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あ
り、

四
七

如
浄
は
道
元
が
入
宋
留
学
時
に
「
面
授」
を
受
け
た
南
宋
曹
洞
宗
の
人
物
で
あ
る。

如
浄
に
つ
い
て、

道
元
は、
「
太
白
峰
浄
禅
師
に
参
じ
て、

一

生
参
学
の
大
事
こ
こ
に
を
は
り
ぬ
」
（
《
弁
道
話
》）

と
言
い
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
如
浄
を
「
古
仏」

と
称
し
て
い
た。

道
元
に
と
っ
て、

如
浄

が
極
め
て
重
要
な
存
在
だ
っ
た
が、

如
浄
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
道
元
の
そ
れ
に
比
べ
、

そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。

そ

―

つ
は
如
浄
の
生
涯
を
伝
え
る
直
接
史
料
が
乏
し
い
こ
と、

も
う
―

つ
は
如
浄
の
思
想

を
伝
え
る
と
さ
れ
る
現
存
の
語
録
の
内
容
は
非
常
に
難
解
で
あ
る
こ
と、

と
い
う
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

そ
の
た
め、

従

来、

多
方
面
か
ら
研
究
が
試
み
ら
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず、

如
浄
の
人
物
像
や
そ
の
思
想
内
容
に
つ
い
て
は、

依
然
と
し
て
不
透
明
で
あ
り、

本
稿
は、

現
存
の
諸
文
献
史
料
に
依
拠
し、

従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら、

如
浄
の
生
涯
や
そ
の
語
録
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
再
検
討
し
て

み
た
い
。

如
浄
の
生
涯
に
つ
い
て
は、

現
存
の
史
料
に
限
界
が
あ
る
た
め、

詳
細
な
検
討
が
期
待
で
き
な
い
が、

ど
の
点
が
不
明
で、

問
題
と

さ
れ
て
い
る
か
を、

私
見
を
交
え
な
が
ら
概
観
す
る
こ
と
と
す
る。

如
浄
の
語
録
に
つ
い
て
は、

今
日、

伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
二
つ

―

つ
は
『
天
童
如
浄
禅
師
語
録』
（
以
下
『
如
浄
語
録』

と
略
称
す
る）

で
あ
り、

も
う
―

つ
は
『
天
童
如
浄
禅
師
続
語
録』
（
以
下
『
如

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

未
解
決
の
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

れ
に
は
種
々
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。

例
え
ば、

は

じ

め

に

特
に
そ
の
生
涯
と
語
録
を
め
ぐ
っ
て

如
浄
研
究
ノ
ー
ト
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は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
「
凡
そ
四
大
賓
刹
を
経
て
」
（
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、

浄
続
語
録
』
と
略
称
す
る
）

と
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
如
浄
の
門
人
の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
内
容
的
に
は

確
か
に
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

そ
の
上
堂
語
を
対
照
し
て
読
む
と
、
内
容
の
面
で
も
、
表
現
ス
タ
イ
ル
等
の
面
で
も
相
違
が
見
ら
れ
、

そ

の
編
集
・
成
立
に
は
問
題
視
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
如
浄
続
語
録
』
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
検
討
し
た

(
1
)
 

こ
と
が
あ
り
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
『
如
浄
語
録
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
諸
問
題
を
中
心
に
検
討
す
る
こ

と
と
す
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
道
元
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
如
浄
像
と
『
如
浄
語
録
』
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
如
浄
像
と
の
不
一
致
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
如
上
の
よ
う
な
問
題
も
実
は
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
問
題
が
解
明
さ
れ
な
い
ま
ま
、
現
存
の
『
如
浄
語
録
』
を
も
っ

て
、
性
急
に
確
か
な
如
浄
像
を
求
め
る
の
は
穏
当
を
欠
く
も
の
と
言
え
よ
う
。

あ

お

か

六
十
六
年
、
罪
犯
弥
天
。
箇
の
勃
跳
を
打
し
、
活
き
な
が
ら
黄
泉
に
陥
つ
。
嗅
、
従
来
生
死
相
い
干
さ
ず
（
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、
二
ニ
三
頁
上
）
。

如
浄
の
遺
偽
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
六
十
六
年
を
生
き
、
満
天
の
罪
を
犯
し
た
。
も
ん
ど
り
を
打
っ
て
、
喜
ん
で
黄
泉
の
国
に
往
く
。
も
と

も
と
生
は
生
で
、
死
は
死
で
あ
り
、
互
い
に
関
係
す
る
こ
と
が
無
い
か
ら
だ
。
如
浄
の
生
死
観
を
述
べ
た
内
容
の
遺
偶
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
と
も
か
く
と
し
て
、
如
浄
は
六
十
六
歳
で
生
涯
を
閉
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
六
十
六
歳
の
生
涯
で
満
天
の
罪
を
犯
し
た
と
如
浄
は
言
う
が
、

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
如
浄
が
仏
教
の
「
空
」
の
立
場
に
立
っ
て
用
い
た
自
己
否
定
の
表
現
で
あ
り
、
文
面
通
り
の
意
味
で
は
な
い
。
事
実
、
如
浄

南
宋
末
期
の
禅
林
で
傑
出
し
た
禅
僧
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
。
南
宋
景
定
四
年
(
―
二
六
三
）

一
、
如
浄
の
生
涯
に
つ
い
て

一
三
三
頁
上
）
、
「
六
た
び
道
場
に
坐
し
」
（
同
）
た
と
伝
え
ら
れ
、

し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
、
彼
の
死
後
に
相
継
い
で
成
立
し
た
数
多
く
の
灯
史
・
僧
伝
・
語
録
類
で
彼
の
生
涯
に
言
及
す
る
も
の
は
、
殆
ど
無

の
成
立
と
さ
れ
る
『
枯
崖
和
尚
漫
録
』
巻
上
の
如
浄
章
に
見
え
る
記
事
は
、
今
日
一
般
に
知
ら
れ
る
如
浄

四
八



で
あ
る
が
、
例
え
ば
、

の
で
あ
り
、
伝
記
ら
し
い
こ
と
が
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

に
関
す
る
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
が
、

四
九

そ
こ
で
は
、
如
浄
は
性
格
が
「
豪
爽
」
で
、
当
時
の
禅
林
で
「
浄
長
」
と
呼
ば
れ
、
道
号
を
用
い
な
か
っ

た
こ
と
、
無
字
の
公
案
を
示
衆
し
た
こ
と
、
臨
終
の
際
に
嗣
法
香
を
焼
い
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
如
浄
の
生
涯
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

如
浄
の
名
が
は
じ
め
て
灯
史
・
僧
伝
類
に
見
え
る
の
は
、

元
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
成
立
し
た
諸
文
献
で
あ
る
。
そ
れ
ら
灯
史
・
僧
伝
に
お
け

る
如
浄
の
記
事
で
は
如
浄
の
名
を
列
す
る
だ
け
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
『
如
浄
語
録
』

に
典
拠
を
求
め
得
る
、
如
浄
の
禅
風
の
み
を
述
べ
た
も

如
浄
の
生
涯
が
中
国
の
灯
史
類
な
ど
に
詳
細
に
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
な
こ
と
は
不
明

五
家
宗
派
の
中
に
、
曹
洞
は
則
ち
機
関
露
れ
ず
、
臨
済
は
則
ち
棒
喝
分
明
な
り
。
荀
に
其
の
由
を
得
れ
ば
、
門
戸
入
り
易
し
。
取
捨
少
し
く
異
な
り
作
用
同
じ
か

み

ち

こ

と

ら
ず
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
を
要
す
る
に
塗
を
殊
に
し
て
致
を
一
に
す
る
の
み
。
惟
だ
天
童
浄
禅
師
は
流
れ
ず
侍
ら
ず
兼
ね
て
之
れ
を
有
す
。
自
ら
一
家
を
成
し
て

八
面
に
敵
を
受
く
（
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、
ニ
ニ
頁
上
）

と
如
浄
を
「
道
誼
の
友
」
と
称
す
る
呂
議
が
述
べ
る
如
く
、
宗
派
意
識
の
強
い
南
宋
禅
林
で
如
浄
が
特
定
の
一
宗
一
派
の
禅
風
の
確
立
を
目
指

さ
な
か
っ
た
こ
と
に
一
因
が
あ
る
も
の
と
推
測
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
記
録
が
こ
の
他
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

如
浄
か
ら
「
面
授
」
を
受
け
た
道
元
は
そ
の
著
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
で
折
に
触
れ
、
如
浄
の
生
涯
に
つ
い
て
発
言
し
て
お
り
、

る
よ
う
に
、

宗
学
者
面
山
瑞
方
(
-
六
八
三

S
一
七
六
九
）

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

ま
た
、
道
元

の
門
徒
で
、
道
元
伝
を
述
べ
た
室
町
時
代
の
建
棚
の
手
に
よ
る
『
建
棚
記
』
な
ど
に
も
幾
つ
か
の
記
事
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
後
述
す

そ
れ
ら
の
殆
ど
は
断
片
的
な
記
事
に
留
ま
る
も
の
で
、
詳
細
で
は
な
い
し
、
矛
盾
す
る
点
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
曹
洞

は
『
天
童
如
浄
禅
師
行
録
』
を
著
し
て
い
る
。
書
名
か
ら
見
る
と
、
如
浄
の
生
涯
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
『
如
浄
語
録
』

の
中
の
上
堂
示
衆
語
を
幾
つ
か
集
め
た
だ
け
で
、
如
浄
の
伝
記
と
は
言
い
難
い
。
如

浄
の
生
涯
の
詳
細
を
伝
え
る
記
事
が
中
国
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
存
在
し
な
い
の
は
、
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。



如
浄
の
出
自
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
い
る
の
は
、

1
、
出
自

そ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
な
る
。

如
浄
の
生
涯
に
関
す
る
従
来
の
研
究
と
し
て
、

と
が
で
き
る
。
書
名
か
ら
は
、
道
元
の
研
究
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
如
浄
を
扱
っ
て
い
る
。
伊
藤
は
そ
こ
で
『
如
浄
語
録
』
を
中
心
資
料

と
し
、
灯
史
な
ど
を
参
考
し
つ
つ
、
如
浄
の
語
録
と
生
涯
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
宇
井
伯
寿
も
『
第
三
禅
宗
史
研
究
』
（
岩
波
書
店
、

昭
和
一
八
年
）

ま
ず
伊
藤
慶
道
の
『
道
元
禅
師
研
究

第
一
巻
』
（
大
東
出
版
、
昭
和
一
四
年
）
を
挙
げ
る
こ

で
「
投
子
義
青
と
そ
の
以
後
の
法
孫
、
七
天
童
如
浄
」
と
い
う
節
を
設
定
し
て
い
る
が
、
伊
藤
の
研
究
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
た

も
の
と
言
え
る
。
近
年
に
は
、
佐
藤
秀
孝
・
鏡
島
元
隆
に
よ
る
一
連
の
新
し
い
研
究
が
あ
り
、
注
目
に
値
す
べ
き
で
あ
る
。
佐
藤
は
灯
史
な
ど

の
基
本
資
料
に
依
拠
し
つ
つ
、

さ
ら
に
幾
つ
か
の
傍
証
資
料
を
提
示
し
、
如
浄
の
生
涯
に
関
す
る
新
し
い
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
鏡
島
は
現
存

の
『
如
浄
語
録
』
に
注
釈
・
訳
語
を
付
け
る
と
共
に
、
如
浄
の
生
涯
を
、
「
参
学
時
代
」
・
「
出
生
時
代
」
・
「
嗣
法
お
よ
び
門
人
」
に
分
け
て
詳
細

に
考
察
し
、
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
（
春
秋
社
、

一
九
八

0
年
）
と
い
う
大
著
を
公
刊
し
て
い
る
。
以
下
、
如
浄
の
生
涯
を
め
ぐ
る
検
討
は
、

―
つ
は
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
．
《
行
持
》
巻
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
先
師
天
童
和
尚
は

越
上
人
事
な
り
」
と
述
べ
、
如
浄
を
「
越
上
」
の
人
と
し
て
い
る
。
螢
山
紹
瑾
の
『
伝
光
録
』
の
如
浄
章
や
建
揃
の
「
建
揃
記
』
も
如
浄
を
「
越

上
」
の
人
と
し
て
い
る
が
、
《
行
持
》
巻
の
そ
れ
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
う
―
つ
は
『
天
童
如
浄
禅
師
続
語
録
跛
』
（
以
下
『
如
浄
続

語
録
跛
』
と
略
称
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
『
如
浄
続
語
録
跛
』
も
道
元
の
撰
と
な
っ
て
い
る
が
、

正
蔵
』
四
八
巻
、

一
三
六
頁
下
）

と
述
べ
、
如
浄
を
「
明
州
葦
江
」
の
人
と
し
て
お
り
、
先
の
《
行
持
》
巻
の
記
述
と
は
異
な
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
当
時
の
地
方
誌
に
は
「
葦
江
」
と
い
う
地
名
が
見
え
ず
、

そ
こ
で
は
「
師
諒
如
浄
、
明
州
葦
江
人
也
」
（
『
大

そ
の
説
の
信
憑
性
が
問
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
の
「
越
上
」
説
を
取

る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
傍
証
史
料
と
し
て
、
佐
藤
秀
孝
は
そ
れ
を
瑞
長
本
『
建
棚
記
』
に
見
え
る
以
下
の
記
事
に
求
め
て
い
る
。

五
〇



御
母
、
和
尚
ヲ
芋
ミ
給
時
、
天
衣
ノ
山
神
、
之
二
児
ヲ
授
ク
ト
夢
ミ
給
ウ
也

五

こ
の
記
事
は
、
如
浄
の
母
は
如
浄
を
卒
ん
だ
際
、
天
衣
の
山
神
が
児
を
授
け
て
く
れ
る
夢
を
見
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
『
建
棚
記
』
が
何
を
根

拠
に
こ
の
伝
承
を
伝
え
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
佐
藤
は
そ
こ
に
見
え
る
「
天
衣
」
の
語
に
注
目
し
、
如
浄
の
出
身
地
を
「
越
上
」
と
す
る
根

拠
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
佐
藤
に
よ
れ
ば
、
『
嘉
泰
会
稽
志
』
巻
九
「
山
」
（
山
陰
県
）
に
「
天
衣
禅
院
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
見
え
る
他
、
同

じ
く
巻
七
「
寺
院
」
（
山
陰
県
）
に
も
「
天
衣
寺
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
「
天
衣
と
は
実
に
如
浄
の
郷
関
と
さ
れ
る
越
州
に

(
2
)
 

あ
る
寺
の
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
で
あ
る
と
い
う
。
佐
藤
の
説
に
は
か
な
り
の
根
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
如
浄
の
出
身
地
を
「
越
上
」
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
「
越
上
」
と
は
越
州
（
紹
興
府
）
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
生
年
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
如
浄
の
遺
偶
で
六
十
六
歳
と
さ
れ

て
い
る
な
ど
に
よ
り
、

そ
れ
を
逆
算
し
て
、
南
宋
隆
興
元
年
(
-
―
六
三
）

と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
佐
藤
が
古
写

本
『
建
棚
記
』
な
ど
に
基
づ
き
、
如
浄
の
卒
年
を
宝
慶
三
年
(
―
ニ
ニ
七
）
と
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
説
を
提
示
し
て
お
り
、
そ

(
3
)
 

の
た
め
、
生
年
を
紹
興
三
十
二
年
(
-
―
六
二
）
と
訂
正
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。
本
稿
の
如
浄
の
生
卒
年
も
佐
藤
の
説
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

俗
姓
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
『
如
浄
続
語
録
跛
』
で
は
「
愈
氏
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を
傍
証
す
る
史
料
が
な
い
。
前
述
の
佐
藤
は
、

『
如
浄
語
録
』
巻
末
の
「
源
山
主
求
賛
頂
相
」
に
お
い
て
如
浄
が
「
箇
是
浄
慈
毛
和
尚
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
「
毛
和
尚
」
は
如
浄
の

(
4
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自
称
語
で
あ
り
、
如
浄
の
俗
姓
を
毛
氏
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
当
該
傷
文
の
文
脈
に
即
し
て
理
解
す

れ
ば
、
「
毛
和
尚
」
を
如
浄
が
俗
姓
を
も
っ
て
自
称
し
た
も
の
と
見
る
に
は
無
理
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
佐
藤
が
そ
の
論
証
と
し
て
、

六
祖
慧
能
の
「
慮
行
者
」
や
南
泉
普
願
の
「
王
老
師
」
お
よ
び
睦
州
道
蹂
の
「
陳
尊
宿
」
な
ど
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
対

し
て
は
疑
問
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
例
は
そ
れ
ぞ
れ
の
俗
姓
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
自
称
語
で
は
な
い
。
当
時
も
し

く
は
後
の
人
が
親
し
み
を
も
っ
て
付
け
た
呼
び
方
な
の
で
あ
る
。
筆
者
も
、
如
浄
の
俗
姓
は
毛
氏
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
が
、
佐
藤

も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
確
か
な
根
拠
が
存
在
し
な
い
限
り
、
断
定
は
で
き
な
い
。

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

さ
ら
に



ろ
う
。

2
、
出
家
修
行

如
浄
が
い
つ
ど
こ
で
出
家
し
た
か
に
つ
い
て
の
記
事
も
存
し
な
い
。
道
元
は
前
述
の
『
正
法
眼
蔵
』
．
《
行
持
》
巻
で
出
家
後
の
如
浄
の
行
動

先
師
天
童
和
尚
は
越
上
人
事
な
り
。
十
九
歳
に
し
て
教
学
を
す
て
て
参
学
す
る
に
、
七
旬
に
お
よ
ん
で
な
ほ
不
退
な
り
（
水
野
穂
弥
子
校
注
『
正
法
眼
蔵

（
一
）
』
三
九

0
頁
、
岩
波
文
庫
）

先
師
は
十
九
歳
よ
り
離
郷
尋
師
、
弁
道
功
夫
す
る
こ
と
、
六
十
五
載
に
い
た
り
て
な
ほ
不
退
不
転
な
り
（
同
、
三
九
二
頁
）

先
師
よ
の
つ
ね
に
普
説
す
、
「
わ
れ
十
九
載
よ
り
こ
の
か
た
、
あ
ま
ね
く
諸
方
の
叢
林
を
ふ
る
に
、
為
人
師
な
し
。
十
九
歳
よ
り
こ
の
か
た
、
一
日
一
夜
も

不
凝
蒲
団
の
日
夜
あ
ら
ず
」
（
同
、
三
九
四
頁
）

三
回
と
も
坐
禅
に
対
す
る
如
浄
の
強
い
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
る
事
柄
に
微
妙
な
違
い
も
看
取
さ
れ
る
が
、

せ
て
読
む
と
、
如
浄
は
十
九
歳
で
故
郷
を
離
れ
る
と
共
に
、

そ
れ
ら
を
併

そ
れ
ま
で
学
ん
で
い
た
教
学
も
す
て
て
、
諸
方
へ
の
参
学
に
出
か
け
た
、

と
い
う

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
故
郷
を
離
れ
る
以
前
に
、
「
教
学
」
を
学
ん
で
い
た
か
ら
、
如
浄
は
故
郷
で
出
家
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
れ
を
前
述
の
如
浄
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
「
天
衣
の
山
神
」
の
伝
承
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
如
浄
が
天
衣
寺
で
出
家
し
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し

か
し
、
天
衣
寺
が
「
教
学
」
の
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
根
拠
は
無
い
。
佐
藤
が
紹
介
し
た
『
嘉
泰
会
稽
志
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

天
衣
寺
の
山
名
は
法
華
山
と
さ
れ
る
が
、
「
宣
和
初
、
改
僧
為
徳
士
、
寺
院
為
宮
観
」
と
あ
る
よ
う
に
、
北
宋
徽
宗
宣
和
年
間
（
一
―
―
九

s-

―
二
五
）
の
初
め
頃
に
は
道
観
に
改
め
ら
れ
、
道
観
と
し
て
存
在
し
て
い
た
時
代
も
あ
り
、
ま
た
、
『
如
浄
語
録
』
に
跛
を
寄
せ
た
文
蔚
が
「
天

衣
住
山
比
丘
」
と
自
称
し
て
お
り
、
文
蔚
が
楊
枝
派
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
は
禅
寺
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
如
浄

が
故
郷
の
い
ず
れ
の
寺
院
で
出
家
し
、
「
教
学
」
を
学
ん
で
い
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
故
郷
で
出
家
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
認
め
て
よ
か

③②  ①
 

に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
三
回
言
及
し
て
い
る
。

五



十
九
歳
、
故
郷
を
離
れ
る
と
共
に
、

そ
れ
ま
で
学
ん
で
い
た
「
教
学
」
を
す
て
て
、
諸
方
の
叢
林
へ
の
参
学
に
出
か
け
た
如
浄
は
そ
の
後
、
如

何
な
る
行
動
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
伝
え
る
直
接
の
史
料
が
存
在
し
な
い
た
め
、
詳
細
に
つ
い
て
も
、
実
は
不
明
で
あ
る
。
『
如
浄
語

録
』
に
は
以
下
の
二
つ
の
文
章
が
見
え
、
当
該
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
―
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

始
以
竹
箆
子
久
知
痛
痒
、
後
因
一
滴
水
漸
至
彰
衝
（
『
大
正
大
蔵
経
』
四
八
巻
‘
―
ニ
―
頁
上
）

如
浄
行
脚
四
十
余
年
、
首
到
乳
峰
、
失
脚
堕
於
陥
穿
。
此
香
今
不
免
枯
出
鈍
置
我
前
住
雪
賓
足
庵
大
和
尚
（
同
、

一
三
三
頁
上
）

五

①
は
『
如
浄
語
録
』
に
序
を
寄
せ
た
呂
瀬
の
言
葉
で
あ
る
。
「
竹
箆
子
」
と
は
臨
済
禅
の
間
で
提
唱
さ
れ
た
公
案
で
あ
り
、
「
一
滴
水
」
と
は
曹

源
一
滴
水
の
こ
と
で
、
曹
洞
宗
の
師
承
の
綿
密
さ
を
示
す
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
抽
象
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
①
は
如
浄
が
参
学
の
初
め
に

竹
箆
子
の
公
案
を
枯
提
す
る
臨
済
宗
の
宗
師
に
学
び
、
後
に
曹
源
一
滴
の
水
を
汲
む
洞
上
綿
密
の
宗
師
に
参
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
理
解

し
て
よ
い
。
②
は
如
浄
が
「
臨
終
拮
香
」
に
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
中
に
見
え
る
「
乳
峰
」
と
は
雪
賓
山
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
失

脚
堕
於
陥
穿
」
と
は
、
文
面
の
ま
ま
で
は
失
脚
し
て
陥
穿
に
堕
っ
た
と
の
意
味
に
な
る
が
、
如
浄
が
臨
終
に
際
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
む
し
ろ
、
真
実
の
仏
法
に
出
会
っ
た
こ
と
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
如
浄
は
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
遺

偶
で
六
十
六
年
の
生
涯
を
「
罪
犯
弥
天
」
と
表
現
し
て
い
る
し
、
道
元
も
ま
た
如
浄
と
の
出
会
い
を
「
山
僧
（
道
元
）

し
て
い
る
。

余
年
、
乳
峰
に
い
た
り
、

く
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
如
浄
は
雪
賓
山
資
聖
寺
の
前
住
で
あ
る
足
庵
智
鑑
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
真
実
の
仏
法
を
理
解
し
得
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
足
庵
智
鑑
(
―

1
0五

s-
―
九
二
）

れ
ば
、
淳
煕
十
一
年
（
―
-
八
四
）
か
ら
紹
熙
二
年
(
-
―
九
一
）
ま
で
の
間
と
さ
れ
て
お
り
、
如
浄
が
足
庵
に
参
じ
た
の
は
、
足
庵
の
最
晩

(
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年
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
①
の
「
一
滴
の
水
」
は
こ
の
足
庵
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

②①  

一
般
の
言
語
表
現
で
は
な
く
、
禅
語
表
現
と
し
て
そ
れ
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
②
は
、
如
浄
が
行
脚
し
て
四
十

は
じ
め
て
真
実
の
仏
法
に
出
会
い
、
今
は
此
の
香
を
枯
出
し
、
暫
く
我
が
前
住
の
雪
賓
足
庵
智
鑑
和
尚
に
献
げ
て
お

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

に
護
か
れ
る
」
と
表
現

は
曹
洞
宗
の
人
物
で
あ
り
、
雪
賓
山
資
聖
寺
へ
の
住
持
は
、
石
井
修
道
の
考
察
に
よ



足
庵
以
外
に
、
如
浄
が
さ
ら
に
幾
人
か
の
人
に
参
じ
て
い
た
が
、

そ
の
前
後
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
中
、
如
浄
が
参
じ
た
と
さ
れ

る
一
人
に
、
径
山
に
住
持
し
て
い
た
仏
照
徳
光
(
-
―
ニ
―
¥
―
二

0
三
）
が
い
る
こ
と
は
同
じ
く
道
元
の
《
行
持
》
巻
で
知
ら
れ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
如
浄
が
「
径
山
に
掛
錫
」
し
た
が
、
仏
照
徳
光
を
道
心
な
く
、
貪
名
愛
利
で
、
「
各
自
理
会
」
を
主
張
し
た
と
し
、
痛
烈
に
批
判
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
径
山
で
の
如
浄
の
掛
錫
は
短
期
間
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
仏
照
徳
光
が
径
山

に
住
持
し
た
の
は
紹
煕
四
年
（
―
-
九
三
）

そ
し
て
、

も
う
一
人
、
松
源
崇
岳
（
―
-
三
二
＼
―
二

0
二）

ら
れ
る
。
『
松
源
崇
岳
禅
師
語
録
』
巻
下
に
「
示
如
浄
禅
人
」
と
題
す
る
偶
が
あ
り
、
『
如
浄
語
録
』
に
は
、
「
柱
杖
寄
松
源
和
尚
」
と
題
す
る
偽

が
見
え
る
。
鏡
島
は
、
如
浄
が
参
じ
た
人
と
し
て
、

か
れ
ら
を
す
べ
て
足
庵
に
参
じ
る
以
前
の
こ
と
と
見
て
い
る
が
、
佐
藤
は
そ
れ
に
対
し
、
反
対
の
見
解
を
提
示
し
て
お
り
、
確
定
に
は
至
っ
て

(
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い
な
い
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、
現
存
の
文
献
史
料
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
如
浄
の
出
家
・
修
行
に
関
し
て
は
、
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
僅
か

に
判
明
し
て
い
る
の
は
、
如
浄
が
故
郷
で
出
家
し
、
十
九
歳
に
故
郷
を
離
れ
る
と
同
時
に
、

へ
参
学
し
、
雪
賓
山
で
足
庵
智
鑑
に
出
会
い
、

源
崇
岳
な
ど
に
も
参
じ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
程
度
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

3
、
寺
院
へ
の
晋
住

ま
で
の
間
、
仏
照
徳
光
を
尋
ね
た
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

四
月
と
さ
れ
、
慶
元
元
年
(
-
―
九
五
）
に
引
退
し
た
か
ら
、
如
浄
が
三
十
一
歳
か
ら
三
十
三
歳

に
参
じ
た
こ
と
は
『
松
源
崇
岳
禅
師
語
録
』
や
『
如
浄
語
録
』
に
よ
っ
て
知

さ
ら
に
無
用
浄
全
（
―
-
三
七
＼
―
二

0
七
）
、
庵
宗
演
（
生
卒
不
詳
）
を
挙
げ
る
と
共
に
、

そ
れ
ま
で
学
ん
で
い
た
「
教
学
」
を
棄
て
、
諸
山

は
じ
め
て
真
実
の
仏
法
で
あ
る
曹
洞
禅
を
身
に
つ
け
た
が
、

そ
の
後
、

さ
ら
に
仏
照
徳
光
や
松

如
浄
の
寺
院
へ
の
晋
住
に
つ
い
て
は
、
晋
住
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
で
述
べ
た
上
堂
語
を
纏
め
た
語
録
が
現
在
残
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に

五
四



よ
り
、
あ
る
程
度
の
こ
と
が
判
明
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
の
上
堂
語
は
も
と
も
と
果
た
し
て
晋
住
し
た
寺
院
の
年
時
順
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
現
存
の
『
如
浄
語
録
』
に
よ
れ
ば
、

に
晋
住
し
た
寺
院
は
建
康
府
（
今
の
南
京
）
の
清
涼
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
晋
住
の
年
時
は
、

初
五
日
、
於
華
蔵
褒
忠
禅
寺
受
請
入
寺
」
（
『
大
正
大
蔵
経
』
四
八
巻
、

あ
り
、
当
時
、
如
浄
は
な
お
華
蔵
褒
忠
禅
寺
に
滞
在
中
で
、
請
を
受
け
て
清
涼
寺
に
晋
住
し
た
の
で
あ
る
。
清
涼
寺
へ
晋
住
す
る
以
前
、

華
蔵
褒
忠
禅
寺
に
滞
在
し
て
い
た
か
ら
、
如
浄
が
修
行
し
た
寺
院
は
、
華
蔵
褒
忠
禅
寺
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と

し
て
、
こ
の
清
涼
寺
を
含
め
、
如
浄
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
「
六
た
び
道
場
に
座
し
」
た
と
さ
れ
て
い
る
。

州
瑞
厳
寺
、
③
臨
安
府
浄
慈
寺
、
④
明
州
瑞
厳
寺
、
⑤
再
住
浄
慈
寺
、
⑥
明
州
天
童
寺
で
あ
る
。
中
に
は
再
住
し
た
寺
院
も
含
ま
れ
て
い
る
。

『
如
浄
語
録
』
の
呂
滴
の
序
に
見
え
る
「
凡
歴
四
大
賓
刹
」
は
、
恐
ら
く
、
清
涼
・
瑞
巌
（
明
州
）
、
浄
慈
・
天
童
の
四
ヶ
寺
を
指
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
う
ち
の
④
の
瑞
巌
寺
晋
住
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、

は
不
明
で
あ
る
が
、
前
掲
の
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
．
《
行
持
》
巻
で
は
趙
提
挙
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
趙
提
挙
と
は
、
道

元
に
よ
れ
ば
、
「
嘉
定
聖
主
の
胤
孫
な
り
、
知
明
州
軍
州
事
・
管
内
勧
農
使
な
り
」
と
具
体
的
に
そ
の
出
身
や
官
職
を
記
し
て
お
り
、
実
在
の
人

物
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
こ
の
話
は
、
道
元
に
言
わ
せ
れ
ば
平
侍
者
の
日
録
に
記
さ
れ
て
お
り
、

る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
石
井
修
道
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
『
宝
慶
四
明
志
』
巻
一
に
見
え
る
趙
師
岳
が
こ
こ
に
出

て
く
る
「
趙
提
挙
」
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
、
趙
師
岳
を
如
浄
の
五
山
へ
の
出
世
を
手
助
け
た
外
護
者
の
一
人
と
す
る
一
方
、
こ
の
話
を
、
如

(
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浄
が
明
州
瑞
巌
寺
晋
住
の
時
に
起
こ
っ
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
如
浄
が
嘉
定
の
皇
帝
寧
宗
よ
り
紫
衣
師
号
を
賜
れ
ん
と
し
て
こ
れ
を
辞
表
し
た
話
も
伝
え
ら
れ
て
お

同
じ
く
《
行
持
》
巻
に
は
、

り
、
如
浄
の
行
持
の
一
端
が
窺
え
る
が
、

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

五
五

そ
の
最
初
に
「
清
涼
寺
語
録
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
如
浄
が
最
初

―
ニ
―
頁
下
）

そ
の
冒
頭
に
、
「
師
於
嘉
定
三
年
十
月

と
あ
る
よ
う
に
、
嘉
定
三
年
(
―
二

0
三）

の
こ
と
で

な
お

つ
ま
り
、
①
建
康
府
清
涼
寺
、
②
台

そ
れ
と
も
⑤
の
再
住
浄
慈
寺
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
詳
細

し
か
も
漢
文
体
の
ま
ま
と
な
っ
て
い

そ
れ
と
は
別
に
、
佐
藤
が
紹
介
し
た
『
北
躙
文
集
』
巻
一

0
所
収
の
「
道
場
山
北
海
禅
師
塔
銘
」
に



乃
束
包
下
三
破
、
尋
訪
本
色
宗
工
。
見
松
源
岳
子
報
慈
、
拍
無
用
全
子
天
童
、
遂
識
無
用
之
用
、
而
悟
岳
之
不
己
欺
。
分
座
子
双
径
石
橋
宣
之
席
、
端
開
法
子

四
明
天
王
寺
。
邁
海
納
子
不
称
心
而
称
北
海
、
声
猟
猟
叢
林
中
。
瑞
厳
大
同
全
、
以
金
山
薦
諸
廟
堂
。
希
夷
・
如
浄
、
在
南
北
山
椅
角
氾
。
勝
己
者
止
秀
之
本
覚
。

老
披
昔
三
過
此
、
所
謂
、
三
過
門
間
老
病
死
、
一
弾
指
頃
去
来
今
。
為
郷
老
人
文
公
発
。
旧
有
堂
曰
、
三
過
、
余
為
之
記
。
居
無
何
、
夷
・
浄
之
祖
不
行
、
移
湖

之
道
場
。
凡
若
干
年
、
振
墜
起
廃
、
一
新
土
木
。

こ
れ
は
初
住
浄
慈
寺
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
再
住
浄
慈
寺
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
判
断
し
難
い
。
大
意
を
要
約
す
る
と
、
北

海
悟
心
が
尋
師
訪
道
す
る
中
、

ま
ず
報
慈
寺
に
お
い
て
松
源
崇
岳
を
、
次
い
で
天
童
寺
に
お
い
て
無
用
浄
全
を
尋
ね
た
が
、
二
人
の
禅
風
に
つ

い
て
理
解
で
き
た
た
め
、
径
山
の
石
橋
可
宣
の
席
に
分
座
さ
れ
、

さ
ら
に
は
、

四
明
の
天
王
寺
で
開
堂
説
法
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
声
望

が
高
く
、
瑞
巌
寺
の
大
同
道
全
は
、
北
海
悟
心
を
金
山
竜
滸
寺
に
推
挙
し
た
が
、
北
山
（
霊
隠
寺
）

の
希
夷
と
南
山
（
浄
慈
寺
）

の
如
浄
が
そ

れ
を
阻
止
し
た
。
し
か
し
、
幾
ば
く
も
な
く
、
希
夷
と
如
浄
に
よ
る
阻
止
も
及
ば
ず
、
北
海
悟
心
は
湖
州
の
道
場
山
（
護
聖
万
寿
寺
）
に
移
し
、

つ
い
に
は
道
場
山
に
晋
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
彼
は
数
年
を
か
け
て
、
荒
廃
と
し
て
い
た
道
場
を
改
め
、
伽
藍
を
面
目
一
新
に
し
た

〇

ぷ
ノ

ヽ

と
し

つ
ま
り
、
如
浄
が
、
北
海
悟
心
を
金
山
竜
滸
寺
の
住
職
と
し
て
推
薦
す
る
こ
と
に
対
し
非
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

事
情
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
塔
銘
の
作
者
北
躙
居
簡
（
―
-
六
四
＼
―
二
四
六
）
が
何
も
記
し
て
お
ら
ず
、
不
明
で
あ
り
、
「
勝
己
者
止
秀
之

本
覚
」
と
の
文
字
は
あ
る
い
は
そ
れ
を
間
接
的
に
伝
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
漠
然
と
し
た
意
味
で
あ
り
、
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
判
ら

な
い
。
し
か
し
、
塔
銘
全
体
か
ら
、
居
簡
は
北
海
悟
心
に
対
し
同
情
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
佐
藤
は
こ
の
記
事
を
「
如
浄
の
伝
記
の
一

面
を
窺
う
上
か
ら
は
、

よ
る
如
浄
の
「
感
情
的
な
行
動
」
、
「
浙
僧
（
希
夷
・
如
浄
）

見
え
る
以
下
の
記
事
も
興
味
深
い
。

と
川
僧
（
悟
心
・
居
簡
）

は
な
は
だ
し
く
相
応
し
く
な
い
内
容
」
と
し
、
「
マ
イ
ナ
ス
の
記
事
」
と
見
る
と
同
時
に
、
北
海
悟
心
と
の
人
間
関
係
に

(
9
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と
の
対
立
に
よ
る
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
興
味
深
い

指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
視
点
を
変
え
て
言
え
ば
、
北
海
悟
心
の
金
山
竜
滸
寺
へ
の
晋
住
を
拒
ん
だ
の
は
、
北
海
悟
心
が
金
山
竜
滸
寺
の

住
職
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
如
浄
が
判
断
し
た
た
め
で
あ
り
、
当
時
の
禅
林
で
厚
い
信
頼
を
得
て
い
た
如
浄
の
人
柄
や
人
望
が
具
体
的
に
反

五
六



検
討
し
て
み
た
い
。

二
、
『
如
浄
語
録
』
に
つ
い
て

二
七
）
七
月
十
七
日
、
六
六
歳
で
示
寂
し
た
。

つ
い
で
南
谷
庵
に
葬
ら
れ
た
と
伝
え
る
。

映
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

五
七

い
ず
れ
に
し
ろ
、
傍
証
資
料
が
な
い
た
め
、
こ
れ
も
―
つ
の
推
測
に
過
ぎ

な
い
が
、
天
童
山
景
徳
寺
に
入
山
す
る
以
前
の
如
浄
は
浙
江
の
禅
林
で
か
な
り
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

如
浄
が
天
童
山
景
徳
寺
に
晋
住
し
た
の
は
、
嘉
定
十
七
年
(
―
ニ
ニ
四
）
秋
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
晋
住
に
つ
い
て
の
確
か
な
理
由
は
不

明
で
あ
る
が
、
『
如
浄
語
録
』
に
「
派
和
尚
遺
書
至
上
堂
」
が
あ
り
、
前
住
の
無
際
了
派
の
死
去
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
天

童
山
景
徳
寺
は
『
天
童
寺
志
』
に
よ
れ
ば
、
太
白
名
山
と
も
呼
ば
れ
、
南
宋
禅
林
の
五
山
の
第
三
に
位
置
す
る
禅
寺
で
あ
る
。
如
浄
が
勅
を
受

け
て
晋
住
し
た
が
、
晋
山
に
因
ん
だ
法
語
は
「
明
州
天
童
景
徳
寺
語
録
」
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
如
浄
の
心
情
が
窺
え
る
。
如

浄
の
晩
年
は
天
童
山
で
過
ご
し
た
が
、
宝
慶
元
年
、
道
元
の
入
門
を
受
け
た
。

す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
現
存
す
る
如
浄
の
語
録
は
『
如
浄
語
録
』
と
『
如
浄
続
語
録
』
と
称
さ
れ
る
二
種
が
あ
る
。
後
者
は
い
わ
ゆ
る

(10) 

前
者
に
収
録
漏
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
続
語
録
と
称
さ
れ
る
所
以
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
の
『
如
浄
語
録
』
を
取
り
上
げ
、
ま

ず
そ
の
編
集
・
開
板
の
経
緯
、
諸
テ
キ
ス
ト
、
内
容
構
成
に
つ
い
て
概
観
し
、
次
い
で
そ
れ
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
る
問
題
点
を
再

『
如
浄
語
録
』

の
ち
に
病
気
の
た
め
、
天
童
山
を
退
院
し
、
宝
慶
三
年
(
―
二

の
編
集
は
、
高
原
祖
泉
の
跛
と
天
衣
文
蔚
の
序
に
よ
れ
ば
、
如
浄
が
紹
定
元
年
(
―
ニ
ニ
八
）
七
月
十
七
日
に
示
寂
す
る
や
、

す
で
に
弟
子
ら
に
よ
っ
て
取
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
翌
二
年
六
月
に
、
如
浄
の
門
下
の
一
人
、
広
宗
が
縁
を
募
っ
て

開
板
し
た
と
祖
泉
の
校
勘
記
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
呂
瀬
の
手
に
よ
る
序
が
見
え
、
「
宗
上
人
以
師
之
法
語
伸
予
序
其
篇
首
」
と
あ
る
よ

こ、

A

つ
ー

そ
れ
は
「
宗
上
人
」
の
依
頼
に
応
じ
て
呂
瀬
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
呂
瀬
は
そ
こ
で
如
浄
を
「
道
誼
の
友
」
、
「
同
郷
国

如
浄
研
究
ノ
ー
ト



一
、
『
天
童
浄
禅
師
語
録
』
（
一
巻
、
面
山
瑞
方
刊
）
、
こ
ヽ

の
人
」
と
称
し
て
お
り
、
如
浄
と
の
関
係
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
呂
羅
自
身
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て

「
宗
上
人
」
と
は
如
浄
の
門
下
の
人
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
の
広
宗
な
の
か
、
そ
れ
と
も
『
如
浄
語
録
』
の
中
の
《
台
州
瑞
巌
寺
語
録
》
の
編
者

(11) 

妙
宗
を
指
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
判
断
し
難
い
。
鏡
島
元
隆
は
そ
れ
を
妙
宗
と
見
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
。

『
如
浄
語
録
』
の
編
集
に
具
体
的
に
関
わ
っ
た
の
は
、
合
わ
せ
て
十
人
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
こ
で
「
参
学
」
、
「
侍
者
」
も
し
く
は
「
門
人
」
と

自
称
し
て
お
り
、
如
浄
と
は
法
縁
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
行
状
の
ほ
と
ん
ど
が
不
明
で
あ
る
が
、
留
意
す
べ
き
は
、

語
録
を
編
集
す
る
の
に
、
十
人
も
携
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
禅
宗
の
他
の
語
録
を
見
て
も
極
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
当

時
の
禅
林
に
お
け
る
如
浄
の
存
在
ぶ
り
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
如
浄
語
録
』
は
こ
う
し
て
如
浄
の
門
人
ら
の
協
力
に
よ
っ
て
完
成
し
た
の
だ
が
、
灯
史
・
語
録
類
に
そ
の
存
在
が
窺
え
る
の
は
、
前
述
の
如

浄
伝
の
事
情
と
同
様
、
元
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
前
節
で
紹
介
し
た
元
代
お
よ
び
そ
れ
以
降
に
成
立
し
た
種
々
の
灯
史

に
お
け
る
如
浄
の
言
及
の
殆
ど
は
今
日
の
『
如
浄
語
録
』
に
そ
の
ま
ま
見
出
せ
、
『
如
浄
語
録
』
に
依
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
日
本
に
は
早
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
道
元
の
『
永
平
広
録
』
に
「
如
浄
和
尚
語
録
到
上
堂
」
と
あ
る
の
が
そ
の
初
出
で
あ
る
。
現
在
、

『
日
本
続
蔵
経
』
や
『
大
正
大
蔵
経
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
如
浄
語
録
』
は
延
宝
八
年
(
-
六
八

0
)
、
卍
山
道
白
（
一
六
三
六

S
一
七
一
五
）

に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
道
元
が
実
際
に
見
た
そ
れ
と
は
当
然
形
態
を
異
に
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
卍
山
が
『
如
浄
語

録
』
の
校
訂
を
行
っ
た
当
時
、
幾
つ
か
の
異
本
も
存
在
し
て
お
り
、
卍
山
は
そ
の
辺
の
事
情
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
近
年
、
こ

の
卍
山
の
校
訂
本
以
外
に
、
さ
ら
に
四
種
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
如
浄
禅
師
語
録
央
紗
』
（
五
巻
、
玄
峰
淵
竜
撰
）
、
三
、
『
如
浄
和
尚
録
』
(
-
四
紙
、
永
平
寺
蔵
）
、

四
、
『
天
童
如
浄
和
尚
録
』
（
四
冊
、
総
持

寺
蔵
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
異
同
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
鏡
島
が
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
如
浄
語
録
』

の
最
古
の
形
を
伝
え
る
も
の
は
、
永
平
寺
本
、
総
持
寺
本
で
あ
り
、
玄
峰
本
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
面
山
本
が
さ
ら
に
こ
れ
に
次
い
で
、
卍
山
本
は

一
人
の

五
八



れ
に
つ
い
て
、
す
こ
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
最
も
変
改
さ
れ
た
『
如
浄
語
録
』

五
九

つ
ま
り
、
総
持
寺
本
に
は
収
録
の
遺
漏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

で
あ
る
と
い
う
。
永
平
寺
本
が
最
古
の
形
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

く
、
不
完
全
な
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鏡
島
は
、
総
持
寺
本
を
最
古
の
ス
タ
イ
ル
を
保
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
完
全

な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
見
な
し
、
前
掲
著
書
の
中
で
そ
れ
を
底
本
に
、
『
如
浄
語
録
』
の
訳
注
を
作
り
、

(12) 

想
を
考
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

し
か
も
、
総
持
寺
本
に
よ
り
如
浄
の
思

総
持
寺
本
を
重
視
す
る
鏡
島
の
意
図
に
つ
い
て
、
筆
者
も
全
く
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
総
持
寺
本
の
一
部
の
表
現
を
他
の
テ
キ

ス
ト
と
照
ら
し
合
わ
せ
、

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
参
考
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
を
考
え
て
見
る
と
、
玄
峰
本
・
卍
山
本
・
面
山
本

よ
り
以
上
に
、
総
持
寺
本
が
「
も
っ
と
も
古
形
を
伝
え
」
て
い
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
は
な
お
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、

先
ず
は
鏡
島
自
身
が
確
認
さ
れ
た
以
下
の
事
実
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
如
浄
の
偶
頌
と
し
て
『
禅
宗
頌
古
聯
珠
通
集
』
に
見
え
、
今
日
の

玄
峰
本
・
卍
山
本
・
面
山
本
『
如
浄
語
録
』

一
撓
剪
口
虚
空
破
、
三
点
譴
頭
覆
却
船
。
父
子
至
今
倶
不
了
、
江
湖
波
浪
錯
流
伝

『
禅
宗
頌
古
聯
珠
通
集
』
全
編
各
巻
に
は
如
浄
の
偶
頌
と
し
て
合
わ
せ
て
一
〇
偶
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

面
山
本
・
卍
山
本
『
如
浄
語
録
』

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

に
見
出
せ
な
い
以
下
の
一
偽
の
存
在
と
い
う
事
実
で
あ
る

そ

そ
の
う
ち
の
九
偶
が
今
日
の
玄
峰
本
・

に
そ
の
ま
ま
見
出
せ
、
右
記
の
一
偶
だ
け
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
一
偽
が
総
持
寺
本
に
も
見
出
せ

な
い
な
ら
、
総
持
寺
本
も
他
の
諸
本
と
同
様
、
完
本
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

あ
る
。
『
禅
宗
頌
古
聯
珠
通
集
』
は
、
宋
の
法
応
（
生
卒
不
詳
）
が
一
―
―
十
余
年
を
費
や
し
て
淳
煕
六
年
(
-
―
七
九
）
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
り
、

如
浄
の
偶
頌
が
元
の
普
会
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
一
〇
偶
の
う
ち
、
九
偽
が
そ
れ
ぞ
れ
今
日
の
『
如
浄
語
録
』
の
「
法

語
」
、
「
浄
慈
寺
語
録
」
、
「
清
涼
寺
語
録
」
、
「
明
州
瑞
巌
寺
語
録
」
、
「
讃
仏
祖
」
、
「
小
参
」
に
見
出
せ
る
か
ら
、
普
会
が
依
拠
し
た
の
は
完
全
な

ス
タ
イ
ル
を
整
え
た
『
如
浄
語
録
』

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
の
完
本
『
如
浄
語
録
』
は
少
な
く
と
も
普

一
四
紙
し
か
な



録
』
の
引
用
は
総
持
寺
本
に
す
る
。

1
0偶
の
う
ち
、
九
偶
が
今
日
の
『
如
浄
語
録
』
に
も
そ
の
ま
ま
見
出
せ
る
と
い

う
こ
と
は
、
普
会
の
採
録
作
業
は
厳
密
で
原
本
に
忠
実
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
か
ら
、
普
会
が
依
拠
し
た
『
如
浄
語
録
』
と

日
本
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
れ
と
は
別
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
可
能
性
も
推
測
さ
れ
る
が
、
総
持
寺
本
に
上
述
の
一
偽
が
見
出
せ
な
い
か

次
は
、
日
本
の
文
献
に
見
出
せ
る
如
浄
の
言
葉
の
存
在
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
高
橋
秀
栄
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

仏
誕
生
。
要
洗
塑
曇
這
禍
殊
、
只
消
箇
裡
一
盆
湯
。
翻
天
翻
地
波
瀾
起
、
莫
怪
梅
山
杓
柄
長
（
『
一
華
五
葉
』
）

開
炉
歳
歳
是
今
朝
、
媛
気
潜
通
称
我
曹
。
可
惜
丹
霞
焼
木
仏
、
翻
令
院
主
堕
眉
毛
（
『
大
光
禅
師
語
録
』
巻
上
）

(13) 

人
還
郷
。
万
松
深
処
澗
泉
鳴
、
多
是
陽
関
堕
涙
声
。
可
怪
道
人
心
似
鉄
、
臨
流
話
到
不
曾
聴
（
『
貞
和
集
』
）

こ
れ
ら
の
偶
は
、
総
持
寺
本
を
は
じ
め
、
玄
峰
本
・
卍
山
本
・
面
山
本
の
い
ず
れ
の
『
如
浄
語
録
』
に
も
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
も
し
、
確

か
に
『
如
浄
語
録
』
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
総
持
寺
本
を
は
じ
め
と
す
る
現
存
の
『
如
浄
語
録
』
諸
本
と
は
異
な
る
別
の
系
統
の

『
如
浄
語
録
』
に
よ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
前
述
の
普
会
が
依
拠
し
た
『
如
浄
語
録
』
で
あ
る
か
ど
う
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

総
持
寺
本
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

高
橋
の
研
究
で
は
、

さ
ら
に
四
つ
の
偶
が
今
日
の
『
如
浄
語
録
』
諸
本
に
見
出
せ
る
が
、
『
重
刊
貞
和
集
』
に
お
け
る
そ
れ
の
引
用
と
の
間
に

は
字
句
・
表
現
で
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
だ
け
を
引
用
す
る
が
、
『
如
浄
語

総
持
寺
本

(14) 

欄
曇
老
賊
口
親
厩
、
櫨
屎
相
兼
馬
屎
多
。
打
作
一
団
都
撥
転
、
澄
天
臭
悪
悩
娑
婆

③②①  

こ
こ
に
そ
れ
を
引
用
し
て
み
て
み
よ
う
。

ら
、
総
持
寺
本
の
系
統
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

会
の
時
代
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

六
〇
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は
じ
め
て
二
冊
本
の
「
首
書
如
浄
禅
師
語
録
」
と
「
重
刊
如
浄
禅
師
語
録
」
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
卍
山
の
校

『
重
刊
貞
和
集
』

塑
曇
四
十
九
年
厨
、
馨
屎
相
兼
馬
屎
多
。
攪
作
一
堆
軽
撥
転
、
従
教
臭
気
通
娑
婆

こ
れ
を
玄
峰
本
や
卍
山
本
と
面
山
本
に
照
ら
し
て
も
同
様
の
字
句
・
表
現
で
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ど
れ
が
真
実
を
伝
え
て
い
る
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
総
持
寺
本
も
例
外
な
く
、
同
様
の
字
句
・
表
現
で
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
は
、

な
く
と
も
玄
峰
本
や
面
山
本
、
卍
山
本
と
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
と
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、

さ
ら
に
総
持
寺
本
に
見
え
る
「
提
挙
大
尉

に
そ
の
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
が
、
問
題
は
、
こ
の
「
張
提
挙
」
と
は
如
何
な
る
人
物
な
の
か
、

記
述
で
は
、
如
浄
と
関
わ
り
を
持
っ
た
の
は
「
趙
提
挙
」
と
さ
れ
て
お
り
、
「
趙
提
挙
」
と
は
前
述
し
た
如
く
、
趙
師
岳
の
こ
と
で
あ
り
、
『
宝

慶
四
明
志
』
に
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
張
提
挙
」
に
つ
い
て
は
、

そ
の
意
味
で
、
道
元
の
記
述
は
確
か
な
証
拠
を
伴
っ
て
お
り
、
総
持
寺
本
や
他
の
『
如
浄
語
録
』
諸
本
の
記
述
が
誤
写
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。
「
趙
」
と
「
張
」
が
日
本
語
で
は
と
も
に
「
チ
ョ
ウ
」
と
発
音
す
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
な
誤
写
を
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
留

意
す
べ
き
は
、
総
持
寺
本
も
そ
れ
に
従
っ
て
誤
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
に
お
い
て
、
少

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
道
元
の

そ
の
存
在
を
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
は
、
総
持
寺
本
の
冊
数
に
見
ら
れ
る
疑
問
で
あ
る
。
総
持
寺
本
は
四
冊
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍

目
録
集
成
』
（
三
巻
）
を
見
る
と
、
寛
文
一

0
年
（
一
六
七

0
)

童
如
浄
録
抄
」
、
「
天
童
如
浄
録
」
と
称
す
る
も
の
が
次
々
と
出
版
さ
れ
た
が
、

訂
本
で
あ
る
。
総
持
寺
本
と
同
じ
四
冊
を
持
つ
『
如
浄
語
録
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
卍
山
の
校
訂
本
よ
り
遅
れ
る
こ
と
一
六
年
の
元
禄
九
年

(15) 

（
一
六
九
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
総
持
寺
本
に
は
刊
行
年
時
が
記
さ
れ
て
な
い
が
、
そ
の
冊
数
か
ら
、
こ
の
元
禄
九
年
刊
行
の
『
如
浄
語

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

に
出
版
さ
れ
た
「
天
童
如
浄
録
」
は
「
一
冊
」
と
な
っ
て
お
り
、
以
降
、
「
天

い
ず
れ
も
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
延
宝
八
年
(
-
六

張
求
頌
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
い
。
他
の
三
本
も
同
様



ち
に
そ
れ
を
印
刷
に
付
し
た
と
い
う
（
『
大
正
蔵
』
四
八
巻
、

今
日
の
流
布
本
と
さ
れ
る
卍
山
本
と
は
異
な
り
、
刊
行
年
時
も
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
後
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
指
摘
し

て
き
た
問
題
点
か
ら
、
総
持
寺
本
を
「
も
っ
と
も
古
形
を
伝
え
た
写
本
」
と
位
置
づ
け
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
総
持
寺

で
は
「
も
っ
と
も
古
形
を
伝
え
た
写
本
」
は
ど
れ
で
あ
ろ
う
か
。
卍
山
が
当
該
校
訂
本
を
校
勘
す
る
に
際
し
、
当
時
の
校
勘
の
事
情
を
記
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
卍
山
は
、
『
永
平
広
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』
の
二
書
の
校
正
に
当
た
っ
て
い
た
際
、

と
い
う
如
浄
の
言
葉
に
接
し
、
久
し
く
『
如
浄
語
録
』
な
る
も
の
を
披
見
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
そ
の
年
の
夏
（
延
宝
八
年
の
夏
）
、
禅
山
と

い
う
人
物
が
二
本
の
『
如
浄
語
録
』
を
卍
山
の
と
こ
ろ
に
持
ち
来
た
り
、

ぅ
―
つ
は
禅
山
の
同
参
の
所
持
で
、
唐
本
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
板
に
刻
ん
で
世
に
流
布
し
て
ほ
し
い
と
卍
山
に

依
頼
し
た
。
卍
山
は
こ
の
二
本
を
披
見
し
、
「
写
手
不
同
、
互
有
得
失
」
と
し
、

そ
の
事
跡
に
つ
い
て
考
証
し
、
冠
註
と
し
て
そ
れ
を
加
え
た
。
禅
山
は
そ
の
稿
の
完
成
を
喜
び
、
自
ら
紙
筆
を
購
入
し
、
辛
苦
に
書
写
し
、
直

一
三
三
頁
上
＼
中
）
。

卍
山
の
こ
の
校
勘
記
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
卍
山
が
『
如
浄
語
録
』

葉
で
は
「
唐
本
」
）
と
思
わ
れ
る
『
如
浄
語
録
』
と
そ
れ
を
も
と
に
日
本
で
書
写
さ
れ
た
筆
写
本
の
『
如
浄
語
録
』
と
の
二
本
が
「
も
っ
と
も
古

形
を
伝
え
た
写
本
」
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「
写
手
不
同
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

本
も
、
同
様
に
改
変
を
加
え
ら
れ
た
『
如
浄
語
録
』
な
の
で
あ
る
。

い
う
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
『
如
浄
語
録
』
は
、

録
』
と
同
じ
系
統
を
汲
む
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
『
如
浄
語
録
』
は
も
と
も
と
何
冊
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
『
江

戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
に
よ
る
限
り
で
は
、
も
と
も
と
は
一
冊
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
整
え
て
い
た
よ
う
で
、
卍
山
の
校
勘
に
な
る

と
、
二
冊
に
改
変
さ
れ
、
元
禄
九
年
に
は
四
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た
、

と
い
う
過
程
を
辿
っ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

一
冊
、
二
冊
の
そ
れ
よ
り
後
に
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
総
持
寺
本
の
冊
数
も

斑
斑
と
し
て
「
先
師
天
童
云
々
」

そ
の
検
討
を
行
い
、
和
点
を
施
こ
し
、
傍
訓
を
付
し
、

四
冊
と

さ
ら
に

の
校
訂
を
行
っ
た
当
時
、
宋
板
（
卍
山
の
言

そ
れ
ぞ
れ
は
異
な
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
『
如

―
つ
は
あ
る
師
雲
龍
義
林
が
永
ら
く
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
も

， 
ノ‘



浄
語
録
』
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
も
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
卍
山
は
そ
れ
ら
を
見
て
、

身
の
見
解
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
修
訂
し
た
の
で
あ
る
。
卍
山
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
し
て
信
ず
れ
ば
、
「
も
っ
と
も
古
形
を
伝
え
た
写
本
」

と
想
定
さ
れ
る
『
如
浄
語
録
』
は
、
面
目
を
換
え
て
、
卍
山
の
校
訂
本
『
如
浄
語
録
』

r 

ノ‘

そ
れ
ぞ
れ
に
「
得
失
」
が
あ
る
と
し
、
自

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
卍
山
の
弟
子
面
山

瑞
方
が
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
、
前
掲
の
『
天
童
浄
禅
師
語
録
』
（
一
巻
）
を
刊
行
す
る
に
当
た
り
、
『
天
童
浄
和
尚
語
録
事
略
』
を
撰
し
、
卍

一
、
冠
註
ノ
本
、
如
浄
禅
師
語
録
ト
ア
レ
ド
モ
、
如
ノ
字
ハ
後
人
ガ
加
ヘ
タ
リ
。
原
本
ハ
如
ノ
字
無
シ
。
（
以
下
省
略
）

一
、
冠
註
ノ
本
ノ
目
録
モ
後
人
ノ
作
ナ
リ
、
コ
ノ
録
ハ
モ
ト
一
巻
ナ
リ
、
ソ
レ
ヲ
後
人
ガ
上
下
ニ
ワ
ケ
テ
目
録
ヲ
列
レ
テ
モ
、
下
巻
二
天
童
語
録
ト
ア
レ
ド
モ
、

ソ
ノ
中
二
浄
慈
ノ
小
参
モ
ア
リ
、
瑞
巌
ノ
小
参
モ
ア
レ
ハ
目
録
卜
違
却
ス
、
私
添
ノ
証
ナ
リ
。
ユ
ヘ
ニ
今
ハ
目
録
ヲ
除
テ
原
本
二
順
ズ
。

一
、
従
来
冠
註
ノ
本
ハ
跛
ヲ
前
二
入
テ
序
ト
セ
リ
。
文
ノ
中
二
以
附
子
峡
尾
ト
ア
リ
。
ユ
ヘ
ニ
今
ハ
原
本
二
順
ジ
コ
レ
ヲ
峡
二
移
ス
（
『
続
曹
洞
宗
全
書
』
註
解

三）。

「
冠
註
ノ
本
」
と
は
卍
山
の
校
訂
本
『
如
浄
語
録
』

面
山
の
指
摘
は
詳
細
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、

語
録
』

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

で
あ
り
、
「
後
人
」
と
は
卍
山
の
こ
と
で
あ
る
。

曖
昧
で
、
具
体
的
な
事
情
は
よ
く
判
ら
な
い
。
し
か
も
、
「
所
書
之
冊
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

山
の
校
訂
本
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
卍
山
の
校

訂
本
は
か
な
り
の
改
変
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
「
も
っ
と
も
古
形
を
伝
え
た
写
本
」
の
姿
を
そ
こ
に
は
留
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
根
拠
と
な
っ
た
肝
心
な
「
原
本
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
文
中
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
僅

か
に
、
彼
が
重
刊
し
た
『
天
童
浄
禅
師
語
録
』
の
序
に
、
「
今
荻
応
請
寓
武
都
萬
年
山
偶
得
勅
賜
萬
照
高
国
禅
師
嶺
巌
峻
和
尚
一
百
年
前
所
書
之

冊
乃
較
正
重
刊
」
と
あ
り
、
嶺
巌
峻
と
い
う
和
尚
が
一
百
年
前
に
所
書
し
た
も
の
に
よ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
表
現
が
極
め
て

そ
れ
を
「
原
本
」
と
し
て
、

「
冠
註
ノ
本
」
を
批
判
す
る
の
も
根
拠
が
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
面
山
の
そ
う
し
た
指
摘
が
卍
山
の
校
訂
本
『
如
浄

の
刊
行
よ
り
遅
れ
る
こ
と
七
十
七
年
も
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
と
、

い
わ
ゆ
る
卍
山
の

そ
の
指
摘
は
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
信

憑
性
を
持
つ
も
つ
の
か
、
疑
問
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
総
持
寺
本
も
、

そ
し
て
卍
山
の
校
訂
本
と



面
山
の
重
刊
本
も
、

う
。
ま
た
、

如
浄
の
生
涯
、
『
如
浄
語
録
』
の
真
偽

い
ず
れ
も
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

そ
れ
ら
に
『
如
浄
語
録
』
の
古
形
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
言
え
よ

そ
れ
ら
の
点
が
玄
峰
本
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
る
な
ら
ば
、
玄
峰
本
も
何
も
卍
山
本
や
面
山
本
よ
り
古
形
を
伝
え
て
い
る
と
は
言

以
上
、
総
持
寺
本
に
関
す
る
鏡
島
の
見
解
に
つ
い
て
、
疑
問
と
思
わ
れ
る
点
を
述
べ
て
き
た
が
、
筆
者
に
は
、
総
持
寺
本
『
如
浄
語
録
』
の

資
料
価
値
を
否
定
す
る
意
図
が
全
く
な
い
。
た
だ
、
『
如
浄
語
録
』
に
つ
い
て
は
、
如
浄
伝
と
同
様
、
多
く
の
未
解
明
の
問
題
が
あ
り
、

そ
の
流
伝
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
事
柄
を
踏
ま
え
る
と
、

キ
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
中
国
と
日
本
に
流
布
す
る
よ
う
に
至
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

と
く
に

そ
の
開
板
以
来
、
抄
写
•
印
刷
さ
れ
る
中
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
系
統
の
テ

そ
の
た
め
、
総
持
寺
本
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
伝
え
ら
れ

た
現
存
の
他
の
諸
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
て
『
如
浄
語
録
』
の
原
本
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
。
総
持
寺
本
も
他
の
テ
キ

ス
ト
と
同
様
、
修
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
完
本
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
総
持
寺
本
を
も
っ
て
如
浄
の
思
想
を
考
え
る
べ
き
と
い
う
の
も
穏
当

を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
総
持
寺
本
と
共
に
、
他
の
テ
キ
ス
ト
を
あ
わ
せ
て
如
浄
の
思
想
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

如
浄
の
思
想
が
そ
の
語
録
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
以
上
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
現
存
の
『
如
浄
語
録
』
諸
本

に
は
内
容
の
遺
漏
が
あ
り
、
巻
数
の
構
成
に
お
い
て
も
不
一
致
が
見
ら
れ
、
字
句
・
表
現
の
上
で
も
校
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
り
、
現
存
の
『
如
浄
語
録
』

の
と
思
わ
れ
る
。

[
キ
ー
ワ
ー
ド
]

え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

の
諸
本
は
い
ず
れ
も
そ
の
原
本
の
姿
を
伝
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
の
『
如
浄
語
録
』
を

も
っ
て
、
確
か
な
如
浄
像
を
求
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
道
元
に
は
見
え
、
『
如
浄
語
録
』
に
見
出
せ
な
い
言
葉
が

あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
道
元
の
思
想
は
如
浄
に
な
か
っ
た
も
の
、
も
し
く
は
如
浄
の
そ
れ
を
超
え
た
も
の
な
ど
と
断
ず
る
の
も
穏
当
を
欠
く
も

＊
 

＊
 

＊
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注

(
1
)

何
燕
生
「
『
如
浄
禅
師
続
語
録
』
考
」
（
駒
澤
大
学
『
禅
研
究
所
年
報
』
第
七
号
、

(
2
)

佐
藤
秀
孝
「
如
浄
禅
師
再
考
」
（
『
宗
学
研
究
』
第
二
七
号
、
一
九
八
八
年
）
。

(
3
)

佐
藤
秀
孝
「
如
浄
禅
師
示
寂
の
周
辺
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
四
巻
第
一
号
、
一
九
八
五
年
）
。
佐
藤
の
説
に
対
し
て
、
石
井
修
道
は
『
道
元
禅

の
成
立
史
的
研
究
』
（
大
蔵
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
で
支
持
を
表
明
し
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
を
改
め
て
い
る
。
同
書
如
浄
関
連
論
文
参
照
。

(
4
)

前
掲
佐
藤
「
如
浄
禅
師
再
考
」
を
参
照
。

(
5
)

石
井
修
道
「
雪
賓
智
鑑
伝
」
（
『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
七
二
年
）

(
6
)

前
掲
佐
藤
「
如
浄
禅
師
再
考
」
を
参
照
。

(
7
)

前
掲
石
井
修
道
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
第
五
章
第
二
節
「
如
浄
の
五
山
入
院
の
背
景
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)

前
掲
佐
藤
秀
孝
「
如
浄
禅
師
再
考
」
を
参
照
。
な
お
、
「
道
場
山
北
海
禅
師
塔
銘
」
の
引
用
も
そ
れ
に
よ
っ
た
。

(
9
)

同
右
。

(10)

『
如
浄
続
語
録
』
の
真
偽
お
よ
び
『
如
浄
語
録
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
註

(
1
)
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(11)

前
掲
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
二
五
頁
参
照
。

(12)

同
右
、
二
九
＼
三
四
頁
参
照
。

(13)

高
橋
秀
栄
「
『
如
浄
禅
師
語
録
』
管
見
」
（
『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
九
号
、
一
九
七
五
年
）
。

(14)

『
道
冗
禅
師
真
蹟
関
係
資
料
集
』
（
大
修
館
、
一
九
八

0
年
）
四

0
八
頁
。

(15)

詳
細
は
慶
応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
『
江
戸
時
代
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成
』
（
井
上
書
房
、
一
九
六
二
年
）
巻
一

参
照
さ
れ
た
い
。

(16)

こ
れ
に
つ
い
て
の
出
典
は
高
橋
秀
栄
「
面
山
瑞
方
と
如
浄
語
録
」
（
『
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
』
第
一
―
号
、

如
浄
研
究
ノ
ー
ト

一
九
九
六
年
）
。

六
五

「
漢
和
書
籍
目
録
」
を

一
九
七
七
年
）
に
よ
っ
た
。



Rujing's (如浄） life and the compilation and 

contents of Rujingyulu (如浄語録）

He Yansheng 

As for Rujing's life, according to what is recorded in Rujingyulu, we know 

that he had practiced Zen at four different temples and that he had been an 

abbot six times. However, details of his life don't appear in any of the books 

on the history of Chinese Zen Buddhism. As for Rujing's thinking, five 

different editions exist of Rujingyulu, the work that most directly reflects his 

thinking. Of these, the forty-eight volume Taishozo (『大正蔵） was rewritten 

by the Soto (曹洞） Sect monk of the Edo Period Manzandohaku (卍山道白），

while of the four remaining editions, some are incomplete and some have 

evidence of omissions or alterations. Therefore, the content reflected in 

Rujingyulu is certainly not complete. Furthermore, it should be acknowledged 

that a certain discrepancy exists between the thought contained in the Rujin-

gyulu we have now and the Rujing thought transmitted by Dagen (道元）．

Previous scholars have already researched this problem systematically. This 

paper investigates the question once again, using the previous work as a 

foundation, and proposes a different point of view for some of the questions. 

Additionally, we point out that we should not necessarily view the discrepancy 

between the thought contained in the Rujingyulu and the Rujing thought 

transmitted by Dagen as a kind of contradiction. Rather, we should view it as 

reflecting different sides of the same Rujing's thought, so that when studying 

Rujing's thought we should combine them together to carry out a synthesized 

examination, and not simply lay particular stress on one while ignoring the 

other. 

六
六


