

が
未
熟
で
、
飯
の
な
か
に
生
米
が
交
ざ
っ
て
い
る
な
ど
し
て
病
人

が
多
く
出
て
い
た
。
師
は
こ
れ
を
憂
い
て
隠
之
和
尚
の
居
室
に
赴

き
、「
私
が
厨
房
の
炊
事
を
引
き
受
け
た
い
。」
と
願
い
出
た
。
隠

之
和
尚
は
す
ぐ
に
命
じ
、
師
は
炊
事
係
と
し
て
張
り
切
っ
た
。
皆

は
こ
れ
に
安
心
し
た
。
暇
さ
え
あ
れ
ば
、
竈
の
前
で
枯
木
の
如
く

坐
禅
し
た
。
こ
の
様
子
を
見
た
者
は
師
を
敬
っ
た
。

○
後
日
、
師
が
弟
子
に
伝
え
た
こ
と
に
は
「
私
が
東
昌
寺
に
居
た

と
き
の
こ
と
。
炊
事
係
と
し
て
飯
を
炊
く
と
き
、
毎
回
と
ぐ
器
に

入
れ
た
米
か
ら
一
掬
を
本
器
に
戻
す
の
を
常
と
し
た
。
汝
等
は
常

に
惜
し
む
こ
と
だ
。
私
が
か
ね
て
か
ら
抱
い
て
い
た
考
え
で
あ

る
。」
と
あ
る
。

宝
永
七
年
。
師
二
十
八
歳
、
あ
る
夜
殿
裏
で
坐
っ
て
寝
て
い
た
と

き
、夢
で
白
雲
が
水
面
に
浮
か
ぶ
の
を
見
た
。
覚
め
て
偈
を
作
り
、
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隠
之
和
尚
に
呈
し
て
言
っ
た
。「
今
夜
機
を
忘
れ
て
坐
禅
し
て
い

る
と
、
白
雲
が
水
面
に
浮
か
ん
で
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
水
面
と

天
が
一
色
と
な
り
分
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
老
鶴
が
夢
か

ら
醒
め
て
銀
籠
を
出
ま
し
た
。」

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）。
師
二
十
九
歳
秋
、
東
昌
寺
を
辞
す
。

相
模
国
を
経
由
し
大
雄
山
最
乗
寺
に
上
り
、
開
祖
の
塔
を
礼
拝
し

た
。
す
ぐ
に
美
濃
国
小
松
寺
（
岐
阜
県
関
市
）
の
覚
照
和
尚
を
訪

ね
、
問
う
た
。「
遠
く
か
ら
風
が
走
る
。」
師
の
一
接
を
請
う
。
覚

照
和
尚
が
言
っ
た
。「
礼
拝
を
著
す
か
。」
師
は
言
っ
た
。「
目
の

前
に
和
尚
は
い
な
い
。
こ
の
間
に
私
も
い
な
い
。」
覚
照
和
尚
が

言
っ
た
。「
妙
峰
の
頂
は
い
ま
だ
に
見
ら
れ
な
い
。」
師
が
言
っ
た
。

「
見
ら
れ
た
。」
覚
照
和
尚
は
上
坐
に
招
き
、
師
は
一
礼
し
た
。
覚

照
和
尚
は
偈
を
説
い
て
証
し
た
。
次
に
徳
巌
寺
（
岐
阜
県
関
市
）

の
惟
慧
和
尚
に
拝
し
、河
内
国
の
法
雲
寺
（
大
阪
府
堺
市
美
原
区
）

の
慧
極
和
尚
を
尋
ね
て
滞
在
し
た
師
は
、
鉄
杭
の
よ
う
に
坐
禅
修

行
を
し
た
。
慧
極
和
尚
が
他
の
修
行
僧
に
言
っ
た
。「
黙
山
の
よ

う
に
坐
禅
せ
よ
。」
あ
る
日
、
慧
極
和
尚
が
三さ

ん

不ふ

是ぜ

（
不
是
心
・

不
是
仏
・
不
是
物
）
の
話
を
挙
げ
て
修
行
僧
た
ち
に
示
し
た
。
師

は
偈
を
示
し
て
言
っ
た
。「
奇
な
る
か
な
、
三
尺
の
頭
。
妙
な
る

か
な
、
二
寸
の
短
い
足
。
須
弥
百
億
の
全
身
で
あ
る
。
常
に
虚
空

を
も
っ
て
衣
冠
と
す
る
。」
覚
照
和
尚
は
師
に
自
分
の
所
持
し
て

い
る
如に

ょ

意い

を
投
げ
た
。
師
は
崇
重
に
頂
戴
し
、
侍
者
を
回
っ
て
去

っ
た
。

正
徳
二
年
。
師
三
十
歳
春
、
鷹
峯
（
源
光
庵
）
に
登
り
、
開
祖
の

卍
山
道
白
和
尚
の
塔
に
拝
し
た
。
加
賀
国
へ
行
き
、
大
乗
寺
（
石

川
県
金
沢
市
長
坂
町
）
の
了
為
和
尚
に
拝
謁
し
、
安
居
（
一
定
期

間
修
行
す
る
こ
と
）
し
た
。
秋
、
東
に
帰
り
、
隠
之
和
尚
に
会
う

た
め
、
江
戸
の
義
門
居
士
の
住
居
を
訪
ね
た
。

正
徳
三
年
。
師
三
十
一
歳
冬
、典
座
役
に
充
て
ら
れ
た
。
読
経
中
、

頭
帽
が
傾
き
、
隠
之
和
尚
は
坐
具
で
連
打
し
て
言
う
に
は
、「
汝
、

頭
帽
が
傾
い
て
い
る
と
は
何
事
だ
。
他
日
、
み
ん
な
の
規
則
を
作

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。」
と
。
師
は
後
に
隠
之
和
尚
の
居
室
に
行
き
、

拝
謝
し
た
。
こ
う
し
て
以
後
、
師
は
必
ず
頭
帽
を
手
で
二
、三
回

整
え
た
。

正
徳
五
年
。
師
三
十
三
歳
夏
、
綱こ

う

維い

（
寺
の
事
務
を
取
り
締
ま
る

役
）
と
な
っ
た
。
冬
に
は
隠
之
和
尚
が
師
を
版
首
に
抜
擢
し
た
。

十
二
月
、
隠
之
和
尚
が
師
に
法
衣
を
付
し
、
偈
を
以
て
印
可
証
明

し
、
法
を
継
が
せ
た
。
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享
保
元
年
（
一
七
一
六
）。
師
三
十
四
歳
春
、
故
郷
の
増
田
へ
帰

り
受
業
師
の
林
峰
和
尚
の
塔
に
参
っ
た
。こ
の
時
、石
田
浄
有
（
久

左
衛
門
）
等
が
師
を
請
い
て
法
要
を
営
む
こ
と
を
願
い
、
力
を
合

わ
せ
寺
を
創
っ
た
。
号
は
曇
華
山
渾
蔵
庵
と
い
い
、
師
は
隠
之
和

尚
を
第
一
祖
に
請
し
、
自
ら
は
第
二
代
と
な
っ
た
。

享
保
二
年
。
師
三
十
五
歳
、
開
祖
で
あ
る
隠
之
和
尚
の
寿
塔
（
長

寿
を
保
つ
と
い
う
生
前
に
建
て
る
塔
）
を
建
て
た
。
塔
に
は
「
全

身
無
縫
罅
。
擧
體
絶
偏
頗
。
夜
夜
懐
明
月
。
清
風
拂
碧
蘿
。」
と

刻
ま
れ
た
。

○
今
年
、
檀
信
徒
た
ち
は
新
し
い
僧
堂
を
建
て
た
。

享
保
三
年
。
師
三
十
六
歳
春
、
隠
之
和
尚
の
も
と
に
還
り
、
夏
安

居
で
維い

那の

（
修
行
僧
の
規
律
を
司
る
役
）
に
充
て
ら
れ
た
。
隠
之

和
尚
は
あ
る
日
蝦
蟆
と
茄
子
の
因
縁
の
公
案
を
挙
げ
て
説
法
し
指

導
し
た
。
師
が
偈
を
示
し
て
所
見
を
申
し
た
と
こ
ろ
、
隠
之
和
尚

は
た
い
そ
う
笑
っ
て
言
っ
た
。「
こ
れ
は
常
の
見
解
で
あ
る
。」
師

は
し
ば
ら
く
し
て
膝
を
な
で
て
言
っ
た
。「
憎
愛
が
な
け
れ
ば
洞

然
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。」
隠
之
和
尚
は
話
し
を
終
わ
り
に

し
た
。
師
は
秋
に
出
羽
国
増
田
村
に
帰
っ
た
。

享
保
四
年
。
師
三
十
七
歳
、
あ
る
日
渾
蔵
庵
で
坐
禅
を
し
て
い
る

と
、
鴉か

ら
すの

群
れ
が
屋
根
の
上
で
さ
わ
い
で
い
る
の
を
聴
い
て
、
そ

れ
よ
り
縦
横
無
礙
に
自
在
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

○
秋
七
月
檀
信
徒
の
請
い
に
応
じ
て
、
宝
戒
を
授
け
た
。
僧
侶
と

俗
人
三
千
人
余
り
が
集
ま
っ
た
。

享
保
五
年
。
師
三
十
八
歳
春
正
月
、禅
定
寺
の
開
山
忌
を
行
っ
た
。

師
は
焼
香
し
て
言
っ
た
。「
蓬
底
春
含
て
瑞
霞
を
鎖
し
。
夢
囘
て

三
老
舷
を
扣
て
歌
う
。
天
鈎
普
く
印
す
恆
沙
海
。
身
を
蔵
す
に
處

無
し
婆
竭
羅
。」

○
か
つ
て
教
え
を
受
け
た
法
雲
寺
の
慧
極
和
尚
の
訃
報
を
受
け
、

師
は
供
養
を
行
っ
た
。

享
保
六
年
。
師
三
十
九
歳
夏
四
月
、
父
親
が
こ
の
世
を
去
っ
た
。

師
は
大
い
に
葬
儀
を
行
い
、
法
要
を
修
行
し
た
。
五
月
、
勅
を
奉

じ
て
永
平
寺
（
福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
）
に
瑞ず

い

世せ

（
一
夜
住

職
）
す
る
た
め
上
京
し
、
詔
勅
を
御
所
で
拝
領
し
た
。
隠
之
和
尚

は
廓
山
居
士
の
請
い
に
応
じ
て
京
に
留
ま
る
。
師
は
日
々
拝
謁
し

た
。六
月
、暇
を
乞
い
、出
羽
国
の
渾
蔵
庵
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。

道
中
紀
伊
国
に
立
ち
寄
り
高
野
山
（
和
歌
山
県
）
に
登
り
、
那
智

山
（
和
歌
山
県
）
に
詣
で
、
険
し
い
金
峯
山
（
奈
良
県
）
に
登
っ

た
。
次
に
伊
勢
神
宮
に
拝
し
、
秋
八
月
、
渾
蔵
庵
へ
帰
っ
た
。
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享
保
七
年
（
一
七
二
三
）。師
四
十
歳
、ひ
た
す
ら
坐
禅
を
行
っ
た
。

皆
が
い
う
に
は
「
少
林
寺
で
面
壁
し
て
い
る
達
磨
が
こ
こ
に
出
現

し
た
。」
秋
八
月
、
人
々
の
篤
い
請
い
に
応
じ
て
授
戒
会
を
開
く
。

享
保
九
年
。
師
四
十
二
歳
、
あ
る
日
中
国
の
趙
州
和
尚
の
狗く

子し

の

公
案
を
偈
に
示
し
て
言
っ
た
。「
犬
に
仏
性
は
な
い
。
熱
い
鉄
で

小
さ
い
煩
悩
を
絶
す
。
全
身
に
及
び
つ
く
し
去
っ
て
、
冷
地
で
一

場
の
嚬
い
。」

享
保
十
年
。
師
四
十
三
歳
、
隠
之
和
尚
が
美
濃
国
の
妙
應
寺
（
岐

阜
県
不
破
郡
関
ケ
原
町
）
の
住
職
と
な
っ
た
と
聞
い
て
急
い
で
妙

應
寺
へ
修
行
の
旅
に
で
た
が
、
役
に
立
た
な
か
っ
た
。

享
保
十
一
年
。
師
四
十
四
歳
、
立
春
の
二
月
四
日
。
命
を
受
け
て

住
職
で
あ
る
隠
之
和
尚
に
代
わ
っ
て
説
法
し
、
宗
綱
を
示
す
こ
と

に
な
っ
た
が
、
僧
侶
・
俗
人
は
皆
聴
き
た
い
と
望
ん
だ
。
終
了
後
、

師
が
去
る
こ
と
を
告
げ
る
と
、
隠
之
和
尚
は
偈
を
贈
っ
た
。「
関

棙
を
発
転
し
て
知
ぬ
幾
く
歳
ぞ
。
従
来
の
旧
路
人
の
通
ず
る
こ
と

少
し
な
り
。
栖
み
荒
す
雪
屋
頭
を
回
す
処
。
一
色
明
辺
功
を
立
た

せ
ず
。」

○
京
都
の
佛
國
寺
の
大
仙
和
尚
の
侍
者
で
、弟
弟
子
の
太
眉
公
が
、

亡
き
母
の
菩
提
の
た
め
故
郷
に
還
っ
た
と
き
に
渾
蔵
庵
に
や
っ
て

き
た
。
師
が
聞
い
た
。「
汝
は
い
つ
出
発
す
る
の
か
。」
太
眉
は
言

っ
た
。「
私
は
妙
経
を
一
年
誦
た
い
。」
師
は
身
を
起
こ
し
て
言
っ

た
。「
汝
は
知
ら
な
い
の
か
。
一
人
の
善
知
識
に
奉
事
す
る
こ
と

は
、
百
千
の
諸
仏
を
供
養
す
る
こ
と
の
倍
で
あ
る
。
汝
速
や
か
に

郷
に
還
り
な
さ
い
。
時
機
を
逸
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
大
因
縁
を
捨

て
、
小
善
根
を
植
え
る
の
か
。
母
が
地
獄
に
堕
ち
る
の
を
望
ん
で

い
る
の
か
。」
と
説
い
た
。
太
眉
は
速
や
か
に
帰
郷
し
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
者
は
大
い
に
師
を
褒
め
称
え
た
。

享
保
十
三
年
。
師
四
十
六
歳
、
弟
弟
子
の
紫
山
和
尚
が
美
濃
国
の

光
明
山
阿
彌
陀
寺
（
岐
阜
県
岐
阜
市
雛
倉
）
を
建
て
、
隠
之
和
尚

を
請
し
て
第
一
祖
と
な
し
た
。
秋
八
月
、
師
は
開
山
隠
之
和
尚
の

書
と
紫
山
和
尚
な
ど
の
請
い
を
得
て
十
一
月
五
日
に
進
山
し
た
。

修
行
僧
た
ち
が
僧
堂
に
座
れ
な
い
ほ
ど
集
ま
っ
た
。
し
か
し
、
田

ん
ぼ
も
な
く
釜
や
甑
に
塵
が
積
る
ほ
ど
困
窮
し
て
い
た
こ
と
で
紫

山
和
尚
は
こ
れ
を
憂
い
師
に
告
げ
た
。
師
は
笑
っ
て
言
っ
た
。「
道

を
見
て
い
な
い
の
か
。
肩
あ
る
者
は
衣
服
を
着
て
い
る
。
口
あ
る

者
は
何
か
食
べ
て
い
る
。
あ
な
た
が
憂
う
こ
と
で
は
な
い
。
僧
堂

を
建
て
ま
し
ょ
う
。」
師
は
自
ら
草
を
刈
り
修
行
僧
た
ち
と
と
も

に
石
を
挽
い
て
、
土
を
運
ん
だ
。
夜
は
一
心
に
坐
禅
を
し
て
衆
を
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激
励
し
た
。
す
る
と
ほ
ん
の
少
し
の
間
で
、
檀
信
徒
よ
り
の
布
施

が
集
ま
っ
て
い
っ
た
。

享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）。師
四
十
七
歳
春
、僧
堂
が
落
成
し
た
。

結け
つ

夏げ

日
（
夏
安
居
が
開
始
さ
れ
る
四
月
十
六
日
）
に
、
新
し
い
僧

堂
で
上
堂
説
法
し
、
落
成
を
慶
賀
称
讃
し
た
。

◯
隠
之
和
尚
の
病
気
の
知
ら
せ
を
聞
き
、一
夜
三
千
仏
名
を
唱
え
、

夜
を
徹
し
た
。

○
七
月
一
日
、
隠
之
和
尚
が
瑞
光
寺
（
埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町

下
野
・
廃
寺
）
で
示
寂
し
た
。
師
は
訃
報
を
聞
く
と
亡
者
追
薦
の

仏
事
を
行
っ
た
。
隠
之
和
尚
は
七
転
八
倒
し
た
六
十
七
年
の
人
生

で
あ
っ
た
。
あ
る
時
は
東
に
向
か
っ
て
便
を
し
、
あ
る
時
は
西
に

向
か
っ
て
尿
を
す
る
。
生
涯
災
い
が
子
孫
に
及
ぶ
句
が
あ
っ
た
。

○
冬
十
月
初
に
結
制
安
居
、
開
堂
説
法
し
、
長
寿
を
祝
っ
て
香
を

隠
之
和
尚
の
た
め
に
供
養
し
た
。
妙
應
寺
の
崑
山
和
尚
が
白び

ゃ
く

槌つ
い

証

明
（
説
法
が
立
派
で
あ
っ
た
と
い
う
証
明
）
し
た
。
壇
信
徒
は
雲

が
生
じ
る
が
如
く
現
れ
、海
の
如
く
湧
く
よ
う
に
座
に
参
集
し
た
。

○
冬
、
白
雲
嶺
の
ふ
も
と
に
隠
之
和
尚
の
塔
を
建
て
、
こ
れ
を
白

雲
と
称
し
た
。
十
一
月
に
授
戒
会
を
開
い
た
。

享
保
十
五
年
。
師
四
十
八
歳
夏
、
隠
之
和
尚
の
肖
像
を
彫
り
、
つ

つ
し
み
か
し
こ
み
供
養
を
申
し
上
げ
た
。

享
保
十
六
年
。
師
四
十
九
歳
春
、
尾
張
国
（
愛
知
県
）
の
鈴
木
玄

休
居
士
が
郊
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
法
駕
を
迎
え
慇
懃
に
供
養
し

た
。
尾
張
国
徳
川
家
の
家
臣
幡
野
勇
山
居
士
が
、
師
を
請
し
て
法

の
要
を
尋
ね
、
師
が
言
っ
た
。「
法
は
口
説
や
知
識
な
ど
で
伝
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
身
命
を
投
げ
打
た
な
く
て
は
な
ら
な

い
。」
勇
山
居
士
が
言
っ
た
。「
身
命
を
投
げ
打
つ
の
は
武
士
の
常

で
あ
る
。」
師
は
「
武
門
が
身
を
投
げ
打
つ
の
は
義
に
よ
る
も
の

で
あ
る
が
、
仏
門
が
身
を
投
げ
打
つ
の
は
義
を
離
れ
て
の
こ
と
で

あ
る
。」
と
言
っ
た
。
勇
山
居
士
は
こ
の
こ
と
を
胸
に
刻
み
、
大

鐘
を
鋳
し
て
師
に
贈
り
、
光
明
山
阿
彌
陀
寺
に
納
め
た
。

享
保
十
七
年
。
師
五
十
歳
春
三
月
。
東
昌
寺
の
兄
弟
子
で
あ
る
大

震
和
尚
は
、
書
を
送
り
師
を
住
持
職
に
請
し
た
。
す
る
と
師
は
、

仏ぶ
っ

生し
ょ
う

日に
ち

（
四
月
八
日
）
に
上
堂
し
て
人
々
に
知
ら
せ
、
役
を
辞

し
た
。
信
州
国
（
長
野
県
）
に
遊
化
し
、
渋
温
泉
に
浴
し
た
。
深

井
氏
は
師
を
請
し
て
、岩
船
村
の
浄
清
寺
（
長
野
県
中
野
市
岩
船
）

の
夏
安
居
に
助じ

ょ

化げ

（
住
持
の
教
化
を
補
佐
す
る
こ
と
）
し
た
。
秋

八
月
、
佐
野
の
興
龍
寺
（
長
野
県
下
高
井
郡
山
ノ
内
町
佐
野
）
の

古
容
和
尚
は
師
を
要
請
し
て
授
戒
会
を
開
き
、
冬
に
は
吉
村
の
浄
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泉
院
（
長
野
県
長
野
市
大
字
吉
）
の
梅
園
和
尚
が
師
を
迎
え
、
安

居
結
制
を
行
っ
た
。
村
中
の
人
々
が
参
礼
し
た
。

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）。
師
五
十
一
歳
、
一
月
。
武
蔵
国
の

白
華
山
瑞
光
寺
に
登
り
塔
を
参
拝
し
た
。
再
び
東
昌
寺
の
請
い
に

よ
り
、
二
月
初
め
一
日
に
晋
山
し
、
開
堂
し
て
国
土
の
安
泰
を
祈

っ
た
。
僧
侶
四
方
よ
り
雲
集
し
、
樹
下
に
露
坐
す
る
も
の
も
あ
る

ほ
ど
だ
っ
た
。
上
野
国
の
洞
雲
徹
音
和
尚
が
槌つ

い

砧ち
ん

（
打
っ
て
知
ら

せ
る
た
め
の
法
具
）
で
白
槌
証
明
し
た
。
関
宿
藩
主
が
使
い
を
遣

わ
し
説
法
の
席
を
護
ら
せ
た
。
夏
六
月
、
授
戒
会
を
開
き
、
そ
の

完
戒
上
堂
で
弟
子
に
示
し
て
言
っ
た
。「
無
上
法
王
心
の
地
戒
。

単
伝
の
的
旨
玄
微
を
越
ふ
。
開
遮
、
持
犯
勿
交
渉
。
坐
断
す
毘
盧

第
一
機
。」

○
冬
十
二
月
、
東
昌
寺
の
開
山
、
即
庵
和
尚
の
二
百
五
十
年
忌
に

あ
た
り
、
大
授
戒
会
を
開
き
、
優
秀
な
三
千
人
以
上
が
参
集
し
た
。

享
保
十
九
年
。
師
五
十
二
歳
、
一
月
。
弟
弟
子
の
披
雲
が
直
歳

（
叢そ

う

林り
ん

（
修
行
す
る
所
）
の
寮
舎
の
建
造
・
修
理
や
什
物
の
管
理

係
）
と
な
り
修
行
を
終
え
て
教
化
の
た
め
に
巡
り
歩
い
て
い
た

時
、
武
蔵
国
西
大
輪
村
（
埼
玉
県
久
喜
市
西
大
輪
）
で
迦
葉
院
の

旧
地
を
獲
っ
た
。
村
長
の
白
石
兵
左
衛
門
（
栄
賢
居
士
）
と
謀
り

建
立
を
策
し
た
。

享
保
二
十
年
。
師
五
十
三
歳
、
一
月
。
披
雲
・
栄
賢
等
は
旧
地
が

湿
っ
て
い
て
狭
い
地
と
判
断
し
て
、
明
る
く
高
い
乾
い
た
土
地
を

選
ん
だ
。

○
二
月
、
上
野
国
亀
岡
の
儀
源
寺
（
群
馬
県
太
田
市
亀
岡
町
）
の

請
い
に
応
じ
て
授
戒
会
を
開
い
た
。

○
三
月
、
本
応
等
は
禅
宗
の
関
三
箇
寺
に
歴
謁
し
、
幕
府
の
寺
社

奉
行
井
上
河
内
守
の
役
所
を
尋
ね
迦
葉
院
で
法
を
説
く
こ
と
を
上

申
し
た
。
官
許
を
得
て
、
古
い
名め

い

刹さ
つ

の
一
つ
の
列
に
加
わ
り
、
美

濃
国
光
明
山
阿
彌
陀
寺
の
末
寺
と
し
た
。
披
雲
・
栄
賢
等
は
天
王

耕
地
を
選
び
、
迦
葉
院
の
故
額
を
こ
こ
に
移
し
た
い
と
思
っ
た
。

騎
西
（
埼
玉
県
加
須
市
）
の
齋
藤
忠
兵
衛
（
徹
之
居
士
）
と
い
う

者
が
、
金
を
布
施
し
て
、
寺
の
基
礎
を
固
め
た
。
本
応
・
披
雲
等

は
新
た
に
一
庵
を
建
て
、
騎
西
の
齋
藤
氏
と
と
も
に
営
み
、
師
を

第
一
祖
に
請
し
た
。
秋
八
月
、
師
は
入
庵
し
、
天
王
峰
と
称
し
た
。

遠
い
所
・
近
い
所
か
ら
多
く
の
人
々
が
来
て
、
三さ

ん

帰き

戒か
い

を
受
け
た
。

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）。
師
五
十
四
歳
春
。
披
雲
等
に
命
じ
て

天
王
峰
で
土
木
の
役
に
資
し
た
。徹
之
居
士
が
再
び
寄
附
を
し
て
、

寺
の
経
営
源
と
し
た
。
遠
近
の
信
仰
者
老
若
男
女
が
争
い
来
て
、
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材
を
曳
き
土
を
運
ん
だ
。
夏
四
月
、
庫
堂
が
完
成
し
た
。
師
は
齋

単
の
引
を
製
っ
て
こ
れ
を
庫
堂
に
掲
げ
た
。「
衲
僧
家
の
鉢　

僧

侶
た
る
も
の
み
だ
り
に
人
の
施
し
を
受
け
る
よ
う
で
は
い
か
ん
、

匙
や
箸
に
よ
ら
ず
し
て
世
界
を
も
呑
み
尽
す
よ
う
な
意
気
で
超
然

物
に
頼
ら
な
い
も
の
を
上じ

ょ
う
し士
（
徳
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
者
）
と
い

う
。
も
し
己
事
を
究
明
せ
ず
、
徒
ら
に
信
徒
の
施
を
消
費
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
他
日
必
ず
閻
魔
王
の
前
で
憐
み
を
乞
い
、
鉄
觜
の
責

に
遭
う
で
あ
ろ
う
。」
と
若
い
僧
侶
達
を
戒
め
た
。

○
冬
、
寺
社
奉
行
の
牧
野
越
中
守
の
役
所
に
上
申
し
、
雞
足
山
迦

葉
院
の
故
額
を
移
し
た
。

元
文
二
年
（
一
七
三
七
）。
師
五
十
五
歳
春
。
里
中
の
道
俗
が
集

ま
り
協
力
し
て
昼
は
土
を
運
び
、
宵
は
縄
を
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ

り
日
な
ら
ず
し
て
、
大
殿
が
落
成
し
た
。
三
月
十
七
日
、
師
は
上

堂
し
て
慶
讃
し
た
。
千
手
観
音
像
を
安
置
し
て
、
三
日
供
養
を
修

め
た
。
事
が
終
わ
っ
て
東
昌
寺
に
帰
っ
た
。

○
夏
の
末
、
師
が
病
気
に
な
っ
た
。
水す

い

陸り
く

会え

で
炎
暑
に
あ
た
り
悶

絶
し
て
倒
れ
、
侍
者
に
助
け
ら
れ
部
屋
に
戻
っ
た
。
大
衆
は
呪じ

ゅ

を

唱
え
た
。
師
が
再
び
入
殿
し
て
言
う
。「
汝
等
止
め
よ
止
め
よ
。

私
は
た
ま
た
ま
熱
に
あ
た
り
三
昧
（
無
念
無
想
）
に
入
っ
た
の
で

あ
る
。
か
か
る
と
き
生
も
な
く
、
死
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
汝
等

の
慌
て
方
は
な
ん
た
る
か
。
そ
ん
な
事
で
ど
う
し
て
衆
生
済
度
の

任
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。」
念
珠
を
挙
げ
て
言
う
。

「
山
や
田
の
菜
飯
は
食
う
も
食
わ
ぬ
も
勝
手
で
あ
る
。
他
日
私
が

死
せ
ん
と
す
る
と
き
、
決
し
て
遺
言
な
ど
が
あ
る
か
聞
い
て
は
な

ら
な
い
。
生
死
な
ど
に
拘
る
よ
う
で
は
い
か
ん
。」
そ
し
て
部
屋

に
戻
っ
た
。

元
文
三
年
。
師
五
十
六
歳
、
上
野
国
網
戸
の
長
慶
寺
（
上
野
国
だ

が
、
下
野
国
（
栃
木
県
小
山
市
大
字
網
戸
）
の
こ
と
か
）
の
禪
苗

和
尚
が
師
を
請
し
て
、
授
戒
会
を
開
く
。

○
冬
、
江
戸
の
発
昌
寺
に
留
ま
る
。
冬
の
夜
に
檀
信
徒
に
示
し
て

言
う
。「
金
剛
際
下
鉄
の
鳥
亀
、
全
身
を
す
べ
て
剥
ぎ
、
影
を
移

す
こ
と
は
な
い
。
直
に
九
淵
に
炎
を
発
し
去
ら
ん
こ
と
を
待
て
、

虚
空
の
背
上
に
双
眉
を
広
げ
よ
。」

元
文
四
年
。
師
五
十
七
歳
秋
、
東
昌
寺
に
帰
る
。

○
十
月
、
関
宿
の
大
名
が
自
ら
師
に
法
要
を
問
い
た
。
師
は
偈
を

贈
っ
て
言
わ
れ
た
。「
手
に
す
ぐ
れ
た
鷹
を
持
ち
上
げ
警
戒
の
た

め
に
見
回
り
、
民
家
草
が
倒
れ
て
い
る
の
を
見
て
君
主
は
い
つ
く

し
み
を
感
じ
た
。
古
今
田
を
刈
り
と
る
の
は
遊
び
で
は
な
く
、
農
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業
の
困
難
を
知
る
た
め
で
あ
る
。」

寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）。
師
五
十
九
歳
、
七
月
初
め
。
隠
之
和

尚
の
十
三
回
忌
に
あ
た
り
、
大
法
要
を
行
っ
た
。
そ
の
時
、
師
は

退た
い

董と
う

（
住
持
職
を
退
く
こ
と
）
の
意
が
あ
っ
た
。

○
こ
の
年
、
田
村
氏
（
樹
栄
居
士
）
が
新
た
に
本
院
の
僧
堂
を
建

て
る
。

寛
保
二
年
。
師
六
十
歳
、
一
月
。
東
昌
寺
の
住
職
を
辞
め
よ
う
と

し
た
が
、
下
総
国
の
総
寧
寺
は
東
昌
寺
の
法
系
が
最
乗
寺
に
属
さ

な
い
と
し
て
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
師
を
江
戸
に
召
す
が
、
師

は
病
と
称
し
て
出
頭
し
な
か
っ
た
。

寛
保
三
年
。
師
六
十
一
歳
、
法
系
の
論
議
が
再
び
生
じ
た
。
師
は

手
を
こ
ま
ね
く
こ
と
が
で
き
ず
、
寺
社
奉
行
大
岡
越
前
守
の
も
と

に
参
じ
、最
乗
寺
一
派
で
あ
る
所
依
資
料
を
示
し
た
。
確
認
の
間
、

芝
の
假
息
軒
に
居
し
修
行
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
十
二
月
、
二
祖
の

（
慧
可
）
断
臂
会
が
有
り
偈
に
示
し
て
言
っ
た
。「
老
梅
に
雪
の
積

も
る
少
林
寺
の
前
で
ひ
そ
か
に
横
枝
を
と
り
、
一
色
辺
を
突
き
進

み
、
風
が
吹
き
倒
れ
去
っ
た
。
知
ら
ず
し
て
春
烟
を
帯
び
る
。」

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）。
師
六
十
二
歳
、
本
光
和
尚
が
『
遺
教

経
論
』
を
刊
行
し
た
。
師
は
求
め
に
応
じ
て
序
文
を
書
い
た
。

○
そ
の
時
、
師
は
色
々
な
証
拠
を
提
出
し
、
公
判
を
待
っ
た
。
九

月
二
十
八
日
、
寺
社
奉
行
と
老
中
が
同
席
の
班
座
で
判
決
が
下
っ

た
。
師
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
が
、脱
衣
さ
れ
俗
人
に
さ
せ
ら
れ
、

京
都
・
大
阪
・
江
戸
と
東
海
道
の
追
放
と
な
っ
た
。
師
は
安
ら
か

に
落
ち
着
い
て
偈
を
説
い
た
。「
判
決
に
は
承
知
で
き
な
い
が
追

放
と
脱
衣
と
い
う
処
遇
に
さ
ら
さ
れ
て
も
、
時
に
任
せ
る
し
か
な

い
。
窮
地
に
有
っ
て
も
笑
い
転
げ
よ
う
。」
師
が
法
廷
か
ら
出
る

と
、
役
人
は
取
り
上
げ
た
法
衣
を
師
に
返
す
と
、
師
は
慇
懃
に
こ

れ
を
頂
戴
し
、身
に
ま
と
っ
た
。
諸
官
は
師
の
態
度
に
感
嘆
し
た
。

そ
の
話
を
聞
く
者
で
涙
を
落
と
さ
な
い
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
一

人
の
老
僧
が
感
涙
し
て
師
の
手
を
取
っ
て
言
っ
た
。「
老
師
は
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。」
師
は
言
っ
た
。「
こ
の
俗

物
が
。」
そ
の
老
僧
は
師
の
威
厳
に
打
た
れ
平
伏
し
た
。
時
は
已

に
十
月
で
爐ろ

（
火
炉
、
暖
炉
）
を
使
い
始
め
る
日
で
あ
る
。
弟
子

に
示
し
て
言
っ
た
。「
爐
の
底
な
く
、
煙
も
な
い
。
こ
の
中
の
誰

か
主
で
誰
か
客
人
か
、
一
千
七
百
の
葛
藤
が
あ
る
。
切
実
に
忌
む

と
来
て
薪
と
な
る
。」
ま
た
、
偈
を
述
べ
た
。「
閑
か
な
夢
の
一
場

面
は
十
二
年
。
業
い
の
風
が
吹
い
て
王
嶺
を
退
け
た
。
烏
藤
は
こ

こ
を
去
り
て
ど
こ
に
も
た
れ
る
の
か
。
深
く
白
雲
に
入
り
よ
く
打
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眠
す
る
が
、
遂
に
衣
を
払
っ
て
、
西
に
遊
ぶ
。」
聞
く
者
は
志
を

立
て
る
。
し
か
る
と
き
、
耆
旧
護
法
の
た
め
に
東
昌
寺
を
退
く
こ

と
に
感
歎
し
、
大
慧
が
隠
居
し
た
こ
と
に
比
す
と
い
う
（
中
国
の

禅
僧
大
慧
が
政
争
に
巻
き
こ
ま
れ
衛
陽
に
追
放
さ
れ
た
）。
本
応
、

宝
幢
は
役
人
に
唐
突
に
書
状
を
出
し
、
未
だ
終
わ
ら
な
い
公
案
を

挙
げ
て
法
系
を
も
と
に
戻
す
の
を
請
う
が
拒
否
さ
れ
た
。

○
是
よ
り
先
、
本
応
の
弟
子
で
あ
る
澄
泉
と
い
う
人
は
伊
勢
国
篠

立
村
に
長
楽
寺
の
故
趾
を
得
て
幽
棲
地
を
望
ん
だ
。
そ
の
地
は
山

霊
で
険
し
く
、
道
人
の
よ
い
修
行
の
地
で
あ
る
。
弟
子
の
本
応
は

師
を
請
い
て
、
師
は
第
一
祖
と
な
っ
た
。
師
は
そ
の
地
に
行
き
巌

叢
に
く
ら
ま
し
、
世
間
と
の
交
渉
を
絶
と
う
と
し
た
が
、
師
の
高

徳
を
覆
い
隠
す
こ
と
は
難
し
く
、
道
を
求
め
る
人
が
蟻
の
よ
う
に

集
ま
り
、
付
近
の
山
民
た
ち
は
大
い
に
喜
ん
だ
。

○
弟
子
の
本
応
等
は
訴
え
続
け
て
い
た
。

延
享
二
年
（
一
七
四
五
）。
師
六
十
三
歳
、
一
月
。
師
は
大
震
和

尚
が
京
で
病
の
た
め
臥
し
て
い
る
と
聞
き
、ひ
そ
か
に
慰
問
し
た
。

○
二
月
、
光
明
山
阿
彌
陀
寺
に
登
り
、
白
雲
塔
を
参
拝
し
た
。
こ

の
と
き
寺
主
の
本
応
が
江
戸
に
い
た
た
め
、師
は
自
ら
三
月
初
め
、

開
祖
十
七
年
の
法
会
を
営
ん
だ
。
横
山
氏
（
教
円
居
士
）
の
篤
い

請
い
に
よ
り
、
美
濃
国
に
遊
化
し
た
。
村
瀬
氏
別
館
に
て
夏
安
居

を
行
っ
た
。

○
秋
八
月
、長
楽
寺
に
帰
っ
た
。
尋
ね
る
求
道
の
士
は
益
々
多
く
、

財
産
も
な
く
食
べ
物
が
欠
乏
し
た
た
め
、
瓔よ

う

珞ら
く

粥し
ゅ
く（
野
菜
と
一
緒

に
炊
い
た
粥
）
を
炊
い
た
。
修
禅
の
仲
間
た
ち
は
通
常
、
伊
勢
国

と
美
濃
国
の
間
で
托
鉢
し
た
。
山
道
は
険
し
く
、
ま
る
で
羊
の
腸

の
よ
う
で
あ
る
た
め
、帰
る
と
き
は
遅
く
な
っ
た
。是
を
以
て
数
々

の
絶
烟
に
至
る
。
思
い
が
け
ず
趙
老
の
様
相
が
有
る
。

延
享
三
年
。
師
六
十
四
歳
、
夏
。
弟
子
の
本
応
が
岐
阜
本
覺
寺
の

黙
契
和
尚
よ
り
の
請
い
で
安
居
し
た
。
秋
、
日
比
野
氏
の
別
荘
に

留
ま
っ
た
。

○
冬
、
光
明
山
の
恭
堂
和
尚
が
結
制
を
行
い
、
師
は
請
わ
れ
て
修

行
僧
た
ち
に
鍛
錬
を
施
し
た
。本
応
等
は
江
戸
に
事
が
あ
る
た
め
、

師
は
祐
蓮
寺
に
ひ
と
り
寂
し
く
住
む
。

延
享
四
年
。
師
六
十
五
歳
春
、
山
に
還
っ
た
。
あ
る
僧
侶
が
教
え

を
求
め
て
き
た
の
で
、
師
は
偈
を
示
し
て
言
っ
た
。「
自
性
虚
靈

に
し
て
空
は
空
な
ら
ず
。
天
眞
の
妙
用
轉
た
竆
り
無
し
。
當
陽
天

眞
の
妙
を
識
ん
と
要
せ
ば
、
手
を
断
崖
絶
壁
か
ら
放
さ
ず
し
て
功

績
を
帯
び
る
こ
と
は
な
い
。」
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寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）。
師
六
十
七
歳
、
僧
堂
が
竣
工
さ
れ
、

仏
生
日
（
四
月
八
日
）
に
師
が
上
堂
し
、
慶
讃
し
た
。

○
十
月
、『
鉗
鎚
集
』
を
編
さ
ん
し
、
僧
侶
達
に
示
し
た
。

寛
延
三
年
。
師
六
十
八
歳
、
師
は
修
行
僧
た
ち
に
勤
労
を
感
謝
し

た
。
上
堂
し
て
言
っ
た
。「
深
山
に
故
跡
を
得
て
、
皆
の
献
身
で

道
場
が
で
き
た
。
以
前
の
場
所
で
は
食
物
は
欠
乏
し
、
新
居
で
は

米
が
豊
作
と
な
っ
た
。
袋
を
担
ぎ
上
下
し
て
、
高
低
の
道
で
鉢
を

持
っ
て
縦
横
し
た
。
遠
近
の
郷
は
、
寒
さ
暑
さ
風
雨
の
怖
さ
に
耐

え
、
自
分
と
他
者
の
利
名
の
障
壁
を
取
り
去
っ
た
。
次
の
厳
し
さ

が
已
に
不
足
し
て
償
す
る
起
因
な
く
、
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
長

く
保
ち
、
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
。
幸
い
に
、
天
季
節
に
従
い
、
珍
妙

を
も
た
ら
す
。
要
須
ず
滿
肚
に
秋
涼
を
喫
せ
ん
こ
と
を
。
山
僧
は

賞
す
る
が
例
え
よ
う
が
な
い
。
天
幸
に
秋
涼
を
贈
る
が
大
衆
は
む

し
ろ
喫
す
る
。」
払
子
を
一
払
し
て
言
っ
た
。「
寄
り
集
ま
れ
ば
万

物
、
他
の
物
は
で
な
い
。
放
ち
さ
れ
ば
、
真
理
が
現
れ
る
。」

宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）。
師
六
十
九
歳
、
春
。
病
に
な
っ
た
。

岐
阜
の
横
山
氏
（
教
円
居
士
）
が
一
庵
を
構
え
、
師
を
請
し
て
食

事
の
用
意
を
し
、
す
べ
て
の
こ
と
で
看
病
し
た
。

○
光
明
山
阿
彌
陀
寺
は
、
七
月
一
日
、
開
祖
二
十
三
回
忌
に
あ
た

り
、
結
制
安
居
し
、
師
は
衣
鉢
を
売
り
払
い
供
養
し
た
。
事
が
お

わ
り
、
岐
阜
を
回
っ
た
。

○
牧
吾
尼
が
隠
棲
の
地
に
、一
庵
を
造
ろ
う
と
林
氏
（
智
秀
居
士
）

等
が
賛
同
し
、
七
月
四
日
に
師
を
請
い
て
慇
懃
に
供
養
し
た
。
師

は
山
を
円
林
と
名
付
け
た
。
事
が
終
わ
る
と
長
楽
寺
に
帰
っ
た
。

宝
暦
二
年
。
師
七
十
歳
、
夏
五
月
。
尾
張
国
長
源
寺
（
愛
知
県
東

海
市
）
の
堂
古
和
尚
の
請
い
に
応
じ
て
、
授
戒
会
に
赴
い
た
。
僧

侶
・
俗
人
四
千
人
余
り
が
集
ま
っ
た
。

○
こ
の
歳
は
永
平
寺
の
高
祖
道
元
和
尚
の
五
百
回
忌
に
あ
た
り
、

特
別
に
法
要
を
設
け
、
三
日
間
供
養
し
た
。
追
慕
の
篤
き
こ
と
お

ご
そ
か
で
あ
っ
た
。
秋
、
岐
阜
の
恆
川
義
雄
居
士
と
横
山
氏
（
教

円
居
士
）
等
が
し
き
り
に
師
が
教
化
の
た
め
に
来
る
こ
と
を
請

い
、
師
は
岐
山
（
岐
阜
県
）
へ
行
く
。
冬
十
月
二
十
九
日
、
師
は

古
稀
を
迎
え
、
寺
主
呑
江
や
多
く
の
弟
子
に
よ
り
、
預
め
の
九
月

に
祝
賀
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の
月
、
長
楽
寺
を
出
発
し
て
岐
山
へ

行
っ
た
。

○
冬
夜
、
円
林
山
の
請
い
に
応
じ
て
、
説
法
し
た
。

宝
暦
三
年
。
師
七
十
一
歳
、
春
。
義
雄
居
士
・
教
円
居
士
等
、
一

庵
を
金
華
山
に
営
み
、
師
を
第
一
祖
と
し
た
。
三
月
二
十
五
日
に
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師
は
入
庵
し
た
。「
金
龍
は
、
雨
に
う
る
お
い
て
吉
兆
を
現
し
、

戦
の
跡
を
変
え
て
寺
と
な
す
。」
と
の
句
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

金
龍
山
と
号
し
た
が
、
そ
の
地
の
人
は
金
龍
山
と
称
さ
ず
、
師
の

号
で
あ
る
黙
山
を
称
し
た
。

○
秋
八
月
、
長
楽
寺
主
の
呑
江
と
村
長
の
三
輪
氏
が
師
を
再
度
迎

え
て
入
山
を
お
願
い
し
た
。

○
冬
十
月
、
紀
伊
国
の
普
済
寺
（
三
重
県
尾
鷲
市
）
禅
髓
和
尚
の

請
い
に
応
じ
た
授
戒
会
が
終
わ
っ
た
。
伊
勢
国
の
野
尻
村
瀧
原
寺

の
大
通
和
尚
は
師
を
請
し
た
。
僧
た
ち
は
教
え
を
乞
い
、
血
脈
を

い
た
だ
い
た
。
師
は
夜
半
に
侍
者
に
血
脈
一
本
を
作
ら
せ
、
高
山

白
明
上
座
と
名
を
書
か
せ
た
が
、
た
い
そ
う
怪
し
み
、
寅
の
刻

（
午
前
三
時
―
五
時
）
に
大
通
和
尚
を
呼
ん
で
言
っ
た
。「
あ
な
た

の
弟
子
に
高
山
白
明
な
る
者
が
い
る
か
。」
大
通
和
尚
が
言
っ
た
。

「
左
様
に
お
り
ま
す
。」
師
が
聞
い
た
。「
昨
夜
な
ぜ
血
脈
の
儀
に

来
な
か
っ
た
の
か
。」
大
通
和
尚
答
え
た
。「
今
朝
病
気
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。
師
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
慈
悲
深
い
の
で
す
か
」
師
は

驚
い
て
「
昨
夜
白
明
が
血
脈
を
請
い
に
や
っ
て
き
た
た
め
、
侍
者

に
命
じ
て
作
ら
せ
た
の
だ
。」
大
通
和
尚
は
泣
き
な
が
ら
拝
受
し
、

白
明
の
墓
塔
の
中
に
入
れ
た
。
十
一
月
、
長
楽
寺
で
過
ご
し
た
。

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）。
師
七
十
二
歳
、
春
。
金
龍
山
に
帰
っ

た
。
こ
の
年
、
弟
子
の
本
応
・
宝
幢
は
閣
老
の
本
多
中な

か

務つ
か
さ

公
（
本

多
忠た

だ

良よ
し

）
が
上
京
す
る
の
を
好
機
と
し
て
、
師
の
放
免
許
可
の
願

い
を
上
げ
た
。
公
達
た
ち
は
、
本
応
等
に
命
じ
て
、
師
が
関
東
に

帰
る
の
を
許
し
た
。
秋
九
月
、
師
は
関
東
に
帰
っ
た
が
、
見
送
る

者
は
多
く
集
ま
っ
た
。
師
は
す
ぐ
に
江
戸
城
に
出
頭
し
、
正
式
に

官
許
を
得
て
、
本
院
の
迦
葉
院
に
帰
っ
た
。
師
は
延
享
元
年
秋
か

ら
十
一
年
間
、
東
国
の
僧
侶
や
俗
人
も
赤
子
の
慈
母
を
慕
う
よ
う

に
思
い
焦
が
れ
た
。
あ
る
朝
師
が
帰
っ
て
く
る
と
聞
い
て
、
弟
子

た
ち
は
走
っ
て
か
け
よ
り
、
帰
り
を
祝
っ
た
。

○
冬
、
江
戸
城
医
師
の
山
田
龍
庵
が
師
を
請
し
て
安
居
し
、
す
べ

て
の
供
養
を
し
た
。

宝
暦
五
年
。師
七
十
三
歳
、春
。龍
庵
は
師
の
為
に
一
庵
を
建
て
た
。

夏
の
四
月
十
六
日
、
結
制
開
堂
し
、
国
の
繁
栄
を
祝
し
た
。
特
に

将
軍
お
よ
び
諸
宰
官
に
仏
法
の
守
護
の
恩
を
報
謝
し
た
。
下
野
国

の
本
光
絶
心
和
尚
が
白
槌
証
明
し
た
。
濟
上
寺
の
天
祥
南
山
和
尚

は
、
疏
（
経
典
の
注
釈
）
を
作
り
大
法
要
を
称
歎
し
た
。
妙
玄
寺

の
白
龍
和
尚
は
偈
を
寄
せ
て
慶
祝
を
述
べ
た
。宝
幢
に
座
を
預
け
、

説
法
さ
せ
た
。
修
行
僧
た
ち
は
二
千
人
。
規
律
正
し
く
道
場
は
ま
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す
ま
す
賑
や
か
に
な
る
。
広
く
諸
方
の
僧
が
集
ま
り
、
世
間
が
注

目
し
、
関
東
八
州
の
栄
え
と
な
っ
た
。
六
月
初
め
、
本
院
の
迦
葉

院
で
初
め
て
授
戒
会
を
開
い
た
。

○
冬
、
相
模
国
の
寿
昌
寺
の
亮
岱
和
尚
の
請
い
に
応
じ
て
授
戒
会

を
開
い
た
。
安
居
は
十
一
月
に
開
い
た
。

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）。
師
七
十
四
歳
、
春
。
帰
山
す
る
。

○
夏
、
下
野
国
（
栃
木
県
）
普
門
寺
の
祖
先
が
師
を
請
し
て
、
結

制
安
居
し
授
戒
会
を
開
い
た
。

○
冬
、
常
陸
国
長
宏
寺
（
茨
城
県
高
萩
市
）
の
既
白
和
尚
が
師
を

迎
え
て
、
聖
制
安
衆
し
授
戒
会
を
開
い
た
。

宝
暦
七
年
。
師
七
十
五
歳
、
春
。
帰
山
し
て
、
あ
る
日
作
務
を
行

っ
た
後
、
あ
る
僧
が
師
に
言
っ
た
。「
黙
山
和
尚
は
到
る
所
に
寺

塔
を
多
く
建
て
ま
す
が
、
後
々
の
相
続
で
上
手
く
保
っ
て
い
く
の

は
大
変
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
師
が
答
え
た
。「
世

間
で
の
廃
壊
は
当
然
の
運
め
で
あ
り
、
何
が
万
年
保
た
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。
後
に
薪
と
な
っ
て
一
時
の
用
を
足
す
資
と
す
る
も
ま
た

よ
い
で
は
な
い
か
。」
と
僧
侶
は
釈
然
と
し
た
。

○
夏
結
制
し
授
戒
会
を
開
い
た
。

宝
暦
八
年
。
師
七
十
六
歳
、
仏
生
日
（
四
月
八
日
）。
焼
香
し
て

言
っ
た
。「
右
脇
を
劈
開
し
て
花
園
に

ひ
す
。
箇
の

跳
を
打

し
て
獨
尊
を
誇
る
。
も
し
大
い
に
説
法
（
獅し

子し

吼く

）
を
す
る
も
、

見
に
来
れ
ば
還
っ
て
衆
生
の
冤
み
を
作
る
。」

○
夏
、
美
濃
国
の
大
垣
藩
主
の
侍
女
、
台
上
院
が
鳬
氏
に
命
じ
て
、

巨
鐘
を
贈
っ
た
。
師
は
こ
の
巨
鐘
の
銘
を
作
っ
た
。

○
冬
、
結
制
し
授
戒
会
を
開
い
た
。

宝
暦
九
年
。
師
七
十
七
歳
、
夏
。
相
模
国
玉
寶
寺
（
神
奈
川
県
小

田
原
市
）
の
魯
洲
和
尚
の
請
い
で
、
結
制
安
居
し
冬
に
は
全
龍
寺

の
穿
山
和
尚
が
師
を
請
し
て
授
戒
会
を
開
い
た
。

宝
暦
十
年
。
師
七
十
八
歳
、
春
。
帰
山
し
た
。

○
こ
の
年
、
大
般
若
経
全
帙
を
請
い
て
、
長
く
山
門
を
鎮
め
た
。

○
牧
吾
尼
、
林
氏
等
が
大
覺
寺
（
岐
阜
県
岐
阜
市
長
良
）
の
故
額

を
得
て
、
移
し
て
円
林
山
に
掲
げ
よ
う
と
欲
し
た
。
官
許
を
得
て

宗
門
古
刹
の
ひ
と
つ
に
並
ん
だ
。師
を
請
し
て
第
一
祖
と
な
し
た
。

○
夏
、
出
羽
国
蓬
莱
院
徳
譲
和
尚
の
請
い
に
応
じ
、
安
居
と
授
戒

会
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
渾
蔵
庵
に
帰
り
、
隠
之
和
尚
の
塔
を
参

拝
し
、つ
い
で
受
業
師
の
林
峰
和
尚
の
塔
を
満
福
寺
で
拝
礼
し
た
。

時
に
寺
主
の
宝
幢
や
檀
越
等
は
師
を
授
戒
会
に
請
し
た
が
、
参
会

者
は
屋
外
に
溢
れ
た
。
冬
、
常
陸
国
の
龍
雲
寺
の
大
志
は
師
を
請
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し
て
結
制
安
居
し
授
戒
会
を
開
い
た
。

宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）。
師
七
十
九
歳
、
春
。
帰
山
し
、
授

戒
会
を
開
い
た
。

○
こ
の
年
、
隠
之
和
尚
の
三
十
三
回
忌
に
あ
た
り
、
大
戒
会
を
開

い
た
。
修
行
僧
三
千
余
り
。
新
た
に
三
堂
を
建
て
安
居
し
た
。

○
冬
、
下
野
国
泉
龍
院
禅
髓
和
尚
の
結
制
に
応
じ
て
、
安
居
と
授

戒
会
を
開
き
、
多
く
の
人
が
訪
れ
た
。

宝
暦
十
二
年
。
師
八
十
歳
、
春
。
帰
山
し
た
。

○
夏
、
本
州
長
松
寺
（
茨
城
県
高
萩
市
）
抜
翠
和
尚
の
請
い
に
応

じ
、
安
居
と
授
戒
会
を
開
い
た
。

○
冬
十
月
、
師
が
八
十
歳
の
長
寿
と
な
る
の
で
、
法
属
信
徒
達
が
、

師
を
祝
う
結
制
を
開
き
、
母
親
の
忌
日
に
あ
た
る
た
め
師
は
特
に

上
堂
供
養
し
、
恩
に
答
え
た
。
十
一
月
に
授
戒
会
を
開
き
、
上
堂

し
て
戒
弟
（
受
戒
者
）
ら
に
示
し
た
。「
甘
露
は
す
み
ず
み
ま
で

霑
界
大
千
世
界
、
真
如
の
世
界
（
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
状
態
）
は

波
乱
が
と
く
に
な
く
、
皆
の
考
え
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
自
然
と

静
で
動
か
な
い
。」

宝
暦
十
三
年
。
師
八
十
一
歳
、
夏
。
下
野
国
の
宗
源
寺
（
栃
木
県

那
須
塩
原
市
）
堅
隆
が
、
師
を
請
し
て
結
制
安
居
し
、
宗
源
・
密

藏
・
正
泉
の
三
寺
で
、
授
戒
会
を
開
い
た
。

○
時
に
出
羽
国
千
眼
寺
（
山
形
県
米
沢
市
）
の
玉
宥
が
預
め
、
師

を
請
し
て
の
冬
の
結
制
安
居
を
依
頼
し
、
師
は
承
諾
し
た
。
秋
八

月
、
軽
い
病
に
か
か
り
、
遠
近
の
人
々
は
驚
い
て
、
急
い
で
見
舞

い
に
集
ま
り
、
間
も
な
く
治
っ
た
。
師
は
旅
装
を
整
え
千
眼
寺
に

出
発
し
よ
う
と
し
た
が
、
信
徒
門
弟
は
辞
め
る
よ
う
進
言
し
た
が

師
は
言
っ
た
。「
老
僧
は
ど
う
し
て
、
死
を
知
ら
な
い
の
か
。
こ

の
修
行
は
普
通
の
遊
び
で
は
な
い
、
衆
生
済
度
の
旅
で
あ
る
。
お

釈
迦
様
の
よ
う
に
如
何
な
る
遠
地
か
ら
請
わ
れ
て
も
倒
れ
る
ま
で

辞
退
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
の
老
僧
の
志
も
こ
れ
で
あ
る
。」
と

後
の
事
は
光
嚴
和
尚
に
頼
み
、
出
発
し
た
。
出
羽
国
の
千
眼
寺
に

到
着
す
る
と
、再
び
病
に
な
っ
た
が
、応
機
接
物
を
怠
ら
ず
、人
々

に
乞
わ
れ
る
ま
ま
授
戒
に
臨
み
、
師
は
「
婆
羅
提
木
叉
（
戒
律
）

を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
如
来
の
最
後
の
遺
誡
で
あ
る
。
老
僧
も
ま

た
末
期
の
法
施
と
な
ろ
う
。」
と
大
い
に
喜
ん
で
言
っ
た
。
十
月

二
十
四
日
、
授
戒
会
を
開
き
、
七
日
間
の
説
戒
授
戒
の
儀
な
ど
異

常
な
く
行
わ
れ
た
。
こ
の
説
法
も
最
後
の
示
戒
に
な
る
だ
ろ
う
と

悲
喜
交
々
に
参
集
し
た
。
十
一
月
初
一
日
、
授
戒
会
の
最
後
の
完

戒
上
堂
で
、
僧
が
問
う
た
。「
正
し
い
戒
の
相
を
取
ら
ず
、
ま
た
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邪
念
の
心
は
な
い
。
こ
れ
を
清
浄
戒
と
な
づ
け
る
。
清
浄
戒
は
い

か
が
な
も
の
か
。」
師
は
言
っ
た
。「
何
れ
の
処
が
不
清
浄
か
。」

僧
は
進
ん
で
言
っ
た
。「
そ
れ
は
大
地
成
仏
し
た
と
き
。」
師
が

言
っ
た
。「
仏
も
ま
た
煩
悩
を
問
う
。
高
沙
彌
は
受
戒
せ
ず
。
意

旨
は
い
か
に
。」
師
が
言
っ
た
。「
美
食
に
満
足
し
て
い
る
人
が
食

べ
る
こ
と
に
あ
た
ら
な
い
。」
僧
が
言
っ
た
。「
人
々
は
傲
慢
で
あ

る
。」
師
が
言
っ
た
。「
ど
の
よ
う
な
道
で
満
足
す
る
の
か
。」
僧

は
進
ん
で
言
っ
た
。「
両
足
地
を
踏
む
。」
師
が
言
っ
た
。「
転
げ

退
い
た
。」
さ
ら
に
「
戒
に
大
小
あ
る
の
は
す
な
わ
ち
機
を
も
っ

て
大
小
と
な
す
。
大
戒
は
一
戒
を
体
得
し
て
、
一
切
の
戒
即
座
に

お
わ
る
。
小
戒
は
す
な
わ
ち
善
徳
の
智
者
に
め
ぐ
り
あ
え
た
と
し

て
も
、
一
戒
を
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
経
典
に
は
、
実
相

を
開
悟
す
る
た
め
に
教
理
に
基
く
修
行
法
で
、
熱
心
で
な
い
者
は

緩
と
な
り
、
身
心
の
非
を
防
ぎ
悪
を
除
く
た
め
に
律
す
る
修
行
法

で
、
熱
心
で
な
い
者
は
緩
と
は
な
ら
な
い
。
禅
僧
は
大
戒
小
戒
を

超
越
し
て
緩
急
を
坐
断
す
る
こ
と
。
諸
仁
は
即
ち
今
、
仏
法
を
護

る
こ
と
の
根
底
に
分
け
隔
て
は
あ
る
か
。」
と
言
っ
た
。
一
切
の

行
事
を
完
了
さ
せ
て
仏
を
お
い
て
し
ば
ら
く
し
て
下
座
し
た
。
寝

堂
に
入
り
、
横
臥
し
左
右
を
顧
み
微
笑
し
て
言
う
に
は
「
老
僧
末

期
に
あ
た
っ
て
何
等
の
技
量
も
な
い
。
安
臥
し
て
逝
こ
う
。」
五

日
の
早
朝
ま
た
左
右
に
告
げ
た
。「
老
僧
今
遠
く
に
行
こ
う
と
し

て
い
る
。汝
等
よ
く
法
を
法
じ
て
無
事
に
そ
の
目
的
を
達
成
せ
よ
。

大
い
に
望
み
が
あ
る
。」
寺
主
の
玉
宥
が
遺
偈
（
遺
言
の
詩
句
）

を
乞
う
と
師
が
言
っ
た
。「
老
僧
三
十
年
前
既
に
東
昌
寺
に
お
い

て
言
っ
て
あ
る
。
ま
た
言
う
こ
と
は
な
い
。」
と
し
て
静
か
に
示

寂
さ
れ
た
。
宝
暦
十
三
年
十
一
月
五
日
の
卯
の
上
刻
（
午
前
五
時

四
〇
分
頃
）
で
あ
っ
た
。
八
十
一
歳
、
出
家
さ
れ
て
か
ら
六
十
八

年
。
伏
し
て
拝
む
も
の
多
数
。
人
々
哀
慟
し
、
棺
を
三
日
置
い
た

が
、
顔
は
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
火
葬
の
設
利
は
無

数
。
骨
壷
を
室
内
に
安
置
し
て
供
養
し
た
。
解
制
の
後
、
博
震
侍

者
は
骨
壷
を
持
っ
て
本
院
の
迦
葉
院
に
入
っ
た
。
三
月
、
火
葬
の

法
式
が
整
う
。
遠
近
の
徒
弟
ら
や
道
俗
ら
紼つ

な

（
柩
を
引
く
綱
）
を

執と

る
（
喪
を
送
る
）
者
が
数
百
人
集
ま
っ
た
。
七
日
後
霊
骨
を
奉

じ
て
、
山
の
西
北
に
厚
く
葬
り
、
塔
は
最
勝
輪
と
い
っ
た
。
又
、

霊
骨
は
東
昌
寺
・
光
明
山
阿
彌
陀
寺
・
曇
華
山
渾
蔵
庵
・
永
明
山

長
楽
寺
・
円
林
山
大
覚
寺
・
金
龍
山
（
現
自
福
寺
）
に
分
骨
さ
れ
、

各
所
に
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
千
眼
寺
の
玉
宥
が
火
葬
の
地
と
し
て

塔
を
建
て
た
。
法
嗣
の
弟
子
は
本
応
素
寂
、
耕
田
印
牛
、
蘭
庭
國
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秀
、
周
天
了
普
、
歎
応
道
喜
、
東
海
恵
日
、
天
淵
祖
先
、
豪
海
密

仙
、
天
郁
月
堂
、
鉄
翁
州
船
、
法
泉
益
潭
、
竺
翁
嶽
仙
、
嶽
雪
東

溟
、
仏
燈
禅
教
、
曹
噩
悦
禅
、
光
眼
噩
丕
、
絶
頂
無
根
、
全
該
道

機
、
龍
噩
文
明
、
無
明
樟
月
、
雪
岩
既
白
、
万
嶽
拱
辰
、
関
堂
良

暁
、
大
空
徳
如
、
天
慧
宝
幢
、
大
超
白
道
、
円
雄
之
雄
、
棐
山
蟠

興
、
衝
天
大
志
、
蘭
山
春
光
、
鼈
山
呑
江
、
徳
原
玉
宥
、
普
山
鉄

如
、
仁
峰
大
義
、
諦
寛
文
龍
、
孤
月
牧
円
、
盛
嶽
堅
隆
、
大
雄
健

道
、
抜
雲
覚
瑞
、
大
忍
珉
良
、
黙
嶠
博
震
、
絶
学
弘
道
、
嵩
嶽
大

雲
、眠
山
大
鵬
、巍
嶽
快
山
、梵
貞
瑞
仙
、黙
禅
証
契
ら
四
十
数
人
、

別
に
庵
主
の
弟
子
に
鉄
岩
微
笑
、
孤
峰
玄
豁
、
寒
山
契
愚
、
妙
心

尼
庵
主
、
徹
之
木
毬
居
士
、
芳
賀
廓
然
居
士
が
い
た
。
受
業
の
者

は
若
干
人
だ
が
、
結
縁
の
者
は
数
え
あ
げ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
く
い

た
。
師
の
語
録
が
若
干
巻
あ
る
。
書
き
集
め
て
眞
浄
閣
に
納
め
た
。

も
し
少
し
の
言
葉
で
も
人
を
奮
い
立
た
せ
る
と
き
が
あ
れ
ば
、
わ

ず
か
な
心
の
迷
い
に
は
関
係
せ
ず
、
心
を
費
さ
ず
。
た
だ
こ
れ
は

尋
常
の
語
話
の
み
で
あ
る
。
あ
る
日
長
老
が
来
参
し
て
言
っ
た
。

「
吾
は
某
甲
の
和
尚
か
ら
印
可
証
明
を
い
た
だ
い
た
が
、
師
に
見

直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」
師
は
「
汝
は
已
に
他
の
人
か
ら
証
明

を
得
て
い
る
か
ら
、
自
分
が
さ
ら
に
見
直
し
て
も
何
に
も
な
ら
な

い
。」
と
言
っ
た
。
長
老
は
納
得
し
て
拝
礼
し
た
。
ま
た
、
山
僧

が
あ
り
、
言
う
こ
と
に
は
、「
吾
は
某
甲
の
和
尚
か
ら
印
可
証
明

を
い
た
だ
い
た
が
、師
に
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
。」
師
は
「
た

と
え
釈
迦
老
師
が
証
明
し
た
と
し
て
も
、
私
は
許
さ
な
い
。」
と

言
っ
て
打
ち
て
追
い
出
し
た
。
師
は
常
に
人
と
接
す
る
と
き
に
言

っ
た
。「
崖
か
ら
手
を
放
し
な
さ
い
。」
ま
た
「
當
念
を
拭
い
去
り

な
さ
い
。」
と
言
っ
た
。
玄
豁
庵
主
が
問
う
た
。「
師
は
崖
か
ら
手

を
放
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
る
が
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
の

か
。」
師
は
棒
を
持
っ
て
言
っ
た
。「
汝
が
も
し
放
さ
な
い
の
な
ら
、

老
僧
が
汝
を
打
ち
殺
す
。」
庵
主
は
そ
の
境
地
に
達
し
て
問
う
た
。

「
自
我
意
識
は
須
く
殺
す
べ
し
。
殺
し
つ
く
し
て
初
め
て
安
ら
ぎ

と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
を
殺
せ
ば
よ
い
の
か
。」
師
が
言
っ

た
。「
當
念
を
殺
せ
。」「
殺
し
た
後
は
ど
う
す
る
の
か
。」
師
が
言

っ
た
。「
當
念
。」
師
の
答
え
は
お
お
ま
か
に
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

小
師
呑
江
師
に
奉
仕
す
る
こ
と
三
十
年
。
今
ま
で
日
ご
ろ
記
憶
に

残
る
言
行
一
瑞
を
記
録
し
、
子
孫
は
こ
れ
を
仰
尊
し
、
少
し
で
も

恩
海
の
一
滴
に
む
く
い
る
こ
と
を
願
う
。
其
の
備
考
の
よ
う
に
敬

っ
て
後
世
の
賢
者
を
待
つ
。
伏
し
て
こ
い
ね
が
わ
く
は
、
先
師
の

出
家
者
と
し
て
の
姿
が
窮
劫
に
流
転
し
道
風
が
永
く
後
世
を
扇
ぐ
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関係資料（本文）

こ
と
で
あ
る
。

時
に
明
和
四
年
夏
五
月
迦
葉
練
兒
傅
燈
室
で
筆
を
絶
つ
。

師
名
ハ
元
轟
。
號
ハ
黙
山
。
羽
州
秋
田
ノ
人
也
。
俗
姓
ハ
藤
原
。

淡
海
公
ノ
苗
裔
。
父
ハ
林
氏
吉
麿
。
母
ハ
熊
谷
氏
。
世
々
三
寶

ヲ
崇
敬
ス
。
三
男
二
女
有
リ
。
師
ハ
其
第
二
子
。
賦
性
寛
洪
澹

静
ニ
シ
テ
言
ト
寡
シ
群
童
ト
遊
バ
ズ
。行
ク
ト
キ
ハ
顧
聘
セ
ズ
。

坐
ス
ト
キ
ハ
俯
仰
セ
ズ
。
郷
人
之
ヲ
異
ト
ス
。
稍
々
長
ジ
テ
出

塵
ノ
志
有
リ
。
其
ノ
志
ヲ
遂
ル
ニ
及
デ
風
規
質
朴
茅
紙
ヲ
以
テ

洟
ヲ
拭
ヒ
一
襪
ヲ
補
テ
用
ル
コ
ト
十
又
三
年
ニ
至
ル
也
。
事
ニ

臨
テ
身
心
ヲ
空
シ
法
ノ
為
ニ
安
危
ヲ
忘
ス
。
毀
誉
シ
テ
動
セ
ラ

レ
ズ
。
冤
親
平
等
世
ノ
寵
辱
ヲ
見
ル
コ
ト
電
ノ
眸
ヲ
拂
ガ
如

ク
。
身
ノ
順
逆
ニ
於
ル
コ
ト
夢
ノ
迹
無
キ
ニ
似
タ
リ
。
閑
閙
ニ

拘
ラ
ズ
。
言
句
ヲ
立
セ
ズ
。
純
一
打
坐
少
林
ノ
面
壁
石
霜
ノ
枯

木
ノ
如
シ
。
時
ノ
人
稱
ス
ル
ニ
之
喚
テ
坐
禅
黙
山
ト
ナ
ス
。
是

ヲ
以
テ
道
大
ヒ
ニ
震
テ
四
衆
ヲ
走
シ
メ
徳
廣
ク
敷
テ
三
山
ニ
祖

タ
リ
。

天
和
三
年
癸
亥
冬
十
月
二
十
九
日
卯
刻

師
生
ル
。

　『 

迦
葉
黙
山
和
尚
年
譜 

』（
原
漢
文
訓
読
）
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貞
享
改
號
甲
子

二
年
乙
丑　
　

三
年
丙
寅

四
年
丁
卯

元
禄
初
年
戊
辰

師
六
歳
。
相
者
有
リ
。
相
シ
テ
云
。
此
ノ
兒
大
人
ノ
相
有
リ
。

将
来
必
大
名
稱
有
ラ
ン
。

二
年
己
巳

三
年
庚
午

四
年
辛
未

五
年
壬
申

師
十
歳
。
偶
々
邑
ノ
満
福
寺
ニ
遊
デ
。
佛
像
ノ
端
厳
ナ
ル
ヲ
瞻

テ
恍
然
ト
シ
テ
長
者
子
ノ
父
ニ
遇
ガ
如
シ
。
是
ニ
於
テ
脱
白
ノ

志
萌
ス
。

六
年
癸
酉

七
年
甲
戌

八
年
乙
亥

九
年
丙
子

師
甫
テ
十
四
歳
。
意
ヲ
以
テ
父
母
ニ
告
グ
。
遂
ニ
孤
室
林
峯
和

尚
ニ
満
福
寺
ニ
投
ジ
テ
。
祝
髪
稟
戒
。

○
冬
十
二
月
九
日
。
峯
和
尚
示
シ
テ
曰
。
古
人
此
ノ
夜
法
ノ
為

ニ
臂
ヲ
断
ツ
。
汝
適
々
出
家
亦
法
ノ
為
ニ
臂
ヲ
断
ン
ヤ
。
師
聴

キ
得
テ
眼
活
シ
奮
然
ト
シ
テ
打
坐
猛
ニ
精
彩
ヲ
著
ケ
。
其
ノ
全

身
火
光
ノ
出
ル
ヲ
覺
フ
。
是
ニ
由
テ
此
ノ
事
有
コ
ト
ヲ
知
リ
自

ラ
策
励
シ
テ
只
管
ニ
孤
坐
ス
。
其
ノ
切
ナ
ル
コ
ト
考
妣
ニ
喪
ス

ル
ガ
如
シ
。

十
年
丁
丑

十
一
年
戊
寅

師
十
六
歳
。
温
泉
ニ
州
ノ
小
安
ニ
浴
ス
。
時
ニ
佛
國
ノ
大
仙
和

尚
。
羽
州
ニ
遊
化
シ
テ
泉
ニ
浴
ス
。
師
香
ヲ
装
テ
謁
ス
。
仙
老

齋
ヲ
設
テ
接
遇
シ
。
渥
ク
慈
誨
ヲ
垂
レ
。
期
ス
ル
ニ
遠
大
ヲ
以

テ
ス
。

十
二
年
己
卯

十
三
年
庚
辰

十
四
年
辛
巳

師
十
九
歳
冬
十
二
月
。
林
峯
和
尚
化
ヲ
戢
ム
。
是
ニ
於
テ
龍
峯

和
尚
ニ
州
ノ
妙
音
寺
ニ
依
止
ス
。

十
五
年
壬
午
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師
二
十
歳
。
山
頂
ニ
熊
野
権
現
ノ
廟
有
リ
。
夜
夜
潜
ニ
登
テ
打

坐
。
暁
鐘
ヲ
聞
テ
下
ル
。
率
ネ
以
テ
常
ト
ナ
ス
。

十
六
年
癸
未

師
二
十
一
歳
夏
六
月
。
母
ヲ
喪
ス
。
師
齋
ヲ
營
テ
以
テ
冥
福
ヲ

資
ク
。

寶
永
元
年
甲
申

二
年
乙
酉

師
二
十
三
歳
。
初
テ
行
脚
。
籍
ヲ
江
都
ノ
吉
祥
ニ
隸
ス
。
時
ニ

鳳
潭
師
華
厳
ヲ
府
ノ
大
聖
道
場
ニ
講
ズ
。
師
往
テ
預
リ
聴
ク
。

三
年
丙
戌

師
二
十
四
歳
春
。
府
ノ
天
龍
竺
堂
和
尚
ノ
室
ニ
入
テ
。
大
戒
ヲ

受
ク
。

○
一
日
雄
闡
寮
主
。
師
ニ
謂
テ
云
。
上
座
ガ
賦
性
文
字
ヲ
学
ブ

人
ニ
ア
ラ
ズ
。
若
シ
拘
拘
ト
シ
テ
茲
ニ
覊
ル
ハ
。
何
ノ
益
ガ
之

レ
有
ン
。
吾
聞
ク
隠
之
老
和
尚
。
下
總
ノ
東
昌
ニ
在
テ
無
勝
幢

ヲ
樹
ツ
ト
。
須
ク
去
テ
禮
拜
ス
ベ
シ
。
師
教
ヲ
受
ケ
徑
ニ
東
昌

ニ
抵
リ
老
和
尚
ヲ
拜
シ
テ
便
チ
問
。
法
ノ
本
法
ハ
無
法
。
如
何

ガ
是
レ
無
法
ノ
法
。
隠
老
曰
。
飢
テ
飯
ヲ
喫
シ
渇
シ
テ
茶
ヲ
喫

ス
。
師
瞥
爾
ト
シ
テ
従
前
ニ
此
ノ
事
有
ル
コ
ト
ヲ
猛
省
ス
。
是

ニ
於
テ
自
ラ
誓
フ
己
事
了
セ
ズ
ン
バ
他
ニ
往
カ
ズ
ト
。
是
ノ
時

東
昌
ノ
規
條
未
ダ
整
ハ
ズ
。
一
衆
唯
ダ
講
誦
ヲ
沿
襲
ス
。
其
ノ

中
二
十
又
餘
軰
。
静
處
ニ
團
圝
ト
シ
テ
只
管
ニ
打
坐
シ
。
以
テ

己
事
ヲ
窮
明
ス
。
師
竊
ニ
慕
フ
。
便
侍
者
寮
ニ
到
テ
。
其
ノ
意

ヲ
啓
ス
。時
ニ
心
宗
和
尚
侍
者
タ
リ
。痛
ク
誡
テ
許
サ
ズ
。師
曰
。

我
レ
此
ノ
事
ノ
為
ニ
特
特
ト
シ
テ
来
ル
。
粉
骨
碎
身
モ
。
豈
ニ

辭
ス
ル
所
ナ
ラ
ン
ヤ
。
冀
ハ
慈
悲
容
納
。
宗
公
其
ノ
法
器
ナ
ル

コ
ト
ヲ
知
テ
許
ス
。
是
ニ
於
テ
心
身
勇
猛
。
坐
ス
レ
バ
山
嶽
ノ

如
シ
。
寝
食
共
ニ
癈
シ
。
視
テ
玄
黄
ヲ
別
タ
ズ
。
坐
シ
テ
起
ツ

コ
ト
ヲ
忘
ス
。
五
更
ニ
到
テ
豁
然
ト
シ
テ
大
悟
。
急
ニ
方
丈
ニ

趨
テ
便
チ
問
。
身
心
脱
落
シ
来
ル
時
如
何
ン
。
隠
老
曰
。
此
レ

ハ
是
レ
法
身
邊
ノ
事
。
何
ゾ
懸
崖
ニ
手
ヲ
撒
セ
ザ
ル
。
師
口
ヲ

開
ン
ト
擬
ス
。
隠
老
打
テ
趁
ヒ
出
ス
。
師
乃
チ
偈
ヲ
述
シ
テ
曰
。

身
心
脱
落
虚
空
汗
出
ヅ
。
忽
チ
撲
落
ニ
逢
フ
。
舊
ニ
依
テ
鼻
直
。

書
シ
テ
以
テ
方
丈
ニ
上
ル
。
隠
老
師
ノ
到
ヲ
見
テ
。
早
ク
打
テ

趁
ヒ
出
ス
。
爾
シ
自
リ
入
室
毎
ニ
叱
シ
テ
曰
。
汝
猶
前
蹤
ヲ
認

ム
ト
。
師
重
擔
ヲ
荷
ガ
如
シ
。
一
衆
眠
ニ
就
ク
。
師
猶
寸
陰
ヲ

惜
テ
。
結
跏
ヲ
解
カ
ズ
。
覚
ヘ
ズ
暁
ニ
達
タ
ル
。
此
ノ
如
ク
ス

ル
コ
ト
凡
ソ
五
年
強
。
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関係資料（本文）

四
年
丁
亥

五
年
戊
子

師
二
十
六
歳
。
東
昌
ノ
家
常
二
時
最
モ
淡
シ
。
火
頭
炊
爨
ニ
熟

セ
ズ
。
動
モ
ス
レ
バ
生
熟
飯
ヲ
供
ス
。
是
ヲ
以
テ
病
ム
者
頗
ル

多
シ
。
師
竊
ニ
之
ヲ
憂
ヒ
。
方
丈
ニ
詣
シ
テ
云
。
願
ク
ハ
吾
レ

厨
下
ニ
役
シ
テ
。
炊
爨
ヲ
執
ン
。
隠
老
即
チ
命
ズ
。
是
ニ
於
テ

ナ
ス
ニ
勇
ム
。
爾
シ
ヨ
リ
一
衆
咸
ク
安
ジ
。
而
シ
テ
餘
力
有
ル

ト
キ
ハ
則
竈
前
ニ
兀
坐
シ
テ
枯
木
ノ
如
シ
。
見
ル
者
欽
ム
。

○
後
来
徒
ニ
示
シ
テ
曰
。
山
僧
曾
テ
東
昌
ニ
在
テ
。
炊
爨
ヲ
執

ル
時
。
打
飯
ノ
料
淅
器
ニ
入
レ
了
テ
。
又
一
匊
ヲ
本
器
ニ
返
ス
。

是
ヲ
以
テ
常
ト
ナ
ス
。
汝
等
惜
ス
ル
コ
ト
常
住
ヲ
護
。
須
ク
山

僧
ガ
素
意
ヲ
憶
フ
ベ
シ
。

六
年
己
丑

七
年
庚
寅

師
二
十
八
歳
。
一
夜
殿
裏
ニ
在
テ
坐
睡
ス
。
夢
ニ
白
雲
ノ
水
面

ニ
浮
ブ
ヲ
見
ル
。
覺
シ
テ
来
テ
偈
ヲ
作
テ
隠
老
ニ
呈
ス
。
云
。

今
夜
機
ヲ
忘
シ
テ
殿
中
ニ
坐
ス
。
白
雲
片
片
水
空
ヲ
浸
ス
。
水

天
一
色
分
チ
難
キ
處
。
老
鶴
夢
醒
テ
銀
籠
ヲ
出
ヅ
。

正
徳
改
元
辛
卯

　

師
二
十
九
歳
秋
。
東
昌
ヲ
辭
ス
。
道
ヲ
相
州
ニ
取
リ
。
大
雄

山
ニ
上
テ
。
開
祖
ノ
塔
ヲ
禮
ス
。
直
ニ
覺
照
和
尚
ヲ
濃
ノ
小
松

ニ
叩
ク
。
便
問
。
遠
従
リ
風
趨
ル
。
請
フ
師
一
接
。
照
曰
。
禮

拜
著
。
師
曰
。
目
前
ニ
和
尚
無
ク
。
此
間
ニ
某
甲
無
シ
。
照
曰
。

妙
峯
孤
頂
未
ダ
相
見
ヲ
許
サ
ズ
。
師
云
。
相
見
了
ヤ
。
照
上
座

ト
召
ス
。
師
便
チ
禮
拜
。
照
偈
ヲ
説
テ
證
ス
。
次
ニ
惟
慧
和
尚

ヲ
徳
巌
ニ
拝
シ
。
尋
テ
慧
極
和
尚
ニ
河
州
ノ
法
雲
寺
ニ
謁
シ
テ

掛
搭
ス
。
只
管
ニ
打
坐
シ
テ
。
屹
ト
シ
テ
鐵
橛
ノ
如
シ
。
極
常

ニ
衆
ヲ
激
發
シ
テ
曰
。
坐
禪
ハ
須
ク
黙
山
ノ
如
ク
ス
ベ
シ
。
極

一
日
三
不
是
ノ
話
ヲ
擧
シ
テ
衆
ニ
示
ス
。
師
偈
ヲ
呈
シ
テ
云
。

奇
ナ
ル
カ
ナ
。
頭
顱
三
尺
曼
ナ
カ
リ
。
妙
ナ
ル
哉
。
脚
脛
二
寸

短
シ
。
須
彌
百
億
是
レ
全
身
。
常
ニ
虚
空
ヲ
以
テ
衣
冠
ト
為
ス
。

極
如
意
ヲ
師
ニ
抛
ツ
。
師
把
テ
之
崇
重
頂
戴
シ
。
與
ノ
侍
者
ニ

回
テ
去
ル
。

二
年
壬
辰

師
三
十
歳
春
。
鷹
峯
ニ
登
テ
卍
山
祖
ヲ
拜
シ
去
テ
。
賀
北
ニ
適

ク
。
了
為
和
尚
ニ
大
乗
ニ
謁
シ
テ
。
安
居
脇
席
ヲ
沾
サ
ズ
。
秋

東
ニ
歸
テ
隠
老
人
ヲ
武
江
ノ
義
門
居
士
ノ
亭
ニ
省
観
ス
。

三
年
癸
巳
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師
三
十
一
歳
冬
。
典
座
ニ
充
ツ
。
課
誦
ノ
次
デ
。
頭
帽
傾
ク
。

隠
老
人
坐
具
ヲ
以
テ
連
打
シ
テ
曰
。
汝
ガ
頭
帽
恁
麼
ニ
傾
ク
コ

ト
ヲ
得
タ
リ
。他
時
異
日
甚
ヲ
以
テ
カ
人
天
ノ
規
則
ト
作
ン
ト
。

師
後
ニ
随
ヒ
方
丈
ニ
上
テ
拜
謝
ス
。
爾
シ
ヨ
リ
老
ニ
至
ル
マ
デ

帽
ヲ
戴
ク
毎
ト
ニ
。
必
手
ヲ
以
テ
之
ヲ
整
フ
ル
コ
ト
両
三
次
シ

テ
止
ム
。

四
年
甲
午

五
年
乙
未

師
三
十
三
歳
夏
。
職
ヲ
綱
維
ニ
領
ス
。
冬
隠
老
師
ヲ
擢
テ
版
首

ニ
任
ス
。
臘
月
隠
老
衣
法
ヲ
付
シ
證
ス
ル
ニ
偈
ヲ
以
ス
。

享
保
初
年
丙
申

師
三
十
四
歳
春
。
舊
梓
ニ
還
テ
受
業
和
尚
ノ
塔
ヲ
掃
フ
。
時
ニ

石
田
氏
浄
有
等
。
師
ヲ
請
シ
テ
法
要
ヲ
問
ヒ
。
力
ヲ
勠
テ
寶
坊

ヲ
創
ス
。
號
シ
テ
曇
華
山
渾
蔵
菴
ト
曰
。
師
隠
老
人
ヲ
請
シ
テ

開
山
始
祖
ト
為
シ
。
自
ラ
第
二
代
ニ
居
ス
。

二
年
丁
酉

師
三
十
五
歳
。
開
祖
ノ
壽
墖
ヲ
樹
ツ
。
銘
ヲ
勒
シ
テ
曰
。
全
身

縫
罅
無
ク
擧
體
偏
頗
ヲ
絶
ス
。
夜
夜
明
月
ヲ
懐
キ
。
清
風
碧
蘿

ヲ
拂
フ
。

○
今
茲
檀
信
等
新
ニ
僧
堂
ヲ
建
ツ
。

三
年
戊
戌

師
三
十
六
歳
春
。
隠
老
人
ヲ
省
ス
。
夏
維
那
ニ
充
ツ
。
老
人
一

日
蝦
蟆
茄
子
ノ
因
縁
ヲ
擧
シ
テ
衆
ニ
示
ス
。
師
偈
ヲ
呈
シ
テ
所

見
ヲ
申
ブ
。
老
人
見
テ
大
笑
シ
テ
曰
。
此
レ
是
レ
常
流
ノ
見
解
。

師
良
久
シ
テ
膝
ヲ
撫
シ
テ
云
。
伹
憎
愛
莫
レ
バ
洞
然
ト
シ
テ
明

白
ナ
リ
。
老
人
休
ス
。
秋
羽
ニ
歸
ル

四
年
己
亥

師
三
十
七
歳
。
一
日
菴
内
ニ
坐
ス
。
群
鴉
ノ
屋
頭
ニ
噪
ク
ヲ
聴

テ
。
忽
焉
ト
シ
前
蹤
ヲ
忘
ス
。
是
レ
ヨ
リ
縦
横
無
礙
。
大
自
在

ヲ
得
タ
リ
。

○
秋
七
月
檀
信
ノ
請
ニ
應
ジ
テ
。
寶
戒
ヲ
授
ク
。
緇
素
三
千
餘

指
。

五
年
庚
子

師
三
十
八
歳
春
正
月
。
禅
定
開
山
忌
。
師
香
ヲ
拈
シ
テ
曰
。
蓬

底
春
含
テ
瑞
霞
ヲ
鎖
シ
。
夢
囘
テ
三
老
舷
ヲ
扣
テ
歌
フ
。
天
鈎

普
ク
印
ス
恆
沙
海
。
身
ヲ
蔵
ス
ニ
處
無
シ
婆
竭
羅
。

○
會
々
法
雲
慧
極
和
尚
訃
至
ル
。
師
位
ヲ
設
ケ
供
養
ヲ
申
ブ
。

六
年
辛
丑
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師
三
十
九
歳
夏
四
月
。
嚴
君
下
世
ス
。
師
大
ニ
齋
會
ヲ
設
ケ
ル
。

薦
事
法
要
ヲ
修
ス
。
五
月
敇
ヲ
奉
ジ
テ
永
平
ニ
瑞
世
シ
。
京
ニ

上
テ
鳳
詔
ヲ
闕
下
ニ
拜
承
ス
。
時
ニ
隠
老
人
廓
山
居
士
ノ
請
ニ

應
ジ
テ
京
ニ
館
ス
。
師
日
日
拜
謁
。
六
月
辭
ヲ
告
グ
。
羽
ノ
渾

蔵
ニ
歸
ヤ
。道
ヲ
南
紀
ニ
假
テ
高
野
山
ニ
躋
リ
那
智
山
ニ
詣
シ
。

又
金
峯
ノ
巇
嶮
ヲ
攀
ツ
。
次
ニ
勢
廟
ニ
謁
シ
。
秋
八
月
杖
ヲ
渾

蔵
ニ
閣
ク
。

七
年
壬
寅

師
四
十
歳
。
尋
常
ニ
純
一
ニ
枯
坐
ス
。
僉
ナ
云
フ
。
少
林
ノ
面

壁
而
今
茲
ニ
出
現
ス
ル
。
秋
八
月
衆
ノ
敦
請
ニ
應
ジ
テ
戒
会
ヲ

開
ク
。

八
年
癸
卯

九
年
甲
辰

師
四
十
二
歳
。
一
日
趙
州
狗
子
ノ
話
ヲ
頌
シ
テ
曰
。
狗
子
佛
性

無
シ
。
熱
鐵
寸
塵
ヲ
絶
ス
。
通
身
銷
盡
シ
去
テ
。
冷
地
一
場
ノ

嚬
ヒ
。

十
年
乙
巳

師
四
十
三
歳
。
隠
老
人
濃
ノ
妙
應
ニ
視
篆
ス
。
師
聞
テ
忽
忙
ト

シ
テ
錫
ヲ
飛
シ
。
輪
下
ニ
匏
繋
ス
。

十
一
年
丙
午

師
四
十
四
歳
。
立
春
ノ
日
。
命
ヲ
銜
テ
秉
拂
ス
。
其
ノ
宗
綱
ヲ

提
グ
ル
ニ
至
テ
。
緇
素
皆
ナ
之
ガ
為
ニ
聴
ヲ
聳
サ
ズ
ト
云
コ
ト

罔
シ
也
。
解
制
ノ
後
辭
ヲ
告
グ
。
老
人
偈
ヲ
以
テ
贈
テ
曰
。
關

棙
ヲ
撥
轉
シ
テ
知
ヌ
幾
ク
歳
ゾ
。
従
来
ノ
舊
路
人
ノ
通
ズ
ル
コ

ト
少
シ
ナ
リ
。
栖
ミ
荒
ス
雪
屋
頭
ヲ
囘
ス
處
。
一
色
明
邊
功
ヲ

立
セ
ズ
。

○
法
弟
太
眉
公
大
仙
和
尚
ニ
洛
南
ノ
佛
國
ニ
侍
ス
。
母
ノ
憂
ニ

丁
テ
枌
里
ニ
還
ル
。
一
日
渾
蔵
ニ
就
テ
。
先
妣
ノ
為
ニ
香
齋
ヲ

設
ク
。
師
問
フ
。
汝
何
レ
ノ
日
カ
錫
ヲ
發
シ
。
眉
云
。
某
甲
特

ニ
還
リ
来
ル
。
願
ハ
妙
經
ヲ
讀
誦
ス
ル
コ
ト
。
一
年
以
テ

極

ニ
酬
ン
。
師
起
身
シ
テ
曰
。
汝
知
ラ
ズ
ヤ
。
一
リ
善
知
識
ニ
奉

事
ス
ル
ハ
。
則
百
千
ノ
諸
佛
ヲ
供
養
ス
ル
ニ
萬
倍
セ
リ
。
汝
郷

ニ
還
ル
早
ク
蹉
過
シ
了
レ
リ
。
何
ニ
況
ン
ヤ
大
因
縁
ヲ
棄
テ
。

小
善
根
ヲ
植
ル
ヲ
ヤ
。
母
ヲ
シ
テ
堕
獄
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ル
カ
。

眉
信
受
シ
テ
速
ニ
錫
ヲ
歸
ス
。
聞
ク
者
大
ニ
歎
ス
。

十
二
年
丁
未

十
三
年
戊
申

師
四
十
六
歳
。
法
弟
紫
山
和
尚
。
先
キ
ニ
濃
ノ
光
明
山
阿
彌
陀
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寺
ヲ
剏
建
ス
。
隠
老
人
ヲ
請
シ
テ
開
山
始
祖
ト
為
ス
。
秋
八
月

師
開
山
老
人
ノ
書
曁
ビ
紫
山
和
尚
等
ノ
請
ヲ
得
テ
。
仲
冬
初
五

日
ヲ
以
テ
進
山
ス
。
雲
侶
蝟
集
シ
テ
膝
ヲ
容
ル
ヽ
ニ
地
無
シ
。

然
リ
ト
雖
ド
モ
常
住
一
片
ノ
荘
田
無
シ
。
釜
甑
将
ニ
塵
ヲ
生
セ

ン
ト
ス
。
主
者
之
ヲ
憂
テ
以
テ
告
グ
。
師
笑
テ
曰
。
道
フ
コ
ト

ヲ
見
ズ
ヤ
。
肩
有
リ
著
セ
ズ
ト
云
コ
ト
無
シ
。
口
有
リ
食
ハ
ズ

ト
云
コ
ト
無
シ
。
汝
ガ
憂
所
ニ
非
ズ
ト
。
是
ヲ
以
テ
驀
ニ
僧
堂

ヲ
構
ン
ト
欲
シ
。
自
ラ
茆
ヲ
誅
シ
荊
ヲ
刈
リ
晝
ハ
衆
ト
倶
ニ
石

ヲ
拽
キ
土
ヲ
搬
ブ
。
夜
ハ
則
只
管
ニ
枯
坐
シ
テ
衆
ヲ
激
勵
ス
。

幾
ク
モ
無
シ
テ
檀
施
芿
積
ス
。

十
四
年
己
酉

師
四
十
七
歳
春
。
僧
堂
落
成
ス
。
結
夏
ノ
日
。
新
堂
ニ
就
テ
陞

座
ス
。
以
テ
慶
讃
ヲ
修
ス
。

○
偶
々
隠
老
人
ノ
不
安
ヲ
聞
テ
。
一
夜
三
千
佛
名
ヲ
唱
禮
ス
。

明
ニ
徹
シ
テ
畢
ル
。

○
七
月
一
日
隠
老
人
趺
ヲ
瑞
光
ニ
示
ス
。
師
訃
ヲ
聞
テ
便
チ
陞

座
ス
。
六
十
七
年
七
顚
八
倒
。
或
ル
時
ハ
東
ニ
向
テ
屙
シ
。
或

ル
時
ハ
西
ニ
向
テ
尿
ス
。
一
生
殃
ヒ
兒
孫
ニ
及
ブ
ノ
句
有
リ
。

○
冬
結
制
十
月
初
一
開
堂
演
法
。
端
ニ
寶
算
ヲ
祝
延
シ
。
懐
香

以
テ
開
山
先
師
ニ
供
ス
。
妙
應
崑
山
禅
師
白
槌
證
明
ス
。
四
衆

雲
ノ
如
ク
蒸
シ
海
ノ
如
ク
涌
テ
座
下
ニ
集
ル
。
○
冬
開
山
塔
ヲ

白
雲
嶺
ノ
下
ニ
樹
ツ
。
扁
シ
テ
白
雲
ト
曰
フ
。
仲
冬
開
戒
會
。

十
五
年
庚
戌

師
四
十
八
歳
夏
。
請
シ
テ
開
山
和
尚
ノ
肖
像
ヲ
彫
ル
。
如
在
ニ

供
養
ヲ
申
ブ
。

十
六
年
辛
亥

師
四
十
九
歳
春
。
尾
陽
ノ
鈴
木
玄
休
居
士
郊
行
シ
テ
法
駕
ヲ
邀

ヒ
。
慇
懃
ニ
供
養
ヲ
伸
ブ
。
尋
テ
尾
張
侯
ノ
臣
幡
野
勇
山
居
士
。

師
ヲ
請
シ
テ
法
要
ヲ
咨
フ
。
師
曰
。
我
ガ
法
ハ
分
別
ノ
解
ス
ル

所
ニ
ア
ラ
ズ
。
直
ニ
須
ク
身
命
ヲ
抛
ツ
ベ
シ
。
士
云
身
命
ヲ
抛

ツ
ハ
我
等
尋
常
ノ
事
。
師
曰
。
武
門
ノ
身
命
ヲ
抛
ツ
ハ
義
ニ
依

リ
。
佛
門
ノ
身
命
ヲ
抛
ツ
ハ
義
ヲ
離
ル
。
士
是
ニ
於
テ
服
膺
ス
。

而
シ
テ
喜
捨
ス
ル
ニ
剽
鐘
ヲ
以
テ
シ
。
贈
テ
光
明
山
ニ
繋
グ
。

十
七
年
壬
子

師
五
十
歳
春
三
月
。
東
昌
法
兄
大
震
和
尚
。
書
ヲ
馳
テ
師
ヲ
請

シ
以
テ
其
ノ
席
ヲ
董
サ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
師
是
ヲ
以
テ
佛
生
ノ

日
上
堂
。
衆
ニ
報
ジ
テ
勇
退
ス
。
信
州
ニ
遊
化
シ
テ
。
温
泉
ニ

澁
ニ
浴
ス
。
深
井
氏
師
ヲ
請
シ
テ
岩
船
村
浄
清
寺
ニ
坐
夏
セ
シ
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ム
。
秋
八
月
佐
野
興
龍
寺
古
容
和
尚
。
師
ヲ
請
シ
テ
開
戒
會
。

冬
吉
村
浄
泉
院
梅
園
和
尚
師
ヲ
冴
テ
安
居
セ
シ
ム
。
闔
郷
参
禮

ス
。

十
八
年
癸
丑

師
五
十
一
歳
孟
春
。
武
ノ
白
華
山
ニ
登
テ
。
師
塔
ヲ
掃
フ
。
再

ビ
東
昌
山
門
ノ
請
ヲ
受
テ
。
二
月
初
一
日
ヲ
以
テ
晋
山
ス
。
即

日
衆
請
シ
テ
開
堂
。
國
ノ
為
ニ
祝
釐
。
衲
子
輻
輳
シ
テ
遂
ニ
樹

下
林
間
ニ
露
坐
ス
ル
コ
ト
有
ル
ニ
至
ル
。
上
毛
ノ
洞
雲
徹
音
禅

師
白
槌
證
明
ス
。
關
宿
侯
使
ヲ
差
シ
テ
法
筵
ヲ
護
ス
。
夏
六
月

開
戒
會
。
完
戒
上
堂
。
戒
徒
ニ
示
シ
テ
曰
。
無
上
法
王
ノ
心
地

戒
單
傳
ノ
的
旨
玄
微
ヲ
越
フ
。
開
遮
持
犯
勿
交
渉
。
坐
斷
ス
毘

盧
第
一
機
。

○
冬
十
二
月
開
山
即
菴
和
尚
二
百
五
十
年
ノ
遠
忌
ニ
丁
ル
ヲ
以

テ
。
大
海
會
ヲ
建
ツ
。
犀
顱
三
千
指
ニ
踰
。

十
九
年
甲
寅

師
五
十
二
歳
孟
春
。
披
雲
直
歳
行
化
ノ
次
デ
。
迦
葉
院
ノ
故
基

ヲ
武
州
西
大
輪
村
ニ
獲
テ
。
村
ノ
長
白
石
氏
榮
賢
居
士
ト
胥
ヒ

議
シ
テ
蠱
ヲ
幹
ス
。

二
十
年
乙
卯

師
五
十
三
歳
孟
春
。
披
雲
榮
賢
等
。
故
基
ノ
皐
濕
ニ
シ
テ
且
ツ

狭
隘
ナ
ル
ヲ
視
テ
。
更
ニ

塏
ノ
地
ヲ
擇
ブ
。

○
仲
春
請
ニ
應
ジ
テ
戒
會
ヲ
上
毛
ノ
龜
岡
儀
源
寺
ニ
開
ク
。
○

暮
春
。
本
應
等
三
僧
統
ニ
歴
謁
シ
。
尋
テ
祠
部
井
ノ
上
河
内
ノ

守
ノ
衙
ニ
抵
テ
。
告
ル
ニ
迦
葉
開
法
ノ
事
ヲ
以
テ
ス
。
官
許
ヲ

得
テ
一
宗
古
刹
ノ
列
ニ
籍
ス
。永
ク
以
テ
濃
ノ
光
明
山
ニ
隷
シ
。

立
テ
以
テ
支
院
ト
爲
ス
。
披
雲
榮
賢
等
。
攸
ヲ
天
王
耕
地
ニ
相

テ
。
迦
葉
院
ノ
故
額
ヲ
茲
ニ
移
ン
ト
欲
ス
。
時
ニ
本
州
騎
西
ノ

齋
藤
氏
徹
之
居
士
ナ
ル
者
。
金
ヲ
布
テ
以
テ
寺
基
ヲ
定
ム
。
本

應
披
雲
等
。
新
ニ
一
菴
ヲ
營
ミ
。
徹
之
居
士
ト
倶
ニ
師
ヲ
請
シ

テ
開
山
第
一
祖
ト
為
ス
。
秋
八
月
師
入
菴
。
扁
シ
テ
天
王
峯
ト

曰
。
遐
邇
咸
ク
来
テ
三
歸
ヲ
稟
ク
。

元
文
初
年
丙
辰

師
五
十
四
歳
春
。
披
雲
等
ニ
命
ジ
テ
。
天
王
峯
ニ
就
テ
土
木
ノ

役
ヲ
資
テ
始
ム
。
徹
之
居
士
再
ビ
浄
財
ヲ
捐
テ
ヽ
。
練
若
ヲ
經

營
ス
。
遠
近
ノ
老
少
自
ラ
聚
テ
材
ヲ
拽
キ
畚
ヲ
負
フ
。
夏
四
月

庫
堂
成
ル
。
師
齋
單
ノ
引
ヲ
製
シ
テ
。
之
ヲ
庫
堂
ニ
掲
グ
曰
。

衲
僧
家
鉢
盂
。
未
ダ
展
ベ
ザ
ル
ニ
先
ヅ
三
世
佛
ヲ
呑
了
シ
。
匙

箸
未
ダ
拈
セ
ザ
ル
ニ
。
早
ク
四
大
海
ヲ
吸
盡
ス
。
十
二
時
中
卓
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卓
ト
シ
テ
一
物
ニ
依
倚
セ
ザ
ル
。
夫
レ
是
レ
之
ヲ
休
糧
ノ
上
士

ト
謂
フ
。
日
々
ニ
萬
両
ノ
黄
金
ヲ
消
シ
。
時
ニ
百
味
ノ
飲
食
ヲ

受
ル
モ
。
一
點
ノ
債
ヲ
負
フ
コ
ト
無
シ
。
若
シ
未
ダ
己
事
ヲ
明

メ
ズ
。
徒
ラ
ニ
信
施
ヲ
費
サ
バ
。
則
他
時
必
閻
羅
王
前
飯
錢
ヲ

乞
ハ
レ
。
更
ニ
鐵
觜
ノ
責
ニ
遭
フ
ノ
日
有
ル
コ
ト
在
ン
。
孟
秋

十
七
日
師
来
テ
始
テ
大
施
食
ノ
法
ヲ
修
ス
。

○
冬
祠
部
牧
野
越
中
ノ
守
ノ
衙
ニ
稟
シ
テ
。
雞
足
山
迦
葉
院
ノ

故
額
ヲ
茲
ニ
移
ス
。

二
年
丁
巳

師
五
十
五
歳
春
。
闔
郷
ノ
道
俗
。
盍
簪
シ
テ
左
袒
シ
。
晝
ハ
簣

ヲ
荷
ヒ
。
宵
ハ
索
綯
フ
。
是
ヲ
以
テ
日
ア
ラ
ズ
シ
テ
大
殿
落
成

ス
。
三
月
十
七
日
ヲ
以
テ
師
上
堂
以
テ
慶
讃
ス
。
千
手
大
悲
ノ

尊
像
ヲ
安
置
シ
テ
。
三
日
ノ
供
養
ヲ
修
ス
。
事
闋
テ
東
昌
ニ
歸

ル
。

○
夏
末
師
瘧
ヲ
感
ズ
。
水
陸
會
ノ
因
ミ
毒
熱
ニ
中
ツ
テ
。
悶
絶

シ
テ
仆
ル
。
侍
者
扶
テ
方
丈
ニ
歸
ル
。
大
衆
僅
カ
ニ
咒
ヲ
誦
ス
。

師
再
ビ
殿
ニ
入
テ
曰
。
汝
等
且
ク
止
ネ
止
ネ
。
山
僧
適
来
忽
チ

熱
一
上
ニ
遇
テ
。
心
便
チ
無
生
國
裡
ニ
放
向
シ
テ
。
一
片
三
昧

ニ
住
ス
。
恁
麼
ナ
ル
時
ハ
上
諸
佛
無
ク
。
下
衆
生
無
シ
。
然
モ

與
麼
ナ
リ
ト
雖
。
蠢
蠢
タ
ル
含
類
ノ
如
シ
。
如
何
ン
ガ
他
ヲ
救

濟
シ
去
ン
。
念
珠
ヲ
擧
シ
テ
曰
。
山
田
ノ
脱
粟
飯
野
菜
淡
黄
韲
。

喫
セ
バ
則
君
ガ
喫
ス
ル
ニ
任
ス
。
喫
セ
ズ
ン
バ
東
西
ニ
任
ス
。

百
年
後
吾
ニ
末
後
ノ
句
有
ル
コ
ト
ヲ
問
フ
コ
ト
莫
レ
。
便
チ
方

丈
ニ
歸
ル

三
年
戊
午

師
五
十
六
歳
。
上
州
網
戸
ノ
長
慶
寺
禪
苗
和
尚
。
師
ヲ
請
シ
テ

開
戒
會
。

○
冬
事
ニ
因
デ
江
府
ノ
發
昌
寺
ニ
寓
ス
。冬
夜
徒
ニ
示
シ
テ
曰
。

金
剛
際
下
ノ
鐵
烏
龜
。
全
身
ヲ
剝
盡
シ
テ
影
ノ
移
ス
無
シ
。
直

ニ
九
淵
ニ
炎
ヲ
發
コ
シ
去
ン
コ
ト
ヲ
待
テ
虚
空
背
上
ニ
雙
眉
ヲ

展
ヨ
。

四
年
己
未

師
五
十
七
歳
秋
。
東
昌
ニ
歸
ル
。

○
孟
冬
關
宿
候
獵
ノ
次
デ
造
謁
ス
。
師
偈
ヲ
贈
テ
曰
。
手
ニ
俊

鷹
ヲ
擎
テ
巡
視
冝
シ
。
民
家
草
ノ
如
偃
テ
君
ガ
慈
ヲ
感
ズ
。
古

今
ノ
田
獵
遊
劇
ニ
非
ズ
。
稼
穡
ノ
艱
難
正
ニ
知
ン
ガ
爲
ナ
リ
。

五
年
庚
申

寛
保
元
年
辛
酉
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関係資料（本文）

師
五
十
九
歳
孟
秋
初
一
。
中
興
隠
老
人
ノ
十
三
囘
ノ
諱
辰
ニ
丁

ル
。
是
ヲ
以
テ
大
海
會
ヲ
建
ツ
。
時
ニ
師
退
休
ノ
志
有
リ
。

○
今
茲
シ
田
村
氏
樹
榮
居
士
。
新
ニ
本
院
ノ
僧
堂
ヲ
建
ツ
。

二
年
壬
戌

師
六
十
歳
孟
春
。
退
鼓
ヲ
撾
テ
衣
鉢
ヲ
本
山
ニ
移
ン
ト
欲
ス
。

時
ニ
下
總
ノ
一
刹
。
東
昌
ノ
法
系
最
乗
ニ
屬
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ

以
テ
訴
フ
。
是
ニ
於
テ
師
ヲ
江
府
ニ
召
ス
。
師
病
ト
稱
シ
テ
出

デ
ヽ
對
セ
ズ
。

三
年
癸
亥

師
六
十
一
歳
。
法
系
ノ
論
再
ビ
發
ル
。
師
手
ヲ
拱
ク
ニ
忍
ビ
ズ
。

祠
部
大
岡
越
前
ノ
守
ノ
衙
ニ
詣
デ
。
舉
著
シ
最
乗
一
派
ノ
典
故

ヲ
。
殆
ン
ド
啇
確
ス
。
時
ニ
芝
ニ
僑
居
ス
。
署
シ
テ
假
息
軒
ト

曰
フ
。
師
忙
穴
ノ
中
ニ
在
リ
ト
雖
。
應
機
提
唱
稠
衆
ニ
處
ル
ガ

如
シ
。
杪
冬
二
祖
斷
臂
會
偈
有
リ
テ
曰
。
老
梅
雪
ニ
誇
ル
少
林

ノ
前
。
暗
ニ

枝
ヲ
挺
ン
ス
。
一
色
邊
驀
地
傾
風
吹
キ
倒
シ

去
テ
知
ラ
ズ
。
通
體
春
烟
ヲ
帯
ル
コ
ト
ヲ
。　

延
享
改
元
甲
子

師
六
十
二
歳
。
本
光
禪
師
遺
教
經
論
ヲ
梓
行
ス
。
需
ニ
應
ジ
テ

之
ガ
序
ヲ
作
ル
。

○
此
ノ
時
師
屢
状
ヲ
捧
テ
眞
證
ヲ
枚
擧
シ
。専
ラ
公
裁
ヲ
待
ツ
。

九
月
二
十
八
日
祠
部
閣
老
曁
ビ
同
職
ノ
班
座
ニ
於
テ
。
状
ヲ
以

テ
裁
斷
ス
。
師
肯
テ
伏
セ
ズ
。
是
ニ
於
テ
師
ノ
衣
ヲ
民
ニ
シ
テ

之
ヲ
放
ツ
。
且
ツ
京
師
坂　
　

城
東
都
及
ビ
東
海
路
ノ
驛
程
ヲ
警
迹
ス
。
師
晏
如
ト
シ
テ
偈
ヲ

説
イ
テ
曰
。
公
裁
■
■（
原
文
マ
マ
）
承
知
セ
ズ
。
追
放
脱
衣
儘
時

ニ
任
ス
。
遮
莫
バ
ア
レ
封
彊
窮
リ
在
リ
有
ル
モ
。
虚
空
萬
里

笑
ヒ

。
音
丑
知
ノ
反
ニ
叶
ス
。
師
衙
ヲ
出
レ
バ
則
署
吏
衣

ヲ
擎
ケ
来
テ
之
ヲ
覆
ス
。
師
慇
懃
ニ
接
得
シ
。
頂
戴
シ
テ
之

ヲ
披
ス
。
諸
官
浩
歎
シ
。
聞
ク
者
涙
ヲ
堕
サ
ズ
ト
云
コ
ト
無

シ
。
一
老
僧
有
リ
。
涙
ヲ
歛
テ
師
ノ
手
ヲ
執
テ
云
。
老
和
尚
甚

ニ
因
テ
カ
斯
ノ
如
ク
ナ
ル
ニ
至
ル
。
師
曰
。
這
ノ
俗
漢
僧
覺
ヘ

ズ
途
ニ
拜
ス
。
時
キ
已
ニ
十
月
開
爐
ノ
日
。
徒
ニ
示
シ
テ
曰
。

無
底
ノ
爐
兮
。
無
烟
ノ
火
。
個
ノ
中
チ
誰
カ
主
亦
タ
誰
カ
賓
。

一
千
七
百
ノ
葛
藤
子
。
切
ニ
忌
ム
擔
ヒ
来
テ
謾
ニ
薪
ト
做
ス
コ

ト
ヲ
。
又
偈
ヲ
打
シ
テ
曰
。
閑
夢
一
場
十
二
年
。
業
風
吹
キ
起

テ
王
巓
ヲ
黜
ク
。
烏
藤
此
去
テ
何
ノ
處
ニ
カ
靠
ン
。
深
ク
白
雲

ニ
入
テ
打
眠
ス
ル
ニ
好
シ
。
遂
ニ
衣
ヲ
拂
テ
西
ニ
遊
ブ
。
聞
者

志
ヲ
立
ツ
。
然
シ
テ
一
時
ノ
耆
舊
咸
ク
其
ノ
護
法
ノ
爲
ニ
東
昌
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関係資料（本文）

ヲ
黜
ク
コ
ト
ヲ
感
歎
シ
。
且
ツ
大
慧
ノ
衡
陽
ニ
屛
居
ス
ル
ニ
比

ス
ト
云
フ
。
是
ニ
於
テ
本
應
寶
幢
官
衙
ニ
唐
突
シ
テ
。
状
ヲ
奉

ジ
未
了
ノ
公
案
ヲ
擧
シ
テ
。
猶
ホ
法
系
ヲ
舊
貫
ニ
復
セ
ン
ト
請

フ
。
吏
峻
辭
シ
テ
之
ヲ
拒
ム
。

○
是
ヨ
リ
先
キ
本
應
ノ
徒
澄
泉
ナ
ル
者
。
永
明
山
長
楽
寺
ノ
舊

址
ヲ
勢
州
篠
立
村
ニ
得
テ
。
應
ノ
幽
棲
ノ
所
ト
爲
ン
ト
欲
ス
。

其
ノ
地
ヤ
山
靈
ニ
且
ツ
嶮
ニ
シ
テ
。
道
人
ノ
宜
ク
卓
錫
ス
ベ
キ

所
ナ
リ
。
應
便
チ
其
ノ
舊
址
ニ
指
サ
シ
テ
。
師
ニ
奉
ジ
請
シ
テ

第
一
祖
ト
ナ
ス
。
師
速
ニ
往
テ
跡
ヲ
巌
叢
ニ
晦
シ
。
關
ヲ
懸
絶

ニ
閉
ヅ
。
咸
ナ
言
フ
高
峯
ノ
死
關
ニ
彷
彿
タ
リ
ト
。
然
ト
雖
道

香
掩
ヒ
難
ク
。
玄
徒
蟻
ノ
如
ク
聚
リ
。
山
民
大
ニ
驩
ブ
。

○
應
等
哀
訴
シ
テ
止
ズ
。

二
年
乙
丑

師
六
十
三
歳
孟
春
。
師
大
震
和
尚
病
ニ
京
ニ
臥
ス
ト
聆
テ
。
潜

ニ
行
テ
問
慰
ス
。

○
二
月
光
明
山
ニ
登
テ
。
白
雲
塔
ヲ
掃
フ
。
時
ニ
寺
主
本
應
江

都
ニ
在
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
。
師
自
ラ
令
ヲ
打
シ
テ
。
預
メ
三
月

初
一
ニ
於
テ
開
祖
十
七
年
ノ
薦
事
ヲ
修
ス
。
尋
テ
横
山
氏
教
圓

居
士
ノ
篤
請
ニ
依
テ
。
濃
ノ
岐
阜
ニ
遊
化
ス
。
夏
村
瀬
氏
ノ
別

館
ニ
安
居
ス
。

○
秋
八
月
長
楽
ニ
還
ル
。
毳
徒
相
ヒ
尋
テ
益
々
臻
ル
。
然
リ
ト

雖
モ
香
積
恆
ノ
産
無
シ
。
故
ニ
二
時
瓔
珞
粥
ヲ
炊
ク
。
徒
侶
尋

ノ
常
勢
濃
ノ
間
ニ
分
衛
ス
。
山
路
嶮
絶
猶
ホ
羊
腸
ノ
如
シ
。
故

ニ
其
ノ
還
ル
コ
ト
或
ハ
期
ニ
後
ル
。
是
ヲ
以
テ
數
々
絶
烟
ニ
至

ル
。
偶
爾
ト
シ
テ
趙
老
ノ
家
風
有
リ
。

三
年
丙
寅

師
六
十
四
歳
夏
。
岐
阜
ノ
本
覺
默
契
和
尚
ノ
請
ニ
應
安
居
ス
。

秋
日
比
野
氏
ノ
別
業
ニ
寓
ス
。

○
冬
光
明
山
恭
堂
和
尚
結
制
。師
ヲ
請
シ
テ
衆
ヲ
鉗
鎚
セ
シ
ム
。

然
リ
ト
雖
モ
本
應
等
江
府
ニ
事
有
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
。
祐
蓮
寺

ニ
索
居
ス
。

四
年
丁
卯

師
六
十
五
歳
春
。
山
ニ
還
ル
。
一
禪
人
有
リ
示
誨
ヲ
乞
フ
。
師

偈
ヲ
示
シ
テ
曰
。
自
性
虚
靈
ニ
シ
テ
空
空
ナ
ラ
ズ
。
天
眞
ノ
妙

用
轉
タ
窮
リ
無
シ
。
當
陽
天
眞
ノ
妙
ヲ
識
ン
ト
要
セ
バ
。
手
ヲ

懸
崖
ニ
撒
シ
テ
功
ヲ
帯
ル
コ
ト
莫
レ
。

寛
延
元
年
戊
辰

二
年
己
巳
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関係資料（本文）

師
六
十
七
歳
。
僧
堂
工
ヲ
竣
フ
。
佛
生
ノ
日
師
上
堂
。
以
テ
慶

讃
ス
。

○
孟
冬
鉗
鎚
集
ヲ
撰
テ
衆
ニ
示
ス
。

三
年
庚
午

師
六
十
八
歳
。
師
一
日
衆
ノ
勤
労
ヲ
謝
ス
。
上
堂
曰
。
深
山
ニ

個
ノ
古
勝
跡
ヲ
得
テ
。
諸
子
身
ヲ
抽
テ
道
場
ヲ
興
ス
。
舊
苑
都

デ
莖
菜
ノ
産
ニ
貧
ク
。
新
居
豈
ニ
米
梁
ノ
糧
ニ
富
ン
ヤ
。
嚢
ヲ

擔
テ
上
下
ス
。
高
低
ノ
路
鉢
ヲ
持
シ
テ
縦
横
ス
。
遠
近
ノ
郷
能

ク
寒
炎
風
雨
ノ
怖
ヲ
忍
ビ
。
正
ニ
彼
我
利
名
ノ
障
ヲ
除
ク
。
二

嚴
已
ニ
缺
ケ
テ
賞
ス
ル
ニ
由
シ
無
ク
。
百
孝
長
ク
存
シ
テ
。
忘

ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
幸
ニ
天
節
ニ
應
ジ
テ
珍
妙
ヲ
將
ル
。
要
須
ズ
滿

肚
ニ
秋
涼
ヲ
喫
セ
ン
コ
ト
ヲ
。
山
僧
賞
ス
ル
ニ
物
無
シ
。
天
幸

ニ
秋
涼
ヲ
贈
ル
。
大
衆
却
テ
喫
シ
得
ン
ヤ
。
拂
一
拂
曰
。
會
シ

來
レ
バ
萬
物
他
物
ニ
セ
ズ
。
放
チ
去
レ
バ
山
河
法
王
ヲ
現
ス
。

寶
暦
元
年
辛
未

師
六
十
九
歳
春
。
不
安
。
岐
阜
ノ
横
山
氏
教
圓
居
士
。
一
軒
ヲ

構
シ
テ
師
ヲ
請
ス
。
以
テ
藥
餌
ニ
便
リ
シ
。
四
事
躬
カ
ラ
供
養

ス
。

○
光
明
山
七
月
一
日
ヲ
以
テ
。
正
ニ
開
祖
二
十
三
囘
ノ
辰
ニ
丁

ル
。
結
制
安
衆
。
師
衣
鉢
ヲ
估
唱
シ
テ
。
往
テ
蘋
蘩
ノ
薄
奠
ヲ

修
設
シ
。
以
テ
供
養
ノ
意
ヲ
攄
フ
。
事
竣
テ
岐
ニ
囘
ル
。

○
今
茲
牧
吾
尼
隠
棲
ノ
地
ヲ
捐
テ
ヽ
。
以
テ
一
禪
苑
ヲ
剏
セ
ン

ト
欲
ス
。
林
氏
智
秀
居
士
等
。
之
ヲ
成
褫
シ
。
七
月
初
四
共
ニ

師
ヲ
請
シ
。
慇
懃
ニ
供
養
ヲ
申
ブ
。
師
山
ヲ
名
テ
圓
林
ト
爲
ス
。

事
闋
テ
長
樂
ニ
還
ル
。

二
年
壬
申

師
七
十
歳
夏
五
月
。
請
ニ
尾
州
ノ
長
源
寺
堂
古
和
尚
ノ
會
ニ
應

ジ
テ
。
開
戒
會
緇
素
四
千
餘
指
。

○
是
歳
永
平
高
祖
半
千
年
ノ
遠
忌
ニ
丁
ル
。
特
ニ
香
齋
ヲ
設
テ

以
テ
三
日
ノ
供
養
ヲ
修
ス
。
追
慕
ノ
厚
キ
儼
ト
シ
テ
在
ス
ガ
如

シ
。

○
秋
岐
阜
ノ
恆
川
義
雄
居
士
。
横
山
教
圓
居
士
等
。
頻
リ
ニ
師

ノ
來
化
ヲ
請
フ
。
是
ニ
於
テ
將
ニ
岐
山
ノ
行
有
ン
ト
ス
。
而
シ

テ
冬
十
月
二
十
九
日
。
師
古
稀
ノ
大
誕
爲
リ
。
是
ヲ
以
テ
寺
主

呑
江
及
諸
徒
預
メ
九
月
ニ
於
テ
。
大
ニ
壽
筵
ヲ
啓
キ
。
以
テ
慶

祝
ス
。
是
ノ
月
長
樂
ヲ
發
シ
テ
岐
山
ニ
抵
ル
。

○
冬
夜
圓
林
山
ノ
請
ニ
應
ジ
テ
。
小
參
示
衆
ア
リ
。

三
年
癸
酉
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関係資料（本文）

師
七
十
一
歳
春
。
義
雄
居
士
教
圓
居
士
等
。
艸
ヲ
金
華
山
ノ
幽

邃
ニ
挿
テ
。
師
ヲ
請
シ
テ
第
一
祖
ト
爲
ス
。
三
月
二
十
五
日
師

菴
ニ
入
ル
。
偈
ヲ
説
テ
喜
ヲ
志
ス
。
金
龍
雨
ヲ
澍
テ
祥
瑞
ヲ
現

ジ
。
忽
チ
戰
蹤
ヲ
變
ジ
テ
法
場
ト
成
ス
ノ
句
有
リ
。
由
テ
金
龍

山
ト
號
ス
。
而
モ
土
人
山
號
ヲ
稱
セ
ズ
。
今
ニ
至
テ
喚
フ
ニ
師

號
ヲ
以
テ
ス
。

○
秋
八
月
長
樂
寺
主
呑
江
。
村
ノ
正
三
輪
氏
。
師
ヲ
邀
テ
再
ビ

山
ニ
入
ラ
シ
ム
。

○
孟
冬
請
ニ
紀
州
ノ
普
濟
寺
禪
髓
和
尚
ノ
會
ニ
應
ジ
テ
。
開
戒

會
事
闋
テ
。
勢
州
ニ
囘
ル
ノ
時
。
野
尻
ノ
邑
瀧
原
寺
大
通
和
尚
。

師
ヲ
請
シ
テ
供
養
ス
。
徒
衆
示
誨
ヲ
乞
ヒ
。
且
ツ
血
脈
ヲ
受
ク
。

師
夜
半
俄
ニ
血
脈
一
本
ヲ
打
調
セ
シ
メ
名
ヲ
高
山
白
明
上
座
ト

書
セ
シ
メ
。
甚
ダ
怪
ム
。
五
更
ニ
至
テ
通
和
尚
ヲ
召
シ
テ
曰
。

白
明
ナ
ル
者
ハ
師
ノ
徒
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
通
云
。
我
ガ
徒
白
明
ナ

ル
者
有
リ
。
師
曰
。
昨
夜
何
ゾ
同
ク
來
テ
血
脈
ヲ
稟
ケ
ザ
ル
。

通
云
。
明
ヤ
不
幸
痾
ニ
罹
テ
逝
ク
。
今
朝
正
ニ
五
七
辰
ナ
リ
。

老
和
尚
何
ガ
故
ゾ
恁
麼
ニ
深
慈
ナ
ル
。
師
愕
然
ト
シ
テ
曰
。
昨

夜
白
明
親
ク
來
テ
血
脈
ニ
請
フ
。
故
ニ
侍
者
ニ
命
ジ
テ
打
調
シ

畢
ル
。
通
泫
然
ト
シ
テ
拜
受
シ
。
明
ノ
塔
中
ニ
付
ス
。
仲
冬
駕

ヲ
長
樂
ニ
税
ス
。

四
年
甲
戌

師
七
十
二
歳
春
。
金
龍
山
ニ
歸
ル
。
是
歳
本
應
寶
幢
閣
老
本
多

中
務
公
ノ
朝
ス
ル
ヲ
候
フ
テ
。
其
輿
ニ
從
テ
状
ヲ
上
ル
。
公
諸

ヲ
鈞
聽
ニ
達
シ
。
尋
テ
本
應
等
ニ
命
ジ
テ
。
師
ノ
東
歸
ヲ
許
ス
。

秋
九
月
師
東
歸
ノ
擧
有
リ
。拜
送
ノ
者
絡
繹
ト
シ
テ
道
ニ
載
ツ
。

師
乃
チ
先
ヅ
江
城
ニ
囘
リ
。
衙
ニ
謁
シ
テ
官
免
ヲ
蒙
リ
。
再
ビ

本
院
ニ
歸
ル
。
師
延
享
甲
子
ノ
秋
已
ニ
放
レ
テ
自
リ
。
茲
ニ
十

又
一
年
。
東
方
ノ
緇
素
戀
戀
タ
ル
コ
ト
嬰
兒
ノ
母
ヲ
寤
寐
ス
ル

ガ
如
シ
。
一
朝
師
再
ビ
山
ニ
歸
ル
ト
聞
テ
。
徒
跣
シ
テ
來
リ
。

葡
匐
シ
テ
聚
ル
。
恐
ク
ハ
其
ノ
後
レ
テ
臻
ン
コ
ト
ヲ
。
手
額
シ

テ
咸
ナ
嵩
祝
ヲ
爲
ス
。

○
冬
江
城
ノ
醫
師
山
田
龍
菴
。
師
ヲ
請
シ
テ
安
居
セ
シ
メ
。
四

事
以
テ
供
養
ス
。

五
年
乙
亥

師
七
十
三
歳
春
。
龍
菴
貲
ヲ
捨
テ
ヽ
再
ビ
庫
堂
ヲ
鼎
新
ス
。
夏

結
制
開
堂
國
ヲ
祝
ス
。
特
ニ
大
樹
君
洎
ビ
諸
宰
官
護
法
ノ
恩
ニ

酬
フ
。
野
ノ
本
光
絶
心
禪
師
白
槌
證
ヲ
爲
シ
。
濟
上
ノ
天
祥
南

山
禪
師
。
疏
ヲ
作
テ
法
筵
ヲ
稱
歎
ス
。
妙
玄
ノ
白
龍
禪
師
。
偈



黙山元轟 47

関係資料（本文）

ヲ
寄
テ
陳
賀
ス
。
寶
幢
ヲ
擧
シ
テ
半
座
ヲ
領
シ
ム
。
雲
衆
幾
ン

ト
二
千
指
。
規
繩
井
井
ト
シ
テ
爐
韛
増
々
熾
ナ
リ
。
江
湖
指
目

シ
テ
八
州
ノ
榮
ト
ナ
ス
。六
月
初
一
本
院
始
テ
戒
會
ヲ
啓
建
ス
。

○
冬
請
ニ
相
州
壽
昌
寺
ノ
亮
岱
和
尚
ノ
會
ニ
應
ジ
テ
。
安
居
仲

冬
開
戒
會
。

六
年
丙
子

師
七
十
四
歳
春
山
歸
。

○
夏
野
州
普
門
寺
祖
先
。
師
ヲ
請
シ
結
制
安
居
並
ニ
開
戒
會
。

○
冬
常
州
長
宏
寺
ノ
既
白
師
ヲ
邀
テ
聖
制
安
衆
。
戒
會
ヲ
啓
建

ス
。

七
年
丁
丑

師
七
十
五
歳
春
。
山
歸
一
日
作
務
ノ
次
。
僧
有
リ
師
ニ
覆
シ
テ

云
。
老
和
尚
到
ル
處
寶
坊
ヲ
幻
出
ス
。
只
ダ
恐
ハ
後
來
相
續
ヤ

大
難
。
師
曰
。
世
間
癈
壊
ノ
相
。
何
物
カ
萬
年
ヲ
保
ン
。
好
シ

薪
ト
爲
シ
テ
一
時
ヲ
贍
サ
バ
則
亦
タ
可
ナ
リ
。
僧
當
下
ニ
釋
然

タ
リ
。

○
夏
結
制
開
戒
會
。

八
年
戊
寅

師
七
十
六
歳
佛
生
ノ
日
。
香
拈
曰
。
右
脇
ヲ
劈
開
シ
テ
花
園
ニ

ヒ
ス
。
箇
ノ

跳
ヲ
打
シ
テ
獨
尊
ニ
誇
ル
。
縦
使
ヒ
大
ヒ
ニ

獅
子
吼
ヲ
爲
ス
モ
。
見
來
レ
バ
還
テ
衆
生
ノ
冤
ト
作
ル
。

○
夏
濃
ノ
大
垣
侯
ノ
侍
女
臺
上
院
。
鳬
氏
ニ
命
ジ
テ
巨
鐘
ヲ
範

シ
。
贈
テ
本
山
ニ

リ
。
師
之
ガ
銘
ヲ
作
ル
。

○
冬
結
制
開
戒
會
。

九
年
己
卯

師
七
十
七
歳
夏
。
相
州
玉
寶
寺
魯
洲
和
尚
師
ヲ
請
シ
結
制
。
冬

本
州
全
龍
寺
穿
山
和
尚
師
ヲ
請
シ
テ
聖
制
共
ニ
開
戒
會
。

十
年
庚
辰

師
七
十
八
歳
春
。
山
ニ
歸
ル
。

○
是
歳
大
般
若
経
全
帙
ヲ
請
シ
テ
。
永
ク
山
門
ヲ
鎭
ス
。

○
牧
吾
尼
林
氏
等
。
大
覺
寺
ノ
故
額
ヲ
獲
テ
。
移
シ
テ
之
ヲ
圓

林
山
ニ
掲
ン
ト
欲
ス
。
官
許
ヲ
得
テ
一
宗
古
刹
ノ
列
ト
ナ
ル
。

師
請
シ
テ
始
祖
ト
ナ
ス
。

○
夏
請
ニ
羽
ノ
蓬
莱
院
徳
譲
和
尚
ノ
會
ニ
應
ジ
テ
。
安
居
幷
ニ

開
戒
會
。
自
恣
ノ
後
渾
藏
ニ
上
テ
。
師
塔
ヲ
掃
ヒ
。
尋
テ
受
業

和
尚
ノ
塔
ヲ
滿
福
ニ
拜
ス
。
時
ニ
寺
主
寶
幢
及
ビ
檀
越
等
。
師

ヲ
請
シ
テ
開
戒
會
。
闔
國
拜
謁
ス
。
冬
常
州
龍
雲
寺
大
志
師
ヲ

請
シ
テ
安
居
。
因
ニ
開
戒
會
。
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十
一
年
辛
巳

師
七
十
九
歳
春
。
山
ニ
歸
リ
尋
テ
開
戒
會
。

○
是
歳
先
師
三
十
三
囘
ノ
辰
ニ
丁
ル
。
是
ニ
繇
テ
大
海
會
ヲ
建

ツ
。
雲
衲
三
千
餘
指
。
新
ニ
三
堂
ヲ
鼎
立
シ
テ
安
衆
。
○
冬
請

ニ
野
州
泉
龍
院
ノ
禪
髓
和
尚
ノ
會
ニ
應
ジ
テ
。
安
居
並
開
戒
會

緇
白
拜
趨
シ
テ
屨
戸
外
ニ
満
ツ
。

十
二
年
壬
午

師
八
十
歳
春
。
山
ニ
還
ル
。

○
夏
請
ニ
本
州
長
松
寺
抜
翠
和
尚
ノ
會
ニ
應
ジ
テ
。
安
居
並
ニ

開
戒
會
。

○
冬
十
月
師
八
旬
ノ
初
度
爲
リ
。是
ヲ
以
テ
法
屬
洎
ビ
檀
信
等
。

祝
壽
ノ
爲
ニ
請
シ
テ
結
制
ヲ
建
ツ
。
師
母
難
ノ
日
。
上
堂
以
テ

劬
勞
ノ
恩
ニ
答
フ
。
仲
冬
開
戒
會
。
圓
戒
上
堂
。
戒
子
ニ
示
シ

テ
曰
。
偉
ナ
ル
哉
不
壊
ノ
金
剛
戒
。
甘
露
普
ク
霑
界
大
千
。
性

海
ノ
波
瀾
別
味
無
シ
。
百
川
歸
ス
ル
處
自
ラ
湛
然
。

十
三
年
癸
未

師
八
十
一
歳
夏
。
野
州
宗
源
寺
堅
隆
師
ヲ
請
シ
テ
結
制
安
衆
。

而
シ
テ
戒
會
ヲ
宗
源
密
藏
正
泉
ノ
三
寺
ニ
開
ク
。
○
時
ニ
羽
ノ

千
眼
寺
玉
宥
。
預
メ
師
ヲ
請
ス
ル
ニ
冬
結
制
安
居
ノ
事
ヲ
以
テ

ス
。
師
便
チ
諾
ス
。
秋
八
月
微
恙
ヲ
示
ス
。
遠
近
驚
キ
走
ル
幾

ク
モ
無
シ
テ
愈
ユ
。
是
ニ
於
テ
將
ニ
東
應
ノ
擧
有
ン
ト
ス
。
左

右
ニ
告
テ
専
ラ
行
裝
ヲ
促
ス
。
徒
侶
曁
ビ
檀
信
等
。
屢
々
之
ヲ

止
ム
。
師
呵
シ
テ
曰
。
老
僧
豈
ニ
死
ヲ
知
ラ
ズ
ン
ヤ
。
况
ヤ
此

ノ
行
閑
遊
ニ
非
ズ
。
汝
等
宜
ク
思
フ
ベ
キ
之
釋
迦
老
師
。

始
メ
光
曜
土
從
リ
終
リ
跋
提
河
ニ
至
ル
マ
デ
。
衆
ヲ
謝
ス
ル
ノ

事
無
シ
。
是
老
僧
ガ
素
懐
ナ
リ
。
乃
チ
後
事
ヲ
光
嚴
和
尚
ニ
嘱

シ
テ
發
軫
ス
。
羽
ニ
抵
テ
再
ビ
不
安
。
然
リ
ト
雖
モ
應
機
接
物

倦
メ
ル
色
無
シ
。
一
衆
懇
ニ
授
戒
師
ヲ
請
ス
。
大
ニ
喜
デ
曰
。

婆
羅
提
木
叉
ヲ
尊
重
ス
ル
ハ
。
如
來
最
後
ノ
遺
誡
ナ
リ
。
老
僧

亦
末
後
ノ
法
施
ト
ナ
サ
ン
ト
。
遂
ニ
十
月
二
十
四
日
ヲ
以
テ
開

戒
會
。
七
日
ノ
説
戒
授
戒
ノ
儀
則
等
。
常
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
無

シ
。
四
衆
唯
最
後
ノ
示
誨
ナ
ル
コ
ト
ヲ
思
テ
。
悲
喜
交
々
集
ル
。

十
一
月
初
一
日
。
完
戒
上
堂
。
僧
問
フ
。
正
戒
ノ
相
ヲ
取
ラ
ズ
。

亦
邪
念
ノ
心
無
キ
。
是
ヲ
清
浄
ノ
戒
ト
名
ク
。
如
何
是
清
浄
戒
。

師
曰
。
何
レ
ノ
處
カ
不
清
浄
。
進
云
。
恁
麼
ナ
ル
ト
キ
ハ
則
盡

大
地
成
佛
シ
了
レ
リ
。
師
曰
。
佛
モ
亦
タ
塵
問
フ
。
高
沙
彌
受

戒
セ
ザ
ル
意
旨
如
何
ン
。
師
曰
。
美
食
飽
人
ノ
喫
ニ
中
ラ
ズ
。

僧
云
人
人
鼻
孔
遼
天
。
師
曰
。
作
麼
カ
道
ヘ
飽
滿
底
。
進
云
。
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兩
脚
地
ヲ
蹈
ム
。
師
曰
。
轉
却
了
ヤ
。
廼
チ
曰
。
戒
ニ
大
小
有

ル
コ
ト
ハ
則
機
ニ
大
小
有
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。
大
ハ
則
一
戒
ヲ
體

得
シ
テ
。
一
切
ノ
戒
直
下
ニ
了
畢
ス
。
小
ハ
則
善
知
識
ニ
遇
フ

ト
雖
ド
モ
。
一
戒
ヲ
體
得
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
。
經
ニ
曰
。
乗
ニ

於
テ
緩
ナ
ル
者
乃
チ
名
テ
緩
ト
爲
ス
。
戒
ニ
於
テ
緩
ナ
ル
者
名

テ
緩
ト
爲
サ
ズ
。
然
モ
與
麼
ナ
リ
ト
雖
ド
モ
。
衲
僧
家
大
小
ヲ

超
越
シ
。
緩
急
ヲ
坐
斷
ス
。
諸
仁
者
即
今
護
持
底
ノ
分
有
リ
ヤ
。

拂
イ
置
キ
良
久
シ
テ
下
座
。
寢
堂
ニ
入
リ
吉
祥
ニ
シ
テ
臥
ス
。

微
笑
シ
テ
左
右
ニ
謂
テ
曰
。
諸
方
ノ
知
識
末
後
恰
好
老
僧
伎
倆

無
シ
。
安
臥
シ
テ
逝
ン
。
五
日
ノ
早
晨
又
左
右
ニ
告
テ
曰
。
老

僧
今
遠
ク
徂
ン
。
汝
等
大
法
ヲ
擔
荷
シ
。
安
居
ノ
期
ヲ
全
セ
ヨ
。

至
嘱
至
嘱
ト
。
寺
主
玉
宥
遺
偈
ヲ
乞
フ
。
師
曰
。
老
僧
三
十
年

前
東
昌
ニ
在
テ
已
ニ
道
ヒ
了
レ
リ
。
復
タ
語
ル
コ
ト
莫
レ
。
湛

然
ト
シ
テ
寂
ス
。
實
ニ
寶
暦
十
三
年
癸
未
十
一
月
初
五
日
卯
ノ

上
刻
也
。
世
壽
八
十
又
一
。
法
臘
六
十
有
八
。
四
衆
哀
慟
シ
。

拜
瞻
ノ
者
堵
ノ
如
シ
。
越
ニ
ヲ
イ
テ
龕
ヲ
停
ル
コ
ト
三
日
。
顔

貌
生
ガ
如
シ
。
闍
維
シ
テ
設
利
ヲ
獲
ル
コ
ト
無
數
。
寶
瓶
ニ
盛

リ
室
内
ニ
安
ジ
テ
供
養
ス
。
解
制
ノ
後
。
博
震
侍
者
瓶
ヲ
負
テ

本
院
ニ
入
ル
。
暮
春
闍
維
ノ
法
式
ヲ
整
フ
。
遠
近
ノ
諸
徒
曁
ビ

道
俗
等
來
テ
。
紼
ヲ
執
ル
者
數
百
。
七
日
ノ
後
靈
骨
ヲ
奉
ジ
テ

ノ
乾
隅
ニ
窀
ス
。
塔
ニ
扁
シ
テ
最
勝
輪
ト
曰
フ
。
又
靈
骨
ヲ
東

昌
光
明
曇
華
永
明
圓
林
金
龍
ニ
頒
テ
。
各
處
ニ
塔
ヲ
樹
ツ
。
千

眼
ノ
玉
宥
闍
維
ノ
地
ニ
就
テ
塔
ヲ
起
ツ
。
其
ノ
嗣
法
ノ
小
師
。

素
寂
應本
。 

印
牛
田耕
。 

國
秀
庭蘭
。 

了
普
天周
。 

道
喜
應歎
。

恵
日
海東
。 

祖
先
淵天
。 

密
仙
海豪
。 

月
堂
郁天
。 

州
船
翁鐵
。

幷
潭
泉法
。 

嶽
仙
翁竺
。 

東
溟
雪嶽
。 

禪
教
燈佛
。 

悦
禪
噩曹
。

噩
丕
眼光
。 

無
根
頂絶
。 

道
機
該全
。 

文
明
噩龍
。 

樟
月
明無
。

既
白
岩雪
。 

拱
辰
嶽萬
。 

良
暁
堂關
。 

徳
如
空大
。 

寶
幢
慧天
。

白
道
超大
。 

之
雄
雄圓
。 

蟠
興
山棐
。 

大
志
天衝
。 

春
光
山蘭
。

呑
江
山鼈
。 

玉
宥
原徳
。 

鐵
如
山普
。 

大
義
峯仁
。 

文
龍
寛諦
。

牧
圓
月孤
。 

堅
隆
嶽盛
。 

健
道
雄大
。 

覺
瑞
雲抜
。 

珉
良
忍大
。

博
震
嶠黙
。 

弘
道
學絶
。 

大
雲
嶽嵩
。 

大
鵬
山眠
。 

快
山
嶽巍
。

瑞
仙
貞梵
。 

證
契
禪黙
。
等
四
十
餘
員
。
記
莂
弟
子
菴
主
。

微
笑
岩鐵
。 

玄
豁
峯孤
。 

契
愚
山寒
。
妙
心
尼
菴
主
。
徹
之
木

毬
居
士
。
芳
賀
廓
然
居
士
等
有
ル
也
。
受
業
ノ
者
若
干
人
。
結

縁
ノ
道
俗
指
モ
屈
ス
ル
ニ
遑
ア
ラ
ズ
。
語
録
若
干
巻
有
リ
。
繕

寫
シ
テ
眞
浄
閣
ニ
鎭
ス
。
若
シ
夫
レ
一
言
半
句
人
ヲ
激
發
ス
ル

ト
キ
ハ
。
則
絲
毫
モ
情
識
ニ
渉
ラ
ズ
。
心
機
ヲ
費
サ
ズ
。
只
是
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関係資料（本文）

レ
尋
常
ノ
語
話
ノ
ミ
。
一
日
長
老
有
リ
。
來
參
ス
。
云
ク
。
吾

レ
某
甲
和
尚
ノ
許
ト
ニ
於
テ
證
明
ヲ
得
タ
リ
。
請
フ
。
師
點
檢
。

師
曰
。
汝
已
ニ
他
ノ
證
明
ヲ
得
タ
リ
。
山
僧
ガ
點
檢
ヲ
要
シ
テ

何
カ
爲
サ
ン
。
長
老
禮
拜
ス
。
又
僧
有
リ
曰
。
吾
某
甲
和
尚
ノ

許
ト
ニ
於
テ
證
明
ヲ
得
タ
リ
。
請
フ
。
師
點
檢
。
師
縱
令
ヒ
釋

迦
老
師
證
明
ス
ト
モ
。
山
僧
許
サ
ズ
ト
言
テ
。
打
テ
趕
ヒ
出
ス
。

師
常
ニ
人
ヲ
接
ス
ル
ニ
則
チ
曰
。
懸
崖
手
ヲ
撒
シ
去
レ
ト
。
又

曰
ク
。
當
念
ニ
シ
去
レ
ト
。
玄
豁
菴
主
問
。
師
某
甲
ヲ
シ
テ
懸

崖
ニ
手
ヲ
撒
セ
シ
ム
。
奈
何
セ
ン
某
甲
撒
得
ザ
ル
コ
ト
ヲ
。
師

棒
ヲ
拈
ジ
テ
曰
。汝
若
シ
撒
得
ズ
ン
バ
則
老
僧
儞
ヲ
打
殺
セ
ン
。

菴
主
方
メ
テ
瞥
地
江
曾
テ
問
。
護
生
ハ
須
ク
殺
ス
ベ
シ
。
殺
シ

盡
シ
初
テ
安
居
ト
。
未
審
個
ノ
甚
麼
ヲ
殺
ス
。
師
曰
。
當
念
ヲ

殺
セ
。
云
。
殺
シ
テ
後
如
何
ン
。
師
曰
。
當
念
。
師
ノ
對
機
大

較
是
ノ
如
シ
。
小
師
巾
匜
ニ
奉
ズ
ル
コ
ト
三
十
年
。
唯
平
常
耳

目
ニ
熟
ス
ル
所
ノ
言
行
萬
一
ヲ
鈔
録
シ
テ
。
以
テ
兒
孫
ノ
羹
牆

ト
爲
シ
。
聊
カ
恩
海
ノ
一
滴
ニ
酬
ン
ト
欲
ス
。
其
ノ
備
考
ノ
如

シ
ハ
。
敬
テ
後
賢
ヲ
俟
ツ
。
伏
シ
テ
冀
ハ
先
師
ノ
法
身
窮
劫
ニ

流
傅
シ
。
道
風
永
ク
後
昆
ヲ
扇
ン
コ
ト
ヲ
。

時
ニ
明
和
四
年
丁
亥
夏
五
。筆
ヲ
迦
葉
練
兒
ノ
傅
燈
室
ニ
絶
ツ
。

武
州
迦
葉
開
山
黙
山
和
尚
年
譜
畢

　

迦
葉
法
屬
等
。
勠
力
奉
浄
貲
敬
鍥

　

開
山
老
和
尚
年
譜
一
册　

以
奉
酬

　
　

法
恩　
　
　
　
　
　
　

伏
願

　
　

奕
葉
聯
芳
布
刹
刹
傳
燈
續
焰
照

　
　

塵
塵　
　

法
孫
比
丘
金
龍
募
刻

　

安
永
九
年
龍
舎
庚
子
十
一
月
吉
旦

　
　
　
　
　
　
　

鶏
足
山
迦
葉
禪
院
識
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1944　　岡田藤吉『聖僧　黙山和尚』（人文閣）

1972　　曹洞宗全書刊行會『曹洞宗全書　史傳下』

1979　　鷲宮町史編纂室『鷲宮町諸家文書目録　第１集』（鷲宮町史資料第 6集　鷲宮町）

1980　　鷲宮町役場『鷲宮町史　史料－近世』
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1986　　鷲宮町役場『鷲宮町史　通史中巻』
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1998　　鷲宮町立郷土資料館『鷲宮ゆかりの人々』

2006　　鷲宮町立郷土資料館『第 11回企画展「鷲宮ゆかりの人々　名僧・黙山元轟」』

2007　　笹尾哲雄『秋田県の名僧』（秋田文化出版）

2008　　川口高風「黙山元轟の遺贈品について」（『愛知学院大学教養部紀要』第 56巻

	 第 2号所収）

2018　　増田町文化財協会『増田歴史散歩－総集編－』



法系図

表紙

黙山元轟の木像（迦葉院蔵）
　黙山元轟の頂相彫刻の座像。黙山の弟子、鼈山呑江が迦葉院の住職をしている時（1780年
頃）に製作され、黙山の百回忌にあたる文久2年に再興（修理）された。
　禅宗では、高僧の姿を描いた頂相（肖像画）を掲げる習慣があった。絵ではなく彫刻で表
したものを頂相彫刻と呼んでおり、江戸時代以降、盛んに製作されるようになった。

　黙山元轟の属する曹洞
宗は臨済宗、黄檗宗とと
もに禅宗の一派。仏教の
開祖「釈迦牟尼仏」を本
尊とし、曹洞宗を日本へ
伝えた道元と日本各地へ
広めた瑩山を両祖として
「一仏両祖」と呼ぶ。
　一人の師から弟子へ教
えが受け嗣がれるため、
法系図は家系図のように
なる。黙山は明峰素哲の
法を受け嗣ぐ明峰派に属
する。

歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット　④

黙山元轟の伝記

発行日　　平成31年3月27日
監修者　　川口　高風（かわぐち　こうふう）
編　集　　久喜市教育委員会文化財保護課
発　行　　久喜市教育委員会　
　　　　　〒346－0033　埼玉県久喜市下清久500－1
印　刷　　有限会社イノウ印刷
　　　　　〒346－0005　埼玉県久喜市本町2－2－21

黙山元轟の弟子たち（『迦葉黙山和尚年譜』より一覧化）

（過去七仏）

釈迦牟尼仏 

摩訶迦葉

(26 代）

菩提達磨

太祖慧可

曹渓慧能

(3 代）

青原行思

(3 代）

洞山良价

(12 代）

永平道元

(2 代）

瑩山紹瑾

明峰素哲

(16 代）

月舟宗胡

卍山道白

隠之道顕

黙山元轟

鼈山呑江 耕田印牛 本応素寂

（過去七仏）

釈迦牟尼仏 

摩訶迦葉

(26 代）

菩提達磨

太祖慧可

曹渓慧能

(3 代）

青原行思

(3 代）

洞山良价

(12 代）

永平道元

(2 代）

瑩山紹瑾

明峰素哲

(16 代）

月舟宗胡

卍山道白

隠之道顕

黙山元轟

鼈山呑江 耕田印牛 本応素寂

臨済宗・黄檗宗などの系統

南嶽懐譲

紫山道慧

臨済宗・黄檗宗などの系統

南嶽懐譲

紫山道慧

仏教の祖

禅宗の祖

曹洞宗の祖

日本曹洞宗の祖

仏教の祖

禅宗の祖

曹洞宗の祖

日本曹洞宗の祖

峨山韶碩

通幻寂霊

了庵慧明

大綱明宗

舂屋宗能

天巽慶順　即庵宗覚 在仲宗宥

　　　　　　　　　　桂堂原佐

峨山韶碩

通幻寂霊

了庵慧明

大綱明宗

舂屋宗能

天巽慶順　即庵宗覚 在仲宗宥

　　　　　　　　　　桂堂原佐

本
末
論
争

そう とう

りん ざいしゅうしゅう おうばくしゅう

どうげん

けいざん

めい ほう そ てつ

もく さん げ んごう

ぶんきゅう

ちんぞうちょうこく

　黙山が13年間使い続けたという足袋。

裏表紙

足袋（迦葉院蔵）

1 本応素寂 12 竺翁嶽仙 23 関堂良暁 34 仁峰大義 45 巍嶽快山

2 耕田印牛 13 獄雪東溟 24 大空徳如 35 諦寛文龍 46 梵貞瑞仙

3 蘭庭国秀 14 仏燈禅教 25 天慧宝幢 36 孤月牧円 47 黙禅証契

4 周天了普 15 曹噩悦禅 26 大超白道 37 盛嶽堅隆
別記庵主

5 歎応道喜 16 光眼噩丕 27 円雄之雄 38 大雄健道

6 東海恵日 17 絶頂無根 28 棐山蟠興 39 抜雲覚瑞 1 鉄岩微笑

7 天淵祖先 18 全該道機 29 衝天大志 40 大忍珉良 2 孤峰玄豁

8 豪海密仙 19 龍噩文明 30 蘭山春光 41 黙嶠博震 3 寒山契愚

9 天郁月堂 20 無明樟月 31 鼈山呑江 42 絶学弘道 4 妙心尼

10 鉄翁州船 21 雪岩既白 32 徳原玉宥 43 嵩嶽大雲 5 徹之木毬居士

11 法泉益潭 22 万嶽拱辰 33 普山鉄如 44 眠山大鵬 6 芳賀廓然居士




