
鎌
倉
禅
の
形
成
過
程
と
そ
の
背
景
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中

村

翼

【
要
約
】
　
一
二
五
〇
年
代
以
降
、
「
鎌
倉
禅
」
が
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
下
で
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
契
機
は
二
つ
の
政
変
（
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
）
に
求
め

ら
れ
る
。
政
変
後
、
幕
府
は
、
鎌
倉
顕
密
仏
教
界
の
再
編
と
と
も
に
禅
宗
保
護
を
開
始
す
る
。
一
方
、
幕
府
に
先
行
し
て
禅
憎
を
庇
護
し
た
九
条
道
家
は
、

政
変
で
失
脚
。
円
心
ら
道
家
外
護
下
の
禅
僧
は
幕
府
に
接
近
し
、
円
爾
が
南
宋
と
の
人
脈
を
生
か
し
て
渡
来
僧
の
蘭
渓
道
隆
が
率
い
る
鎌
倉
禅
の
成
長
を

促
し
た
。
そ
し
て
一
三
世
紀
後
半
の
中
国
熱
の
高
ま
り
と
い
う
社
会
情
勢
を
背
景
に
、
渡
来
僧
は
中
国
仏
教
の
体
現
者
と
み
な
さ
れ
、
渡
来
僧
を
擁
す
る

鎌
倉
と
渡
来
僧
の
招
請
者
た
る
幕
府
を
結
集
核
と
す
る
鎌
倉
禅
が
確
立
す
る
。
か
か
る
歴
史
過
程
は
、
宗
教
勢
力
の
内
部
で
完
結
し
た
動
向
や
武
家
に
お

け
る
渡
来
僧
の
教
義
の
受
容
と
し
て
の
み
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
鎌
倉
・
京
都
の
政
治
情
勢
や
中
国
熱
を
共
有
し
た
僧
俗
の
動
向
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
主
体
の
動
向
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
、
鎌
倉
禅
の
形
成
を
も
た
ら
し
た
原
動
力
こ
そ
、
政
変
後
の
幕
府
政
策
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
七
巻
四
号
　
一
一
〇
…
四
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
二
世
紀
後
半
以
降
、
日
本
と
南
宋
を
ま
た
ぐ
人
的
交
流
が
緊
密
度
を
増
す
な
か
、
＝
二
世
紀
の
日
本
で
は
、
入
宋
僧
を
結
集
核
と
す
る
僧

侶
集
団
が
新
た
に
出
現
し
た
。
な
か
で
も
、
＝
二
世
紀
後
半
以
降
、
南
宋
か
ら
来
日
し
た
渡
来
僧
に
率
い
ら
れ
た
禅
僧
は
、
「
鎌
倉
禅
」
と
も

呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
保
護
の
下
、
鎌
倉
を
中
心
に
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
た
。
と
は
い
え
、
一
三
世
紀
前
半
の
禅
僧
は
、
宗
教
勢
力

と
し
て
は
発
展
途
上
で
、
か
つ
鎌
倉
へ
の
求
心
性
を
強
く
持
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
＝
二
世
紀
後
半
に
お
い
て
禅
僧
集
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団
は
、
い
か
に
し
て
「
鎌
倉
禅
」
と
呼
ば
れ
う
る
内
実
を
備
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
は
、
な
ぜ

な
の
か
。
本
稿
の
課
題
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
、
＝
二
世
紀
前
半
と
後
半
に
お
け
る
禅
僧
集
団
の
変
化
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
鎌
倉
禅
の
形
成
史
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
禅
宗
保
護
の
問
題
を
中
心
に
、
鷲
尾
順
敬
・
辻
善
之
助
以
来
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。

か
つ
て
は
栄
西
を
臨
済
禅
の
祖
と
み
な
す
立
場
か
ら
、
；
一
世
紀
後
半
以
降
に
渡
来
僧
が
も
た
ら
し
た
南
江
江
南
の
禅
宗
（
い
わ
ゆ
る
純
粋
禅
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
受
容
を
通
じ
た
鎌
倉
禅
の
形
成
は
、
幕
府
に
よ
る
栄
西
保
護
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
や
が
て
、
栄
西
が
禅
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

天
台
教
学
や
台
密
祈
薦
を
兼
学
・
兼
修
し
た
点
を
重
視
す
る
研
究
が
主
流
と
な
り
、
栄
西
を
臨
済
禅
の
祖
と
す
る
見
方
は
後
景
に
退
い
た
。
そ

れ
と
と
も
に
、
栄
西
門
流
の
活
動
は
、
不
完
全
な
兼
修
禅
と
否
定
的
に
評
価
さ
れ
、
兼
修
禅
と
純
粋
禅
と
の
質
的
差
異
や
、
渡
来
僧
が
純
粋
禅

を
将
来
し
た
こ
と
の
画
期
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
現
在
で
も
、
鎌
倉
禅
の
形
成
史
は
、
お
お
よ
そ
こ
う
し
た
理
解
に
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
基
礎
を
な
す
の
が
、
幕
府
・
北
条
氏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

禅
宗
・
禅
僧
の
関
係
を
論
じ
た
葉
要
論
哉
と
、
日
中
交
流
史
の
観
点
か
ら
渡
来
僧
と
北
条
氏
の
関
係
を
論
じ
た
川
添
昭
二
の
研
究
で
あ
る
。
こ

れ
ら
で
は
、
栄
西
門
流
に
は
禅
宗
的
性
格
は
稀
薄
と
さ
れ
、
幕
府
が
禅
宗
を
本
格
的
に
導
入
し
た
起
点
は
、
一
一
一
五
〇
年
頃
に
時
頼
が
渡
来
僧

上
渓
道
隆
の
純
粋
禅
に
帰
依
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
＝
二
世
紀
後
半
の
鎌
倉
に
お
け
る
禅
宗
の
展
開
は
、
北
条
氏
に
よ
る

個
々
の
渡
来
僧
の
招
請
・
外
論
と
い
っ
た
武
家
上
層
（
外
護
者
）
1
高
僧
の
個
別
的
関
係
の
集
成
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
外
信
者
の
増
大
や
高
僧

の
輩
出
、
寺
院
の
発
展
が
指
摘
・
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
幕
府
の
保
護
の
下
、
主
に
武
家
上
層
の
信
仰
と
し
て
禅
宗
が
発
展
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　
一
方
、
近
年
で
は
、
原
田
正
俊
や
大
塚
紀
弘
の
研
究
な
ど
に
よ
り
、
右
の
よ
う
な
鎌
倉
禅
の
形
成
史
に
み
な
お
し
を
迫
る
視
角
も
提
起
さ
れ

て
い
る
。
以
下
で
は
、
継
承
す
べ
き
二
つ
の
論
点
を
明
確
に
し
た
い
。

　
第
一
に
、
渡
来
僧
の
来
日
を
契
機
に
日
本
的
な
兼
修
禅
か
ら
大
陸
的
な
純
粋
禅
へ
と
移
行
す
る
と
の
図
式
が
、
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
原
田
は
、
渡
来
僧
に
先
行
す
る
南
宋
仏
教
の
将
来
者
と
し
て
、
＝
二
世
紀
前
半
の
京
都
を
主
な
活
動
の
舞
台
と
し
た
泉
涌
寺
の
俊
茄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

東
福
寺
の
円
爾
に
注
目
す
る
。
ま
た
大
塚
も
、
顕
密
仏
教
へ
の
妥
協
と
し
て
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
栄
西
の
兼
修
禅
に
、
「
三
教
律
」
を
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⑤

兼
修
す
る
南
宋
仏
教
へ
の
志
向
性
を
み
い
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
中
国
江
南
の
仏
教
を
範
と
し
た
宗
教
運
動
と

し
て
、
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
栄
西
門
流
の
入
宋
僧
の
活
動
と
＝
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
鎌
倉
禅
と
の
共
通
性
・
連
続
性
が
、
改
め
て
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
の
み
を
対
象
に
鎌
倉
に
お
け
る
禅
僧
と
武
家
の
関
係
史
と
し
て
鎌
倉
禅
の
形
成
史

を
叙
述
し
て
き
た
、
従
来
型
の
理
解
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
次
な
る
課
題
に
浮
上
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
栄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

西
門
流
の
展
開
を
論
じ
た
起
稿
を
ふ
ま
え
、
；
一
世
紀
前
半
・
後
半
の
連
続
性
と
段
階
差
の
双
方
を
み
き
わ
め
な
が
ら
、
南
宋
仏
教
の
導
入
を

通
じ
て
日
本
仏
教
の
改
革
を
志
向
し
た
宗
教
勢
力
と
し
て
鎌
倉
禅
の
担
い
手
を
捉
え
、
そ
の
形
成
史
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

　
第
二
に
、
鎌
倉
禅
の
形
成
過
程
が
、
こ
れ
ま
で
高
僧
一
儲
護
者
の
個
別
的
関
係
の
集
成
と
し
て
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

僧
侶
集
団
を
中
世
の
社
会
集
団
と
捉
え
、
そ
の
成
立
史
を
問
う
べ
き
と
し
た
大
塚
の
問
題
提
起
は
、
こ
と
禅
宗
に
関
し
て
は
重
要
で
あ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
史
料
に
名
を
残
す
渡
来
僧
・
入
宋
僧
の
背
後
に
い
る
多
く
の
僧
の
動
向
を
念
頭
に
置
き
、
彼
ら
が
鎌
倉
へ
と
結
集
し
、

そ
こ
で
後
継
者
を
再
生
産
し
て
い
っ
た
帰
結
と
し
て
、
鎌
倉
禅
の
形
成
史
は
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
禅
の
中
心
を
な
す
建
長
寺
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

円
覚
寺
が
、
数
百
人
規
模
の
僧
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
た
い
。
本
稿
は
、
大
塚
に
よ
る
問
題
提
起
を
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
鎌
倉
禅
の
形
成
史
に
即
し
て
い
え
ば
、
右
に
あ
げ
た
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
以
下
に
指
摘
す
る
問
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
型
の
理
解
の
枠
組
み
や
叙
述
の
仕
方
を
励
新
す
る
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
。

　
第
一
に
、
右
の
研
究
が
兼
修
禅
の
再
評
価
を
主
題
と
し
、
一
三
世
紀
前
半
の
京
都
で
活
動
し
た
器
量
・
円
爾
に
焦
点
を
あ
て
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
が
ゆ
え
に
、
＝
二
世
紀
後
半
以
降
の
鎌
倉
の
動
向
に
は
、
十
分
な
関
心
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
時
頼
に
よ
る
禅
宗
興
隆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
つ
い
て
は
、
個
入
の
信
仰
の
反
映
や
、
公
家
文
化
へ
の
対
抗
と
い
う
以
上
に
は
、
ふ
み
こ
ん
だ
評
価
が
な
さ
れ
ず
に
い
る
。
だ
が
、
幕
府
に

よ
る
禅
宗
興
隆
の
内
実
お
よ
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
に
時
頼
が
背
負
っ
た
現
実
的
な
課
題
に
即
し
て
、
そ
の
内
実
を
よ
り
一
層
追

求
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
大
塚
は
僧
侶
集
団
の
内
部
規
範
や
宗
教
実
践
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
禅
律
僧
の
特
質
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
仏
教
が
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
幹
を
な
し
た
中
世
日
本
に
お
い
て
、
僧
侶
集
団
が
世
俗
社
会
か
ら
無
縁
で
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
多
言
を
要
す
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
毒
魚
に
お
け
る
集
団
形
成
の
問
題
と
し
て
鎌
倉
禅
の
形
成
を
捉
え
る
た
め
に
は
、

そ
の
時
々
の
政
治
・
社
会
情
勢
や
為
政
者
の
宗
教
政
策
へ
の
目
配
り
が
欠
か
せ
な
い
。
本
稿
で
は
、
幕
府
の
禅
宗
保
護
が
い
か
な
る
政
治
的
、

社
会
的
な
条
件
の
下
で
、
い
か
に
し
て
鎌
倉
禅
の
形
成
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
を
問
題
と
す
る
が
、
そ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
関
心
に
よ

っ
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
倉
禅
形
成
の
原
動
力
や
社
会
的
背
景
と
い
う
点
で
は
、
渡
来
僧
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
禅
の
主
導
者
が
説
く
教
義
と
、

実
際
に
多
く
の
僧
俗
を
引
き
つ
け
た
鎌
倉
禅
の
魅
力
の
関
係
（
と
り
わ
け
両
者
の
ズ
レ
）
に
つ
い
て
も
、
自
覚
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

　
⑭

ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、
鎌
倉
禅
形
成
の
歴
史
的
意
義
に
関
し
て
も
、
武
家
上
層
と
高
僧
の
個
別
的
な
関
係
の
集
成
や
、
狭
い
意
味
で
の
宗
教
史

に
と
ど
ま
ら
な
い
視
座
か
ら
、
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
禅
宗
史
研
究
の
外
部
に
お
い
て
は
、
す
で
に
自
覚
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
と
り
わ

け
黒
田
俊
雄
に
よ
る
顕
密
体
制
論
の
提
起
以
降
、
中
世
宗
教
史
は
、
宗
教
者
や
教
義
・
思
想
の
世
界
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

論
や
社
会
論
を
は
じ
め
と
す
る
諸
分
野
と
の
連
関
を
有
す
る
全
体
史
と
し
て
の
射
程
を
獲
得
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
顕
密
体
嗣
論
が
禅
律
仏

教
を
十
分
に
論
理
に
包
摂
で
き
ず
、
ま
た
幕
府
の
禅
宗
保
護
が
権
力
者
の
信
仰
な
い
し
私
的
な
領
域
の
問
題
と
さ
れ
た
た
め
か
、
い
ぜ
ん
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

て
顕
密
体
制
論
が
拓
い
た
地
平
が
、
禅
宗
史
研
究
で
は
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
結
果
、
禅
宗
史
研
究
は
、
僧
侶
集

団
内
部
の
事
情
や
教
義
、
個
々
の
僧
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
豊
か
な
成
果
を
持
つ
も
の
の
、
自
己
完
結
的
な
色
彩
が
い
ま
だ
に
強
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
の
傾
向
は
、
禅
宗
の
官
寺
制
度
が
未
確
立
で
、
か
つ
顕
密
諸
派
に
比
べ
て
社
会
的
影
響
力
に
も
劣
っ
て
い
た
鎌
倉
期
に
お
い

て
顕
著
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
を
克
服
し
、
禅
宗
史
研
究
の
前
進
を
目
指
す
試
み
で
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
と
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
、
以
下
で
は
三
つ
の
章
を
立
て
、
冒
頭
の
課
題
に
迫
り
た
い
。
ま
ず
第
一
章
で
は
、
前
稿

の
成
果
に
も
よ
り
つ
つ
、
一
三
世
紀
の
前
半
と
後
半
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
禅
僧
（
具
体
的
に
は
、
栄
西
門
流
と
鎌
倉
禅
の
担
い
手
）
の
活
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動
に
対
す
る
幕
府
の
姿
勢
を
比
較
検
討
し
、
両
者
の
違
い
を
明
確
化
す
る
。
次
い
で
第
二
章
で
、
鎌
倉
禅
形
成
の
起
点
と
い
う
べ
き
時
世
に
よ

る
禅
宗
興
隆
に
つ
い
て
、
時
又
を
取
り
巻
く
政
治
情
勢
や
、
対
欝
欝
仏
教
政
策
を
含
め
た
幕
府
の
宗
教
政
策
の
全
体
像
を
考
慮
し
、
そ
の
実
態

お
よ
び
そ
れ
が
開
始
さ
れ
た
背
景
を
解
明
す
る
。
そ
の
上
で
最
後
に
第
三
章
で
、
二
｝
五
〇
年
代
以
降
、
禅
僧
が
渡
来
僧
を
擁
す
る
鎌
倉
へ
と

結
集
し
て
い
く
過
程
と
、
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
な
お
本
稿
で
対
象
と
す
る
時
期
は
、
入
宋
僧
の
集
団
が
形
成
さ
れ
始
め
る
一
三
世
紀
以
降
、
南
宋
の
事
実
上
の
首
都
臨
安
（
現
、
杭
州
）
が

元
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
一
二
七
六
年
ま
で
と
し
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
日
申
交
流
の
主
要
舞
台
で
あ
る
漸
江
地
域
が
軍
事
・
政
治
的

に
敵
対
関
係
に
あ
る
元
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
う
け
、
そ
れ
以
降
、
一
二
九
〇
年
頃
ま
で
幕
府
に
よ
り
僧
侶
の
往
来
が
お
そ
ら
く
は
制

　
　
⑰

限
さ
れ
、
日
中
仏
教
界
の
人
的
交
流
が
一
時
的
に
縮
小
し
た
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
そ
れ
以
上
に
、
一
四
世
紀
以
降
の
入
掛
ブ
ー
ム
の
前
提
は
、

す
で
に
＝
二
世
紀
第
三
四
半
期
の
末
期
日
輪
交
流
の
時
代
に
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
て
お
り
、
鎌
倉
後
期
に
通
じ
る
鎌
倉
禅
の
基
本
的
な
あ
り
方
が
こ

の
時
点
ま
で
に
は
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

①
　
鷲
尾
順
敬
咽
鎌
倉
武
士
と
禅
㎞
（
日
本
学
術
普
及
会
、
一
九
一
六
年
）
、
辻
善
之

　
助
「
仏
教
界
の
革
新
」
（
『
日
本
仏
教
史
㎞
中
世
編
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
）
、

　
同
「
臨
済
宗
」
（
門
日
本
仏
教
史
㎞
中
世
編
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）
な
ど
。

②
こ
の
流
れ
を
決
定
づ
け
た
代
表
的
な
成
果
と
し
て
、
多
賀
宗
隼
『
〈
入
物
叢
轡
〉

　
栄
西
睡
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

③
葉
貫
磨
哉
『
中
世
禅
林
成
立
史
の
研
究
㎞
（
吉
州
弘
文
書
、
一
九
九
三
年
）
一

　
～
三
章
。
川
添
昭
二
門
鎌
倉
仏
教
と
中
国
仏
教
偏
（
『
対
外
関
係
の
史
的
展
開
㎞
文

　
献
出
版
、
～
九
九
六
年
）
。

④
原
田
正
俊
「
九
条
道
家
の
東
福
毒
と
円
爾
」
（
市
川
浩
史
・
菅
基
久
子
ほ
か

　
『
季
刊
日
本
思
想
史
㎞
六
八
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）
。
こ
れ
と
関
連
し

　
て
、
泉
涌
寺
僧
に
よ
る
南
宋
仏
教
界
と
の
交
流
を
論
じ
た
西
谷
功
の
研
究
も
重
要

　
で
あ
る
。
最
新
の
成
果
と
し
て
西
谷
功
「
泉
涌
寺
と
南
宋
仏
教
の
人
的
交
流
」

　
（
『
禅
学
研
究
』
九
一
、
二
〇
一
三
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

⑤
大
塚
紀
弘
隅
申
世
禅
律
仏
教
論
㎞
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
・
二
章
、

　
同
「
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
鎌
倉
新
仏
教
運
動
」
（
荒
野
泰
典
ほ
か
編
災
日
本
の
対

　
外
関
係
四
V
倭
冠
と
「
日
本
国
王
」
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

⑥
拙
稿
「
栄
西
門
流
の
展
開
と
活
動
基
盤
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
睡
三
八
、
二
〇

　
一
三
年
）
。
以
下
、
門
前
稿
」
と
は
こ
れ
を
指
す
。

⑦
大
塚
前
掲
註
⑤
著
書
序
章
。

⑧
～
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
北
条
貞
時
十
三
年
忌
供
養
記
」
（
『
円
覚
毒
文
書
』
六
九
、

　
『
鎌
倉
市
史
』
史
料
編
二
）
に
は
、
元
弘
三
（
＝
二
三
三
）
年
の
同
供
養
に
参
加

　
し
た
諸
寺
の
「
僧
衆
」
の
人
数
と
し
て
、
建
長
寺
の
一
一
一
八
八
人
、
円
覚
寺
の
三
五

　
〇
人
な
ど
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

⑨
僧
侶
集
団
の
目
常
生
活
を
主
題
に
外
部
か
ら
「
禅
律
僧
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
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集
団
と
し
て
の
禅
律
僧
の
形
成
を
論
じ
る
大
塚
独
自
の
方
法
論
は
、
寺
僧
の
人
材

　
基
盤
を
問
趣
と
す
る
本
稿
と
は
異
な
る
が
、
教
団
形
成
の
社
会
的
背
景
と
そ
の
プ

　
蝦
蟹
ス
を
重
視
す
る
点
を
共
有
し
た
い
。

⑩
大
塚
前
掲
註
⑤
論
文
は
、
渡
来
僧
に
よ
る
鎌
倉
禅
の
興
隆
の
前
提
と
し
て
栄
西

　
門
流
に
よ
る
南
宋
仏
教
の
受
容
を
位
置
づ
け
る
が
、
論
文
の
一
部
で
の
言
及
で
あ

　
り
、
か
つ
＝
二
世
紀
後
半
以
降
の
旨
煮
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

⑪
葉
言
前
冠
註
③
著
書
第
二
章
。

⑫
川
添
昭
二
門
鎌
倉
時
代
の
対
外
関
係
と
文
物
の
移
入
」
（
『
日
蓮
と
そ
の
時
代
㎞
山

　
喜
房
、
一
九
九
九
年
）
。
上
横
手
雅
敬
門
得
宗
専
制
へ
の
動
き
」
（
同
ほ
か
著
『
〈
日

　
本
の
出
世
八
〉
院
政
と
平
氏
、
鎌
倉
政
権
㎞
申
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
。

⑬
「
兼
修
禅
」
「
純
粋
禅
」
概
念
の
再
検
討
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
渡
来
僧
の

　
禅
教
律
三
学
兼
修
の
実
態
が
広
く
意
識
さ
れ
る
な
か
で
、
「
純
粋
禅
」
の
導
入
と

　
い
う
表
現
を
直
接
用
い
て
渡
来
僧
の
画
期
性
を
論
じ
る
研
究
自
体
は
最
近
で
は
少

　
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、
渡
来
僧
と
＝
二
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
入
宋
僧
の
差
異
と
、

　
前
者
の
画
期
性
を
自
明
視
す
る
傾
向
は
、
依
然
と
し
て
根
強
い
と
思
わ
れ
る
。

⑭
原
田
正
俊
噌
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
一

　
～
五
章
は
、
鎌
倉
期
～
南
北
朝
期
の
禅
宗
の
民
衆
的
基
盤
を
論
じ
た
希
有
な
成
果

　
で
、
「
教
外
別
伝
」
「
不
立
文
宇
」
「
見
性
成
仏
」
と
い
っ
た
禅
の
教
義
が
拡
大
解

　
釈
さ
れ
、
他
宗
の
軽
視
し
た
り
、
修
行
不
要
論
に
つ
な
が
る
「
異
端
的
要
素
」
を

　
孕
み
つ
つ
、
都
市
下
層
民
を
は
じ
め
と
す
る
民
衆
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
す

　
る
。
興
味
深
い
指
摘
だ
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
よ
り
は
や
や
上
層
に
あ
た
る
鎌
倉

　
の
禅
院
の
構
成
員
と
な
る
僧
や
、
そ
の
直
接
的
な
母
体
と
な
り
う
る
階
照
を
ひ
き

　
つ
け
た
要
素
を
、
と
く
に
問
題
と
し
た
い
。

⑮
黒
田
の
写
譜
体
制
論
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
『
〈
黒
田
俊
雄
著
作
集
二
〉
顕

　
密
体
制
瓢
醜
（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）
所
収
の
諸
論
考
お
よ
び
「
解
説
」
（
執
筆

　
は
平
雅
行
）
を
参
照
。

⑯
原
田
前
掲
註
⑭
著
書
や
斎
藤
夏
来
㎎
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
（
吉
辮
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
三
年
）
は
、
こ
う
し
た
現
状
の
打
開
を
目
指
す
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。

⑰
榎
本
渉
「
初
期
講
元
貿
易
と
人
的
交
流
」
（
『
〈
一
代
史
研
究
会
研
究
報
告
八
〉

　
宋
代
の
長
江
流
域
㎞
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
。

鎌倉禅の形成過程とその背景（中村）

第
一
章
　
＝
二
世
紀
前
半
・
後
半
に
お
け
る
禅
僧
に
よ
る
日
宋
交
流
に
対
す
る
鎌
倉
幕
府
の
姿
勢

第
　
節
　
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
量
器
門
流
の
活
動
と
鎌
倉
幕
府

　
近
年
、
南
宋
江
南
仏
教
界
と
の
人
的
交
流
を
通
じ
て
南
宋
仏
教
の
導
入
を
志
向
し
た
改
革
運
動
と
し
て
、
栄
西
門
流
の
活
動
が
再
評
価
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

栄
西
門
流
と
後
の
鎌
倉
禅
の
担
い
手
と
の
連
続
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
両
者
に
対
す
る
鎌
倉
幕
府
の
関
わ
り
方
は
、

大
き
く
異
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
前
稿
の
成
果
を
も
と
に
そ
の
補
足
を
交
え
つ
つ
、
栄
西
門
流
と
幕
府
の
関
係
を
確
認
し
よ
う
。

　
栄
西
門
流
に
対
す
る
幕
府
の
保
護
は
、
栄
西
と
そ
の
弟
子
退
耕
行
勇
が
、
政
子
・
源
実
朝
の
帰
依
を
獲
得
し
、
密
教
僧
と
し
て
起
用
さ
れ
た
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こ
と
に
始
ま
る
。
だ
が
、
栄
西
と
幕
府
の
関
係
は
、
そ
の
当
初
よ
り
、
変
則
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
幕
府
は
、
す
で
に
源
頼
朝
期
に
鶴
岡
八
幡

宮
・
勝
長
寿
院
・
永
福
寺
を
頂
点
と
す
る
寺
院
体
制
を
整
備
し
て
い
た
。
一
方
、
栄
西
は
、
当
時
の
鎌
倉
で
は
密
教
僧
と
し
て
随
一
の
格
と
実

力
を
有
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
鎌
倉
三
寺
を
中
心
と
す
る
体
制
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
栄
西
本
人
の
意
志
に
よ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
、
頼
朝
か
ら
補
任
さ
れ
た
鎌
倉
三
寺
の
幕
府
僧
の
既
得
権
を
打
破
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
結
果

的
に
、
栄
西
門
流
は
、
政
子
・
実
朝
か
ら
新
た
に
付
与
さ
れ
た
建
仁
寺
・
寿
福
寺
を
拠
点
と
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の
祈
薦
体
制
か
ら
一
定
の
自

律
性
を
保
ち
つ
つ
、
私
的
活
動
と
し
て
随
処
仏
教
の
受
容
を
推
進
し
え
た
。
ま
た
一
二
二
〇
年
代
以
降
に
は
、
摂
家
将
軍
閥
九
条
家
の
人
脈
に

よ
り
関
東
に
下
向
し
た
顕
学
僧
が
、
幕
府
祈
濤
の
枢
要
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
栄
西
門
流
を
当
時
率
い
て
い
た
行
勇
は
、
鎌
倉
三

寺
に
い
た
頼
朝
期
以
来
の
幕
府
僧
と
同
様
、
密
教
僧
と
し
て
の
活
動
の
場
を
失
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
栄
西
門
流
は
、
政
子
・
実
朝
の
帰
依

に
由
来
す
る
幕
府
と
の
関
係
を
活
か
し
つ
つ
、
建
仁
寺
・
寿
福
寺
を
維
持
し
た
他
、
東
大
寺
大
勧
進
と
し
て
の
活
動
や
金
剛
三
昧
院
の
運
営
を

通
じ
て
、
門
流
が
相
承
し
う
る
権
益
を
獲
得
し
、
禅
律
僧
と
し
て
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
間
、
幕
府
は
栄
西
門
流
の
病
患
仏
教
受
容
を
否
定
こ
そ
し
な
い
が
、
支
援
も
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
幕
府
が
鎌
倉

仏
教
界
の
整
備
・
拡
充
を
、
専
ら
京
都
の
大
丸
高
僧
を
鎌
倉
へ
招
請
す
る
こ
と
で
も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
選
奨
よ
り
も
京

都
に
團
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
ろ
う
。
実
際
、
…
二
一
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
は
、
栄
西
門
流
か
ら
多
く
の
入
宋
僧
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

輩
出
さ
れ
た
時
期
に
相
当
し
、
寿
福
寺
に
は
襲
爵
や
後
述
す
る
大
層
関
心
ら
円
熟
し
た
僧
が
お
り
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
入
宋
僧
と
し
て
門
流
を

牽
引
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
ら
の
活
動
は
幕
府
の
政
策
と
は
交
わ
ら
ず
、
北
条
時
頼
期
以
前
に
お
い
て
、
彼
ら
が
幕
府
主
催
の
仏
事

で
活
躍
し
た
徴
証
も
な
い
。
同
様
の
こ
と
は
、
豊
里
志
向
の
僧
に
と
っ
て
寿
福
寺
と
並
ぶ
東
国
の
核
で
あ
っ
た
上
野
国
長
楽
寺
の
栄
朝
に
も
い

　
④

え
る
。
栄
朝
は
入
宋
経
験
こ
そ
な
い
が
、
栄
西
の
後
継
者
と
し
て
認
定
慧
の
三
学
兼
備
を
志
向
し
た
高
僧
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。
後
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

宋
す
る
神
子
栄
尊
と
円
爾
は
、
栄
朝
の
評
判
を
聞
き
、
貞
応
二
（
一
二
ニ
三
）
年
に
長
楽
寺
に
向
か
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
長
楽
寺
に

対
し
、
幕
府
の
支
援
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
く
、
栄
朝
自
身
に
も
幕
府
と
の
直
接
的
な
接
点
は
み
ら
れ
な
い
。
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
た
円
蓋
に
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つ
い
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
。
長
楽
寺
栄
冠
・
寿
福
寺
行
勇
の
下
で
学
ん
だ
円
爾
は
、
榎
本
渉
も
い
う
よ
う
に
、
入
宋
当
初
、
阿
育
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

山
・
天
童
山
と
い
っ
た
栄
西
門
流
と
な
じ
み
の
深
い
南
冷
評
院
に
参
学
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
円
爾
が
芳
志
門
流
の
次
代
を
担
う
人
材
と
み
な

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
円
爾
の
入
宋
に
も
幕
府
の
関
与
は
み
て
と
れ
ず
、
帰
国
し
た
周
忌
を
起
用
し
た
の
も
、
幕
府
で
は
な
く
、

京
都
の
九
条
道
家
で
あ
っ
た
。

第
二
箇
　
＝
二
世
紀
第
三
四
半
期
の
入
宋
僧
・
渡
来
僧
と
鎌
倉
幕
府

　
こ
の
よ
う
に
、
＝
二
世
紀
前
半
の
日
本
僧
に
よ
る
南
宋
仏
教
の
受
容
と
そ
の
実
践
に
関
し
て
、
栄
西
門
流
の
主
体
性
や
、
九
条
道
家
の
主
導

性
（
後
述
）
を
指
摘
し
え
て
も
、
鎌
倉
幕
府
の
積
極
性
を
み
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
＝
二
世
紀
第
三
四
半
期
に
な
る
と
、
幕

府
が
主
体
的
に
僧
の
南
宋
渡
海
を
促
す
ケ
ー
ス
や
、
南
宋
仏
教
界
の
高
僧
を
自
身
の
膝
下
に
招
請
す
る
例
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
北
条
無
頼
の
意
向
を
う
け
て
入
宋
し
た
僧
と
し
て
は
、
ま
ず
義
翁
紹
仁
と
葦
航
道
然
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
は
甘
言
道
隆
門
下
の
建
長
寺
僧

で
、
義
肢
は
蘭
漢
と
と
も
に
来
日
し
た
宋
僧
で
あ
る
。
建
長
元
（
一
二
四
九
）
年
以
降
、
同
七
年
以
前
の
百
年
七
月
一
三
日
、
蘭
渓
は
二
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

渡
海
に
先
だ
ち
、
円
爾
に
次
の
内
容
の
雲
影
を
送
っ
た
。
後
述
す
る
論
点
で
も
使
用
す
る
史
料
な
の
で
、
掲
出
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
a
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）

　
道
隆
頓
首
。
久
世
レ
奉
二
尺
楮
之
敬
幻
向
仰
良
多
。
想
開
凋
導
後
昆
一
癖
レ
倦
、
槌
誹
払
皇
城
之
狽
↓
難
二
衆
啄
難
コ
禁
、
無
地
負
二
尊
酒
↓
久
々
魔
累
自
隠
現
。
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
C
）
　
　
　
　
　
　
（
義
翁
X
葦
航
）

　
刹
事
、
愚
懐
非
レ
不
漏
懸
念
↓
更
望
レ
力
而
主
レ
之
、
使
漏
東
西
一
盛
行
、
是
所
レ
願
也
。
弊
寺
檀
那
、
煩
二
仁
・
然
二
兄
一
渡
朱
置
経
。
不
レ
免
レ
経
コ
過
誤
刹
叩

　
拝
之
時
、
詳
細
必
為
二
申
復
↓
諸
余
念
々
中
、
未
レ
及
レ
尽
レ
布
。
毎
有
二
便
風
↓
母
レ
惜
一
「
示
教
幻
区
々
不
専
。
平
潟
二
海
雲
弔

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
人
の
入
宋
計
画
は
、
「
弊
寺
」
す
な
わ
ち
建
長
寺
の
檀
那
、
北
条
時
頼
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
c
）
。

　
ま
た
『
元
亨
訳
書
』
八
（
順
空
伝
）
に
よ
れ
ば
、
円
爾
の
下
か
ら
厳
威
下
に
移
っ
た
蔵
山
順
空
に
、
時
頼
が
入
宋
を
勧
め
た
と
い
う
。
入
宋

年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
在
宋
一
〇
年
と
さ
れ
、
か
つ
一
二
六
二
年
に
は
在
宋
徴
証
が
あ
る
。
ま
た
、
帰
国
し
て
円
爾
の
下
に

い
っ
た
ん
戻
り
、
そ
の
後
、
文
永
七
（
一
二
七
〇
）
年
に
肥
前
国
高
城
寺
を
開
創
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
二
五
〇
年
代
末
頃
の
入
宋
と
考
え
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ら
れ
る
。

　
一
方
、
幕
府
が
招
請
し
た
渡
来
僧
と
し
て
は
、
大
休
正
念
・
無
学
祖
元
が
い
る
。
大
休
は
径
山
で
倉
皇
心
月
に
学
び
、
文
永
六
（
一
二
六
九
）

年
の
夏
に
来
日
し
た
。
来
日
の
契
機
は
定
か
で
は
な
い
が
、
玉
村
竹
二
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
背
景
に
は
、
雨
渓
宛
て
の
時
頼
の
招
請
状
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

二
五
四
年
に
到
来
し
た
こ
と
や
、
時
頼
近
親
で
石
渓
下
の
同
門
で
あ
っ
た
無
象
静
照
（
入
宋
は
一
二
五
二
年
）
と
の
親
交
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

無
学
の
来
日
は
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
で
、
そ
の
招
請
に
は
、
高
僧
を
日
本
に
招
諭
す
る
使
命
を
北
条
時
宗
か
ら
託
さ
れ
て
渡
海
し
た
無
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

徳
詮
・
傑
翁
宗
英
に
加
え
、
宋
（
元
）
僧
の
西
調
子
曇
が
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
西
澗
は
、
時
頼
が
希
求
し
た
宋
僧
石
園
惟
術

の
法
語
を
届
け
る
た
め
石
帆
の
使
僧
と
し
て
文
永
八
年
に
来
日
し
、
弘
安
元
年
に
帰
国
し
て
天
童
山
に
掛
錫
し
た
人
物
で
あ
る
。

　
入
宋
僧
を
核
と
し
た
僧
侶
集
団
は
、
そ
の
成
長
に
あ
た
っ
て
南
宋
仏
教
と
の
交
流
を
不
可
欠
の
手
段
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
僧
側
の
志

向
性
を
、
＝
二
世
紀
後
半
以
降
、
幕
府
が
政
策
的
に
受
け
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
南

宋
仏
教
界
で
も
名
の
通
っ
た
高
僧
を
自
ら
の
膝
下
に
招
請
す
る
と
い
う
幕
府
の
政
策
は
、
南
宋
仏
教
界
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
希
求
す
る

僧
側
に
と
っ
て
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
そ
れ
ま
で
の
世
俗
権
力
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
幕
府
自
ら
が
禅
宗
興

隆
を
主
導
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
表
明
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
一
三
世
紀
後
半
に
は
確
認
さ
れ
る
幕
府
に
よ
る
禅
宗

興
隆
政
策
と
は
、
い
か
な
る
契
機
・
背
景
か
ら
な
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
内
実
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
し
よ
う
。

①
大
塚
前
掲
門
は
じ
め
に
」
註
⑤
論
文
（
「
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
鎌
倉
新
仏
教
運

　
動
」
）
。

②
栄
西
に
即
し
て
は
確
認
で
き
な
い
が
、
摂
家
将
軍
期
に
は
、
栄
西
以
上
の
権
威

　
を
も
つ
京
都
の
顕
密
僧
が
ま
と
ま
っ
て
関
東
に
下
向
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
の
処
遇

　
を
め
ぐ
っ
て
、
譜
代
の
幕
府
僧
と
の
問
で
問
題
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

　
を
解
消
す
る
た
め
、
暦
仁
元
（
｝
二
三
八
）
年
に
は
、
「
諸
堂
供
僧
」
の
入
事
は

　
師
資
相
承
よ
り
も
「
法
器
」
（
僧
と
し
て
の
実
力
）
を
重
視
す
べ
き
旨
の
幕
府
法

　
が
出
さ
れ
た
と
い
う
（
平
雅
行
「
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
仏
教
の
展
開
」
伊
藤
唯
真

　
編
『
日
本
仏
教
の
形
成
と
展
黒
門
法
藏
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

③
隆
禅
は
一
二
二
｝
二
年
に
臨
安
の
天
童
山
に
て
道
元
に
嗣
轡
閲
覧
の
便
宜
を
提
供

　
し
た
人
で
、
そ
の
八
年
前
の
＝
＝
五
年
頃
に
は
す
で
に
在
温
し
て
い
た
と
さ
れ

　
る
（
㎎
正
法
下
口
隔
嗣
書
）
。

④
栄
朝
や
長
楽
寺
に
つ
い
て
は
、
小
此
木
輝
之
『
中
世
寺
院
と
関
東
武
士
蜘
（
青

　
史
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
一
章
二
・
五
節
、
山
本
世
紀
「
初
期
禅
宗
系
寺
院
の
成

　
立
と
展
開
」
（
『
上
野
国
に
お
け
る
禅
仏
教
の
流
入
と
展
開
㎞
刀
水
轡
房
、
二
〇
〇

　
三
年
）
な
ど
を
参
照
。
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⑤
『
栄
尊
和
尚
年
譜
』
（
噸
続
群
書
類
従
㎞
蹴
上
）
貞
応
二
年
条
、
『
聖
一
国
師
年

　
譜
㎞
（
魍
大
日
本
仏
教
全
書
㎞
九
五
）
同
年
条
。

⑥
榎
本
渉
欄
僧
侶
と
海
商
た
ち
の
東
シ
ナ
海
㎞
（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
章
。

⑦
「
大
覚
禅
師
・
尺
順
」
（
『
続
禅
林
墨
蹟
㎞
｝
〇
四
）
。

⑧
玉
村
竹
二
「
無
象
静
照
集
解
題
」
（
欝
欝
『
五
山
文
学
新
藷
㎏
六
、
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
、
同
「
大
休
正
念
墨
蹟
上
石
橋
頒
軸
序
』
に
就
て
」

　
（
欄
日
本
禅
宗
史
論
集
㎞
上
、
羅
文
閣
出
版
、
一
九
七
六
年
頃
。

⑨
　
葉
貫
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
③
著
書
二
章
。

第
二
章
　
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
禅
宗
興
隆
の
開
始
と
そ
の
背
景

第
一
節
　
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
の
転
換
と
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦

鎌倉禅の形成過程とその背景（中村）

　
北
条
時
頼
を
首
班
と
す
る
鎌
倉
幕
府
が
禅
宗
の
保
護
・
育
成
を
行
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
既
存
の
身
分
秩
序
に
よ
る
制
約
が
弱
く
、
権
力
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
ら
の
統
制
が
効
き
や
す
い
と
い
う
禅
宗
の
特
徴
が
、
こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
重
要
な
指
摘
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
前
章
で
確

認
し
た
＝
二
世
紀
の
前
半
・
後
半
の
段
階
差
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
平
雅
行
は
、
寛
元
四
（
ご
西
六
）
年
の
上
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

動
と
そ
の
翌
年
の
宝
治
合
戦
と
い
う
二
つ
の
政
変
に
、
幕
府
に
よ
る
禅
宗
・
律
宗
に
対
す
る
保
護
政
策
の
起
点
を
み
い
だ
し
た
。
両
政
変
は
、

時
頼
を
中
核
と
す
る
得
宗
（
執
権
）
勢
力
と
、
九
条
頼
経
の
下
に
結
集
し
た
将
軍
勢
力
の
衝
突
で
あ
り
、
京
都
政
界
を
巻
き
込
ん
だ
政
争
で
も

　
　
③

あ
っ
た
。
平
に
よ
れ
ば
、
頼
経
の
主
導
に
よ
る
鎌
倉
に
お
け
る
顕
密
仏
教
界
の
整
備
・
拡
充
路
線
は
、
両
政
変
で
頼
経
が
敗
北
し
た
た
め
に
頓

挫
。
一
方
、
勝
利
し
た
時
頼
が
、
顕
密
仏
教
へ
の
依
存
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
新
た
な
仏
法
と
し
て
禅
宗
・
律
宗
の
保
護
・
育
成
を
開
始
し
た

と
い
う
。
政
治
史
と
の
関
連
づ
け
に
よ
り
、
幕
府
の
宗
教
政
策
の
段
階
差
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
し
か
し
古
説
は
、
幕
府
の
対
顕
密
仏
教
政
策
の
転
換
を
主
題
と
し
た
た
め
か
、
既
往
の
禅
宗
史
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
そ
れ
は
、
平
起
自
体
に
も
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
平
は
政
変
に
伴
う
政
策
転
換
と
し
て
、
幕
府
に
よ

る
禅
宗
・
律
宗
の
興
隆
政
策
の
開
始
を
位
置
づ
け
る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
、
禅
宗
興
隆
は
政
変
直
後
か
ら
の
方
針
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

宗
保
護
政
策
の
開
始
に
い
た
っ
て
は
、
早
く
と
も
忍
性
が
常
陸
入
り
し
た
建
長
四
（
＝
一
五
二
）
年
以
降
の
こ
と
で
、
本
格
的
な
て
こ
入
れ
ば
、
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金
沢
（
北
条
）
実
時
の
招
請
に
よ
っ
て
三
尊
が
鎌
倉
に
下
向
し
た
弘
長
二
（
＝
一
六
二
）
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
変
後
に
お
け
る

幕
府
の
政
策
が
、
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
禅
宗
・
律
宗
の
興
隆
と
い
う
か
た
ち
に
帰
結
し
た
か
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
そ

の
際
に
は
、
幕
府
だ
け
で
な
く
僧
側
の
動
き
も
ふ
ま
え
、
両
者
を
関
連
づ
け
る
視
座
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
幕
府
が
禅
宗
・
律
宗
を
興
隆
し

た
目
的
に
つ
い
て
も
、
平
は
顕
正
仏
教
へ
の
依
存
軽
減
に
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
理
解
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
疑
問
が
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら

の
諸
点
を
念
頭
に
平
説
を
再
検
討
し
、
研
究
の
前
進
を
期
し
た
い
。

　
ま
ず
は
、
政
変
を
経
て
蘭
渓
道
隆
を
起
用
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
、
幕
府
を
と
り
ま
く
宗
教
勢
力
の
状
況
を
確
認
し
よ
う
。
繭
渓
は
、
寛
元

四
（
一
二
四
六
）
年
に
来
日
し
、
や
が
て
は
鎌
倉
禅
を
主
導
す
る
が
、
彼
の
来
日
は
幕
府
の
招
請
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
来
日
後
、
博

多
で
一
時
滞
在
し
て
泉
涌
寺
来
迎
院
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
蘭
渓
は
、
親
交
の
あ
っ
た
泉
涌
寺
憎
（
月
翁
智
鏡
・
樵
谷
惟
傷
）
の
人
脈
を
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

っ
て
渡
海
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
幕
府
が
、
渡
来
僧
の
起
用
に
よ
る
禅
宗
興
隆
を
目
指
し
て
い
た
と
は
み
な
し
が
た

い
。
こ
こ
ま
で
は
臆
説
に
適
合
的
だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
宝
治
二
（
＝
西
八
）
年
に
泉
涌
寺
か
ら
寿
福
寺
に
移
っ
た
際
に
も
、
蘭
渓
は
幕

府
の
招
請
を
う
け
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
蘭
渓
自
身
が
、

　
（
＝
一
四
七
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
a
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
頼
）

　
信
濃
秋
後
相
別
到
一
｝
皇
城
ハ
十
年
往
二
東
国
叩
遊
山
意
欲
三
便
帰
二
唐
土
↓
不
レ
知
三
尊
有
一
　
毒
煙
納
仰
笥
蒙
守
殿
堅
意
｝
相
客
。
非
二
陣
造
レ
毒
安
フ
僧
、
彼
御
階
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）

　
夕
於
二
此
一
大
事
↓
上
念
弦
在
菰
誠
。
所
謂
在
家
菩
薩
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
、
当
初
彼
は
鎌
倉
に
赴
い
た
後
、
嘉
事
に
帰
国
す
る
予
定
で
あ
り
（
a
）
、
幕
府
に
起

用
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
予
想
外
の
事
態
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
寿
福
寺
に
寓
居
し
て
い
た
蘭
渓
は
、
時
頼
に
み
い
だ
さ
れ
、
宝
治
二
年
ご
一
月
に
は
常
楽
寺
の
住
持
に
迎
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

北
条
五
時
の
「
墳
墓
之
道
場
」
と
も
い
わ
れ
た
常
楽
寺
は
、
嘉
禎
三
（
＝
一
三
七
）
年
に
泰
時
が
「
室
家
母
尼
」
の
追
善
の
た
め
に
建
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

北
条
氏
の
一
菩
提
寺
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
常
楽
寺
に
蘭
渓
を
迎
え
た
幕
府
の
姿
勢
は
、
栄
西
に
建
仁
寺
や
寿
福
寺
を
付
与
し
、
行
勇
を
常
楽
寺

の
開
山
と
し
た
の
と
大
差
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
顕
密
仏
教
へ
の
依
存
軽
減
政
策
と
評
価
す
る
の
は
過
大
に
す
ぎ
よ
う
。
そ
も
そ
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鎌倉禅の形成過程とその背景（中村）

も
、
政
変
後
に
伴
っ
て
頼
経
派
の
顕
密
僧
の
多
く
が
追
放
さ
れ
た
も
の
の
、
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
に
は
政
変
で
時
頼
に
味
方
し
、
時
頼
の
信
頼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

勝
ち
と
っ
た
園
城
寺
僧
隆
弁
が
就
任
し
、
隆
弁
・
王
催
の
幕
府
祈
濤
も
政
変
直
後
か
ら
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
政

変
直
後
に
お
け
る
幕
府
の
宗
教
政
策
の
基
調
は
、
頼
門
派
の
顕
密
僧
を
排
除
し
た
上
で
、
隆
弁
を
軸
に
精
密
仏
教
を
再
編
す
る
こ
と
に
求
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
に
お
い
て
、
禅
宗
を
保
護
・
育
成
す
る
目
的
が
、
顕
密
仏
教
へ
の
依
存
軽
減
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
筥
騒
動
・
宝
治
合
戦
の
画
期
性
自
体
は
、
平
説
と
は
異
な
る
観
点
と
根
拠
か
ら
、
強
調
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

　
実
は
、
蘭
渓
の
登
用
自
体
、
政
変
後
に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
界
の
動
向
の
変
化
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
に
よ
る
蘭
渓
登

用
の
端
緒
は
常
楽
寺
入
寺
に
求
め
ら
れ
る
が
（
前
述
）
、
そ
の
立
役
者
は
、
蘭
渓
が
寓
し
て
い
た
寿
福
寺
の
長
老
大
幸
急
心
を
お
い
て
他
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
ま
い
。
了
心
は
、
入
宋
し
て
南
頭
風
の
「
衣
服
丁
数
」
を
日
本
に
導
入
し
た
よ
う
に
、
酪
漿
仏
教
に
精
通
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
常
楽

寺
の
開
山
が
行
勇
で
あ
る
こ
と
も
、
行
勇
の
弟
子
で
あ
る
了
心
の
推
薦
に
よ
っ
て
蘭
曲
の
常
楽
寺
入
寺
が
な
さ
れ
た
と
の
私
見
を
補
強
し
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
了
心
の
浮
上
こ
そ
、
政
変
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　
政
変
以
前
の
漫
心
は
、
『
吾
妻
鏡
』
に
は
登
場
せ
ず
、
す
く
な
く
と
も
幕
府
祈
薦
を
主
導
す
る
地
位
に
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
「
永
福
寺
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

次
第
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
道
慶
に
代
わ
っ
て
永
福
寺
別
当
と
な
っ
て
い
る
。
道
慶
は
四
代
将
軍
九
条
心
経
の
護
持
僧
の
筆
頭
格
と
し
て
活
躍
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

寛
元
四
年
の
宮
騒
動
の
後
、
頼
経
と
と
も
に
帰
洛
し
た
園
城
寺
僧
で
あ
る
。
そ
の
道
慶
の
地
位
を
衆
心
が
継
い
だ
と
す
れ
ば
、
道
慶
の
帰
洛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

伴
う
処
置
と
み
る
他
な
い
。
他
な
ら
ぬ
嘉
慶
の
後
任
で
あ
る
こ
と
や
、
宝
治
合
戦
後
の
戦
没
者
供
養
と
政
変
で
の
勝
利
の
象
徴
と
し
て
、
永
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

寺
が
政
変
直
後
に
幕
府
主
導
で
再
建
さ
れ
た
こ
と
は
、
政
変
を
前
後
す
る
時
期
に
お
け
る
永
福
寺
前
当
職
の
重
要
性
を
裏
付
け
る
。
そ
し
て
、

爆
心
は
重
弁
に
こ
そ
及
ば
な
い
も
の
の
、
政
変
以
降
に
は
前
執
権
北
条
経
時
（
時
頼
の
同
母
兄
）
の
三
回
忌
の
導
師
を
務
め
、
将
軍
家
祈
疇
を

　
　
　
⑮

行
う
な
ど
、
政
変
直
後
の
幕
府
祈
藤
を
背
負
う
主
要
人
物
と
な
っ
て
い
た
。

　
愚
心
が
重
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、
政
変
を
う
け
た
鎌
倉
顕
密
仏
教
界
の
解
体
・
再
編
が
あ
る
。
政
変
で
鎌
倉
を
去
っ
た
頼
粛
軍
の
顕
密
僧
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

多
く
は
、
そ
れ
ま
で
幕
府
祈
蒋
の
中
心
的
地
位
に
あ
り
、
政
変
後
の
鎌
倉
仏
教
界
は
、
深
刻
な
人
員
不
足
に
陥
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
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な
か
で
、
か
つ
て
幕
府
祈
事
を
主
導
し
た
栄
西
・
行
勇
の
門
弟
で
あ
る
了
心
が
、
一
時
的
に
で
は
あ
れ
、
浮
上
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
前
垂
で
触

れ
た
東
大
寺
大
勧
進
と
し
て
の
活
動
や
、
金
剛
三
昧
院
の
運
営
に
み
ら
れ
る
栄
螺
門
流
の
禅
律
僧
と
し
て
の
無
党
派
性
が
、
幕
府
に
意
識
さ
れ

た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
時
頼
の
信
頼
を
勝
ち
え
た
肝
心
の
推
薦
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
鎌
倉
禅
形
成
の
端
緒
と
い
う
べ
き
蘭
渓
と
時
頼
の

出
会
い
が
実
現
し
た
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
蘭
渓
起
用
に
始
ま
る
鎌
倉
禅
の
形
成
は
、
そ
の
起
点
に
注
目
す
れ
ば
、
幕
府
に
よ
る
鎌

倉
顕
密
仏
教
界
の
再
編
に
伴
う
副
産
物
な
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
禅
宗
興
隆
の
本
格
化
と
そ
の
要
因

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
政
変
直
後
に
お
け
る
大
玉
爆
心
の
起
用
は
、
あ
く
ま
で
祈
薦
僧
と
し
て
で
あ
り
、
里
心
の
推
薦
に
よ
る
蘭
渓
道
隆
の

常
楽
寺
入
り
も
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
禅
宗
興
隆
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
は
評
価
し
が
た
い
。
し
か
し
、
幕
府
と
繭
渓
と
が
接
触
し
た
し
ば
ら
く

後
、
禅
宗
興
隆
に
向
か
っ
て
幕
府
政
策
の
舵
が
き
ら
れ
た
こ
と
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。
現
状
、
そ
の
政
策
転
換
の
画
期
と
な
る
時
期
を
確
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

す
る
手
だ
て
を
持
た
な
い
が
、
一
三
世
紀
末
に
は
禅
宗
興
隆
の
画
期
と
し
て
広
く
意
識
さ
れ
て
い
た
建
長
寺
の
創
建
は
、
や
は
り
一
つ
の
目
安

と
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
南
宋
禅
院
の
頂
点
た
る
径
山
に
い
た
石
渓
心
月
の
下
に
、
北
条
時
頼
か
ら
の
招
請
状
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

五
四
年
で
あ
り
、
こ
の
石
渓
招
請
計
画
が
、
建
長
三
（
～
二
五
一
）
年
五
月
に
事
始
が
な
さ
れ
、
同
五
年
＝
月
に
落
慶
し
た
建
長
寺
の
創
建

と
無
関
係
で
あ
る
と
は
み
な
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
幕
府
に
と
っ
て
の
蘭
渓
の
地
位
は
、
幕
府
祈
薦
僧
で
あ
る
漫
心
の
片
腕
、
あ
る
い
は
北
条
氏
の
一
菩
提
寺
の
住
持
か
ら
、
建
長

三
年
頃
ま
で
に
は
、
建
長
寺
の
住
持
と
し
て
鎌
倉
の
禅
僧
集
団
の
中
核
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
蘭
渓
と
幕
府
の
接
触
が
鎌
倉
顕

密
仏
教
界
再
編
の
副
産
物
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
蘭
渓
の
台
頭
も
ま
た
当
初
か
ら
の
既
定
路
線
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
政
変
後
の
時
頼
は
実
に
様
々
な
宗
教
者
と
接
触
し
て
い
る
。
六
波
羅
評
定
衆
の
波
多
野
義
重
の
要
請
を
宝
治
元
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

う
け
て
鎌
倉
入
り
し
た
道
元
や
、
浄
土
宗
の
真
阿
、
建
長
六
年
の
日
蓮
が
そ
の
一
例
だ
が
、
結
果
論
で
い
え
ば
、
蘭
渓
が
時
頼
か
ら
の
手
厚
い
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外
護
を
勝
ち
得
た
の
に
対
し
、
道
元
・
日
蓮
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
道
元
は
南
宋
の
天
童
山
山
浄
か
ら
受
け
継
い
だ
教
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
唯
一
の
「
仏
法
」
「
正
法
」
と
自
負
し
、
他
宗
の
兼
修
を
認
め
な
い
姿
勢
を
貫
い
た
。
そ
の
姿
は
、
『
立
正
安
国
論
』
を
も
っ
て
念
仏
者
の
排

　
　
　
　
　
　
⑳

斥
を
訴
え
る
日
蓮
と
も
つ
な
が
ろ
う
。
両
者
の
姿
勢
は
、
自
ら
が
信
を
置
い
た
園
城
寺
の
登
窯
を
中
心
に
三
密
仏
教
を
再
編
し
、
そ
れ
と
併
行

し
て
新
体
制
を
支
え
る
宗
教
者
を
広
く
求
め
た
時
事
の
方
針
と
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
道
元
が
時
頼
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
日
蓮

が
鎌
倉
退
居
を
命
じ
ら
れ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
他
方
、
真
阿
は
、
時
頼
の
庇
護
を
得
て
、
建
長
三
年
に
鎌
倉
に
浄
光
明
寺
を
開
い
て
い

⑫る
。
ま
た
、
時
頼
と
の
接
触
の
有
無
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
浄
土
宗
鎮
西
義
の
良
忠
は
、
建
長
元
年
よ
り
常
陸
・
上
総
・
下
総
で
教
線
を

拡
大
し
、
や
が
て
大
仏
（
北
条
）
朝
直
の
帰
依
を
得
て
、
正
元
元
（
ご
一
五
九
）
年
に
は
鎌
倉
で
悟
真
寺
（
光
明
寺
）
を
開
く
に
い
た
る
。
西
大

寺
系
律
僧
で
あ
る
忍
性
も
ま
た
、
建
長
四
年
に
常
陸
に
入
り
、
次
第
に
幕
府
関
係
者
か
ら
の
外
護
を
勝
ち
取
っ
た
。
そ
し
て
先
述
の
通
り
、
弘

長
二
年
の
叡
尊
の
鎌
倉
下
向
を
契
機
に
、
幕
府
か
ら
の
保
護
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
＝
一
五
〇
年
代
に
は
、
多
様
な
出
自
を
持
つ
僧
が
、
次
々
と
鎌
倉
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
も
鎌
倉
の
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

教
者
に
対
す
る
求
心
力
が
い
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
幕
府
の
権
勢
拡
大
の
結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
頃
の
幕
府
が

顕
密
高
僧
以
外
に
も
門
戸
を
開
い
て
い
る
と
、
僧
の
側
か
ら
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
、
蘭
渓
や
浄
土
宗
、

西
大
寺
系
律
宗
の
僧
が
、
幕
府
の
庇
護
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
他
に
多
く
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
蘭
渓
が
時
頼
か
ら
い
ち
早
く
格
別
の
庇
護
を
え
て
、
教
導
拡
大
に
成
功
し

た
事
実
は
目
を
引
こ
う
。
時
頼
が
爾
渓
を
起
用
し
た
背
景
の
一
つ
は
、
先
学
が
い
う
よ
う
に
、
権
力
側
に
と
っ
て
の
統
制
の
容
易
さ
と
い
う
点

に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
国
家
（
皇
帝
）
権
力
に
従
順
な
南
宋
禅
宗
の
体
質
に
も
由
来
し
よ
う
。
た
だ
し
、
幕
府
に
従
順
な
僧
と
い
う
だ
け
な

ら
、
他
に
も
候
補
は
い
た
は
ず
だ
。
で
は
、
蘭
渓
な
ら
で
は
の
強
み
と
は
何
か
。
難
し
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
南
宋
江
南
仏
教
が
日
本
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
想
起
さ
せ
う
る
「
中
国
」
仏
教
と
し
て
の
「
普
遍
」
性
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
中
世
日
本
に
お
い
て
顕
密
仏
教
の
正
統
性
の
根
幹
は
、
天
竺

（
イ
ン
ド
）
1
震
旦
（
中
国
）
一
本
朝
（
日
本
）
か
ら
な
る
壮
大
な
世
界
観
を
人
々
に
示
し
え
た
こ
と
に
く
わ
え
て
、
日
本
国
内
外
の
膨
大
な
文
献
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⑮

に
裏
づ
け
ら
れ
た
知
の
体
系
の
普
遍
性
を
主
張
し
え
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
真
阿
や
良
忠
な
ど
が
顕
密
仏
教
に
対
置
し
う
る
普
遍
性
を

提
示
し
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
蘭
渓
は
「
中
国
」
仏
教
の
体
現
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
で
、
三
国
世
界
観
が
内
在
す
る
中
国
へ
の
憧
憬
に

訴
え
か
け
つ
つ
自
ら
の
普
遍
性
を
表
明
し
え
た
の
で
あ
っ
た
。
蘭
渓
が
日
宋
交
流
を
通
じ
て
演
出
し
た
南
宋
と
の
人
脈
は
　
　
実
際
は
、
後
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
よ
う
に
円
爾
に
頼
る
面
も
あ
っ
た
が
　
　
、
日
本
仏
教
の
独
自
性
・
優
越
性
を
強
調
し
て
き
た
顕
密
仏
教
と
は
異
な
り
、
自
身
の
仏
法
が

世
界
標
準
と
し
て
の
普
遍
性
を
有
す
る
こ
と
の
証
で
も
あ
っ
た
。
渡
来
僧
や
前
代
の
入
宋
僧
が
、
南
宋
仏
教
界
と
の
直
接
的
な
交
渉
を
重
視
し

た
理
由
は
、
こ
う
し
た
点
に
も
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
幕
府
も
ま
た
そ
の
価
値
を
認
め
た
か
ら
こ
そ
、
蘭
渓
を
起
用
し
て
の
禅
宗
興
隆
を
、

日
宋
交
流
の
支
援
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
蘭
渓
の
魅
力
も
政
変
後
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
幕
府
に
と
っ
て
重
み
を
持
ち
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

政
変
後
、
時
々
は
、
細
密
高
僧
の
大
半
を
鎌
倉
か
ら
追
放
す
る
一
方
、
園
城
寺
豊
年
を
重
用
し
て
園
城
寺
へ
の
て
こ
入
れ
を
行
い
、
延
暦
寺
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
対
立
を
深
刻
化
さ
せ
た
。
そ
の
た
め
、
幕
府
は
隆
弁
を
基
軸
と
し
た
顕
密
仏
教
の
再
編
を
目
指
し
た
も
の
の
、
一
一
一
五
〇
～
六
〇
年
代
を
通

じ
、
人
材
不
足
の
解
消
を
十
分
に
実
現
し
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
幕
府
が
禅
宗
興
隆
を
通
じ
、
顕
密
仏
教
に
対
置
し
う
る

普
遍
性
を
求
め
た
の
は
、
顕
密
依
存
の
軽
減
を
目
的
と
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
頼
る
べ
き
顕
密
僧
を
欠
い
た
結
果
で
は
な
い
か
。
中
世
日
本
に

お
け
る
仏
教
の
持
つ
重
み
か
ら
す
れ
ば
、
先
例
に
よ
ら
な
い
僧
の
登
用
は
、
政
権
に
と
っ
て
は
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し

親
時
頼
の
顕
密
僧
で
十
分
な
祈
薦
体
制
が
整
備
で
き
て
い
た
な
ら
、
新
興
勢
力
に
す
ぎ
な
い
禅
僧
を
あ
え
て
体
制
に
組
み
込
む
必
要
は
な
か
っ

た
は
ず
だ
。
ま
た
、
晴
頼
が
禅
宗
を
受
容
し
た
背
景
と
し
て
、
南
宋
仏
教
が
持
つ
儒
教
的
要
素
が
、
権
力
者
に
統
治
の
指
針
を
提
供
し
え
た
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
強
調
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
建
長
三
年
＝
一
月
目
発
覚
し
た
頼
経
派
の
残
党
の
謀
反
と
思
し
い
了
行
法
師
事
件
な
ど
、

政
変
以
来
の
幕
府
と
九
条
家
を
と
り
ま
く
政
情
不
安
を
想
起
し
た
い
。
得
々
専
制
の
起
点
と
も
さ
れ
る
時
世
執
政
期
に
お
け
る
善
政
・
徳
政
へ

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
意
識
の
高
ま
り
も
、
こ
の
時
期
の
幕
府
体
制
が
い
ぜ
ん
と
し
て
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
律
宗
を
ふ
く
め
、
幕
府
の

統
制
に
従
順
な
仏
法
が
と
く
に
好
ま
れ
た
背
景
も
、
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
繭
渓
が
北
条
時
頼
か
ら
の
格
別
の
庇
護
を
勝
ち
え
た
こ
と
は
、
禅
僧
集
団
の
形
成
に
決
定
的
な
意
義
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
過
程
の
検
討
は
次
章
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
幕
府
の
禅
宗
興
隆
政
策
の
定
着
と
関
わ
る
部
分
の
み
、
先
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　
と
り
わ
け
＝
一
世
紀
後
半
以
降
、
顕
密
仏
教
の
隆
盛
の
反
作
用
と
し
て
、
顕
密
の
学
侶
を
中
心
と
す
る
仏
教
界
の
現
状
に
対
す
る
批
判
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
、
内
外
に
お
い
て
高
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
南
宋
仏
教
を
範
と
す
る
改
革
を
目
指
し
た
の
が
入
宋
僧
で
あ
っ
た
が
、
す
く
な

く
と
も
＝
二
世
紀
前
半
の
鎌
倉
に
お
い
て
、
彼
ら
の
多
く
は
顕
密
の
学
侶
に
比
し
て
自
ら
を
庇
護
す
る
権
力
者
を
十
分
に
は
確
保
し
え
ず
、
広

範
に
存
在
し
た
批
判
意
識
の
受
け
凱
た
り
え
る
求
心
力
を
欠
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
一
二
四
〇
年
代
前
半
に
円
爾

が
道
家
の
庇
護
を
得
た
こ
と
は
、
多
く
の
僧
侶
が
禅
僧
と
し
て
円
爾
の
下
に
結
集
し
て
い
く
主
要
な
契
機
た
り
え
た
。
こ
れ
と
同
様
、
蘭
渓
が

時
頼
の
支
持
を
得
た
こ
と
も
、
南
宋
仏
教
志
向
の
僧
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
立
場
を
禅
僧
と
表
明
す
る
動
機
と
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　
一
方
、
蘭
渓
と
同
じ
く
権
力
へ
の
奉
仕
を
積
極
的
に
担
う
な
か
で
、
南
宋
仏
教
へ
の
志
向
性
を
強
く
は
持
た
な
か
っ
た
僧
を
結
集
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
た
の
が
、
雨
渓
よ
り
遅
れ
て
台
頭
し
た
忍
性
・
石
音
が
率
い
る
西
大
寺
系
律
宗
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
一
二
六
〇
年
代
に
は
、
鎌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

倉
に
お
け
る
念
仏
者
の
中
心
人
物
た
る
新
善
光
寺
別
当
の
道
教
が
叡
尊
と
親
交
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
真
塩
が
後
に
浄
光
明
寺
を
「
持
戒
念
仏

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

寺
」
と
称
し
、
良
忠
が
持
戒
を
旨
に
念
仏
宗
を
発
展
さ
せ
た
よ
う
に
、
「
持
戒
」
を
旗
印
と
し
て
念
仏
者
と
律
僧
と
の
膨
化
が
進
展
す
る
。
「
増

悪
無
碍
」
を
名
目
と
す
る
念
仏
者
へ
の
弾
圧
を
朝
廷
・
幕
府
が
公
認
し
た
こ
と
も
、
「
廉
直
」
に
し
て
「
無
欲
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
勝
ち
取
っ

た
律
僧
へ
の
接
近
を
促
し
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

　
仏
教
界
の
現
状
に
対
す
る
批
判
意
識
を
持
ち
、
そ
の
改
革
を
志
向
す
る
返
た
ち
が
禅
僧
・
律
僧
と
し
て
結
集
し
て
い
く
右
の
よ
う
な
動
き
は
、

こ
の
よ
う
に
様
々
な
宗
教
勢
力
と
幕
府
－
時
頼
と
が
接
近
し
て
い
く
過
程
で
進
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
者
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら

の
優
位
性
や
特
徴
を
表
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
南
宋
仏
教
の
あ
り
方
に
共
感
を
持
つ
僧
は
、
日
本
に
根
付
い
て
い
た
仏
教
と
は
異

質
な
「
中
国
」
仏
教
と
し
て
顕
密
仏
教
へ
の
対
抗
構
想
を
打
ち
出
し
、
禅
僧
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
・
先
鋭
化
し
て
い
く
。
そ

れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
多
く
は
、
「
持
戒
」
を
掲
げ
、
「
廉
直
」
「
無
欲
」
な
律
僧
と
し
て
、
自
己
の
差
別
化
を
図
っ
た
。
平
は
、
政
変
を
う
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け
た
幕
府
の
政
策
転
換
と
し
て
禅
宗
・
律
宗
の
興
隆
を
位
置
づ
け
る
が
、
そ
れ
は
政
変
直
後
か
ら
の
既
定
路
線
で
は
な
く
、
政
変
後
に
お
け
る

幕
府
の
宗
教
政
策
に
呼
応
し
た
、
多
様
な
宗
教
勢
力
に
よ
る
競
合
と
勢
力
再
編
の
帰
結
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
幕
府
に
よ
る
禅
宗
興
隆
と
律

宗
興
隆
に
時
期
的
な
ズ
レ
が
存
在
す
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。

①
こ
の
点
は
、
平
雅
行
門
鎌
倉
仏
教
論
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
幽
八
（
中
世

　
二
）
、
岩
波
開
店
、
一
九
九
四
年
）
に
も
よ
り
つ
つ
、
原
田
前
掲
「
は
じ
め
に
駄

　
註
⑭
著
書
結
論
が
専
論
と
し
て
深
め
て
い
る
。

②
平
前
掲
第
一
章
註
②
論
文
。

③
両
政
変
に
つ
い
て
は
、
上
横
手
雅
敬
「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」
（
『
岩
波
講
座

　
日
本
歴
史
』
七
（
中
世
一
）
、
岩
波
省
店
、
一
九
七
五
年
）
お
よ
び
村
井
章
介

　
「
執
権
政
治
の
変
質
」
（
『
中
世
の
国
家
と
在
地
社
会
臨
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、

　
初
出
一
九
八
四
年
〉
を
参
照
。

④
近
年
の
概
説
と
し
て
、
菊
地
大
樹
「
鎌
倉
仏
教
の
世
界
恥
（
高
橋
慎
一
朗
編

　
『
〈
史
跡
で
読
む
日
本
の
歴
史
六
〉
鎌
倉
の
世
界
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
～
○
年
）
、

　
伊
藤
幸
司
「
東
ア
ジ
ア
を
ま
た
ぐ
禅
宗
世
界
」
（
荒
野
ほ
か
前
掲
「
は
じ
め
に
」

　
註
⑥
編
著
上
口
）
、
前
川
健
一
「
新
仏
教
の
形
成
」
（
三
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
一
二
・
日

　
本
二
〉
躍
動
す
る
中
世
仏
教
㎞
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。

⑤
『
感
身
学
正
記
㎞
建
長
四
年
条
お
よ
び
、
㎎
元
亨
釈
書
』
＝
二
（
忍
性
伝
）
に

　
よ
る
。

⑥
こ
の
点
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
日
宋
貿
易
の
展
開
と
幕
府
」
（
『
史
学

　
雑
誌
』
＝
九
－
一
〇
）
二
章
一
節
も
参
照
の
こ
と
。

⑦
門
大
覚
禅
師
墨
蹟
・
尺
順
駄
（
闘
続
禅
林
墨
蹟
㎞
一
〇
三
）
。

⑧
常
楽
寺
に
つ
い
て
は
、
『
吾
妻
鏡
㎞
嘉
禎
三
（
＝
＝
二
七
）
年
一
二
月
＝
二
日
条
、

　
宝
治
二
年
三
月
二
一
日
「
常
楽
寺
鐘
銘
」
（
咽
神
奈
川
県
史
㎞
申
世
三
九
九
）
、
『
鎌

　
倉
市
史
㎞
社
毒
編
（
吉
州
弘
文
華
、
一
九
六
七
年
）
四
＝
二
～
四
一
八
頁
を
参
照
。

⑨
　
永
井
晋
「
鶴
岡
社
務
隆
弁
と
鎌
倉
の
体
制
仏
教
」
（
㎎
金
沢
北
条
氏
の
研
究
㎞
八

　
木
書
店
、
　
二
〇
〇
よ
幽
艶
）
。

⑩
噸
空
華
日
用
工
夫
略
集
幅
三
末
追
抄
、
『
本
朝
高
僧
伝
㎞
一
九
（
朗
唱
伝
）

　
（
咽
大
目
本
仏
教
全
書
㎞
　
一
〇
二
）
。

⑪
「
永
福
寺
別
当
次
第
」
（
欄
実
相
院
文
書
輪
二
六
箱
～
二
六
番
）
。
史
料
番
号
は
、
京

　
都
府
教
育
委
員
会
㎎
京
都
府
古
文
書
等
緊
急
調
査
報
告
書
天
台
宗
穿
門
派
実
相
院

　
古
文
書
目
録
』
に
拠
る
。
な
お
、
盗
史
料
に
つ
い
て
は
平
雅
行
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

⑫
平
雅
行
「
鎌
倉
寺
門
派
の
成
立
と
展
開
」
（
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀

　
要
』
四
九
、
二
〇
〇
九
年
）
。

⑬
秋
山
哲
雄
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
永
福
寺
の
歴
史
的
位
置
」
（
阿
部
猛
編
『
中

　
世
政
治
史
の
研
究
』
手
本
史
史
料
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑭
永
福
毒
再
建
供
養
は
、
『
吾
妻
鏡
㎞
建
長
元
年
＝
月
二
三
一
条
に
み
え
る
。

⑮
蟹
口
押
蓋
』
宝
治
二
年
三
月
二
九
日
条
、
建
長
二
年
九
月
一
八
日
条
。

⑯
平
前
掲
第
一
章
註
②
論
文
。

⑰
㎎
吾
妻
鏡
』
同
左
幕
。
『
雑
談
集
』
（
『
中
世
の
文
学
』
三
）
。
『
野
守
鏡
㎞
（
『
群

　
書
類
従
蜘
二
七
）
五
〇
九
頁
。

⑱
㎎
吾
妻
鏡
㎞
建
長
五
（
コ
～
五
三
）
年
＝
月
二
五
日
条
。

⑲
納
寓
常
天
「
道
元
の
鎌
倉
行
化
に
つ
い
て
」
（
㎎
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀

　
要
㎞
三
一
、
一
九
七
三
年
）
。

⑳
『
正
法
眼
蔵
㎞
仏
道
・
諸
法
実
相
。
竹
内
道
雄
買
人
物
叢
書
〉
道
元
㎞
（
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
二
二
年
）
も
参
照
。

⑳
　
日
工
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
弘
夫
門
日
蓮
㎞
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇

　
〇
三
年
）
を
参
照
。
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鎌倉禅の形成過程とその背景（中村〉

⑫
浄
光
明
寺
と
時
頼
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
三
輪
龍
哉
「
鎌
倉
時
代
の
浄
光
明

　
寺
」
（
大
三
輪
龍
彦
編
『
浄
光
明
寺
敷
地
絵
図
の
研
究
㎞
新
入
物
往
来
社
、
二
〇

　
〇
五
年
）
を
参
照
。

⑬
　
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
秋
山
哲
雄
「
鎌
倉
と
鎌
倉
幕
府
」
（
『
歴
史
学
研
究
』

　
八
五
九
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。

⑭
　
　
「
中
国
扁
仏
教
の
実
態
は
、
南
宋
江
南
（
と
り
わ
け
漸
江
）
地
域
に
根
ざ
し
た

　
仏
教
で
あ
り
、
華
北
を
含
む
中
国
大
陸
全
域
で
通
用
し
う
る
価
値
を
持
っ
て
い
た

　
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
本
稿
で
は
、
南
宋
仏
教
の
ロ
ー
カ
ル
性
が
隠
蔽
さ
れ
た
ま

　
ま
、
普
遍
的
な
門
中
国
」
仏
教
と
し
て
認
識
さ
れ
、
日
本
で
広
範
に
受
容
さ
れ
た

　
点
を
重
視
し
て
い
る
。

⑳
　
平
雅
行
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
呪
術
性
と
合
理
性
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
研
究
紀
要
』
　
一
五
七
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑳
　
横
内
裕
入
「
自
己
認
識
と
し
て
の
詳
密
体
制
と
門
東
ア
ジ
ア
」
」
（
噸
日
本
中
世

　
の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
㎞
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
。

⑳
　
平
雅
行
「
鎌
倉
幕
府
と
延
暦
寺
」
（
中
尾
廃
編
網
中
世
の
寺
院
体
制
と
社
会
』

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
前
掲
第
一
章
註
②
論
文
。

⑱
　
川
添
前
掲
「
は
じ
め
に
偏
註
③
論
文
、
村
井
章
介
『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本

　
文
化
』
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年
）
二
章
。

⑲
　
　
欄
吾
妻
鏡
㎞
建
長
三
年
＝
一
月
二
二
・
二
六
日
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、

第
三
章
　
鎌
倉
禅
の
形
成
過
程
と
そ
の
背
景

第
一
節
　
九
条
道
家
か
ら
北
条
時
頼
へ

　
村
井
前
掲
註
③
論
文
、
野
口
実
「
了
行
と
そ
の
周
辺
」
（
『
東
方
学
報
』
七
八
、
京

　
都
、
二
〇
〇
一
年
）
も
参
照
。

⑳
　
禅
宗
の
導
入
の
み
な
ら
ず
、
私
が
以
前
検
討
し
た
建
長
六
年
の
唐
船
制
限
令
の

　
発
令
背
景
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
文
脈
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
（
拙
稿
「
鎌
倉
幕

　
府
の
「
唐
船
」
関
係
法
令
の
検
討
」
『
鎌
倉
遺
文
研
究
㎞
二
五
、
二
〇
一
〇
年
）
。

＠
　
秋
山
哲
雄
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
北
条
氏
の
邸
宅
と
寺
院
」
（
下
北
条
氏
権
力
と

　
都
市
鎌
倉
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
、
森
幸
夫
『
〈
人
物
叢
書
〉
北
条
重

　
時
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
年
の
研
究
は
、

　
時
頼
の
北
条
氏
内
部
で
の
地
位
の
問
題
を
含
め
、
時
明
執
政
期
に
お
け
る
北
条
氏

　
権
力
の
不
安
定
性
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。

⑳
　
大
塚
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑤
著
書
第
～
章
、
同
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑤
論

　
文
（
「
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
鎌
倉
新
仏
教
運
動
」
）
。

曾
　
栄
西
門
流
が
、
後
の
蘭
渓
門
流
や
円
宗
門
流
と
比
し
て
、
教
団
と
し
て
の
ま
と

　
ま
り
に
欠
け
る
の
は
、
こ
の
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。

⑭
　
　
『
関
東
往
還
記
』
弘
長
二
（
一
二
六
二
）
年
七
月
一
九
日
条
。

⑳
永
仁
四
（
～
二
九
六
）
年
正
月
二
三
日
「
真
阿
譲
状
」
（
魍
浄
光
明
星
文
書
』
、

　
噸
鎌
倉
遺
文
㎞
二
五
…
　
八
九
六
九
）
。

⑳
　
平
雅
行
『
歴
史
の
な
か
に
み
る
親
鷲
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
｝
一
年
）
二
〇
四
～

　
二
〇
五
頁
。

一
三
世
紀
後
半
以
降
、
鎌
倉
幕
府
は
禅
僧
の
保
護
・
育
成
を
開
始
し
、
鎌
倉
で
は
蘭
渓
道
隆
を
中
心
に
禅
僧
の
組
織
化
が
進
展
す
る
。
一
方
、

そ
れ
以
前
に
お
い
て
、
南
宋
仏
教
の
導
入
を
主
導
し
、
禅
僧
の
結
集
核
と
し
て
の
存
在
感
を
誇
っ
て
い
た
の
は
、
東
福
寺
の
円
爾
で
あ
っ
た
。
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し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
禅
の
形
成
は
、
先
行
す
る
京
都
の
禅
憎
集
団
と
の
関
係
を
捨
象
し
て
は
語
れ
ま
い
。
そ
こ
で
以
下
、
鎌
倉
を
中
心
と
す
る

蘭
渓
に
よ
る
禅
僧
の
組
織
化
の
過
程
と
そ
の
背
景
を
、
京
都
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
再
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
＝
二
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
入
宋
僧
の
外
護
者
と
し
て
、
彼
ら
に
よ
る
日
記
交
流
を
直
接
的
に
支
援
し
た
世
俗
権
力
の
代
表
は
、
幕
府
で
は

な
く
、
九
条
道
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
恩
恵
を
強
く
受
け
た
の
が
、
俊
梅
門
下
の
泉
涌
寺
僧
と
円
爾
門
流
の
東
福
寺
僧
で
あ
る
。
泉
涌
寺
僧
が
、

道
家
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷
の
有
力
者
の
外
護
を
う
け
、
入
宋
僧
を
核
と
す
る
僧
侶
集
団
と
し
て
京
都
に
お
け
る
活
動
基
盤
を
築
い
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
は
、
西
谷
功
の
研
究
に
詳
し
い
。
一
方
、
円
上
に
つ
い
て
は
、
道
家
が
自
ら
の
創
建
し
た
東
福
寺
の
開
山
に
円
爾
を
迎
え
、
同
寺
を
下
等

風
の
禅
院
と
し
て
入
宋
僧
の
申
心
地
へ
と
急
浮
上
さ
せ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。
道
家
と
東
福
寺
・
円
爾
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
点
は
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
す
く
な
く
と
も
南
宋
仏
教
の
導
入
と
い
う
手
段
の
面
で
、
道
家
と
賊
勢
の
方
針
が
｝
致
し
て
い
た
点
を
重
視
し
た
い
。

と
い
う
の
も
、
道
家
－
円
爾
が
入
宋
僧
の
求
心
核
た
り
え
た
理
由
と
し
て
、
彼
ら
の
入
宋
経
験
を
積
極
的
に
評
価
す
る
道
家
の
姿
勢
が
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
前
稿
で
み
た
よ
う
に
、
翌
冬
の
下
に
結
集
し
た
妻
た
ち
は
、
南
宋
禅
院

の
頂
点
た
る
径
山
の
無
準
師
範
の
仏
法
を
継
承
す
る
者
と
し
て
、
自
派
の
優
越
性
を
確
信
し
、
僧
団
と
し
て
結
集
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
俊
彷
門
流
や
円
爾
門
流
と
い
っ
た
入
宋
僧
た
ち
に
と
っ
て
、
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
を
う
け
て
道
家
が
失
脚
し

た
こ
と
は
、
未
曾
有
の
危
機
と
認
識
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
彼
ら
は
い
ま
だ
発
展
途
上
の
新
興
勢
力
で
あ
り
、
彼
ら
が
拠
り
所
と
し
た
道
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

保
護
も
、
そ
の
過
剃
さ
も
あ
っ
て
周
囲
か
ら
の
批
判
と
反
発
を
招
い
て
い
た
。
円
爾
が
周
囲
の
状
況
を
「
近
来
執
見
、
諸
道
甚
多
」
と
憂
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

蘭
渓
が
円
爾
に
宛
て
て
「
皇
城
之
側
」
か
ら
の
圧
迫
や
「
衆
啄
」
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
ら
の
克
服
を
祈
念
し
て
い
る
こ
と
も
、
政
変
後
の
即

智
を
と
り
ま
く
環
境
を
示
唆
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
道
家
を
失
っ
た
京
都
に
対
し
、
鎌
倉
で
は
政
変
に
よ
り
幕
府
体
制
を
支
え
て
い
た
顕
密
僧

の
主
流
派
が
去
り
、
さ
ら
に
幕
府
も
蘭
渓
を
起
用
す
る
な
ど
禅
宗
に
好
意
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
鎌
倉
禅
形
成
に
お
け
る
幕
府
の
禅
宗
保

護
政
策
そ
れ
自
体
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
政
変
に
よ
る
道
家
の
失
脚
が
、
幕
府
の
政
策
の
実
効
性
を
増
大
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
面
も
大
い
に
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
京
都
で
活
躍
し
て
い
た
泉
涌
寺
僧
や
東
福
寺
僧
の
な
か
に
、
政
変
後
に
京
都
を
離
れ
た
り
、
幕
府
へ
の
接
近
を
試
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

者
が
散
見
す
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
と
え
ば
、
泉
涌
寺
僧
の
八
仙
（
樵
谷
惟
倦
）
は
、
入
宋
し
て
蘭
渓
と
と
も
に
寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
に
帰

国
し
た
後
、
京
都
を
離
れ
、
故
郷
で
あ
る
信
濃
の
律
院
で
あ
ろ
う
安
楽
寺
に
住
ん
だ
。
さ
ら
に
彼
に
つ
い
て
は
、
建
長
年
間
初
頭
に
は
建
長
寺

に
い
た
こ
と
、
そ
し
て
弘
長
元
（
一
二
六
～
）
年
に
、
再
び
入
宋
し
、
帰
国
後
に
安
楽
寺
を
禅
院
に
革
め
、
北
条
氏
庶
流
の
塩
田
家
の
庇
護
を

受
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
様
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
が
、
他
な
ら
ぬ
蘭
渓
の
事
跡
で
あ
る
。
彼
は
来
日
し
て
し
ば
ら
く
の
間
、
泉
涌
寺

　
　
　
　
　
⑧

来
迎
院
に
い
た
が
、
宝
治
二
年
に
は
寿
福
寺
に
移
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
一
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
入
宋
僧
の
中
心
的
な
活
動
拠
点
が
、
泉

涌
寺
や
東
福
寺
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
幕
府
の
招
請
も
な
い
ま
ま
に
鎌
倉
に
下
向
す
る
と
い
う
蘭
渓
の
選
択
は
、
不
自
然
と
も
い
え
る
。

だ
が
、
こ
れ
も
泉
涌
寺
や
東
福
寺
を
支
え
た
道
家
の
失
脚
を
考
慮
す
れ
ば
、
理
解
し
や
す
い
。
爾
渓
が
政
変
後
に
お
け
る
京
都
情
勢
に
危
惧
を

抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
円
爾
へ
の
配
慮
を
記
し
た
書
翰
か
ら
も
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
前
掲
第
一
章
註
⑦
史
料
a
）
。

　
さ
ら
に
円
盆
に
つ
い
て
も
、
建
長
年
間
頃
よ
り
幕
府
周
辺
へ
の
姿
勢
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
は
や
く
も
建
長
元
（
コ
…
四
九
）
年
に
は
、
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

爾
が
蘭
渓
の
下
に
僧
～
○
人
を
派
遣
し
、
建
長
寺
の
「
叢
林
礼
」
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
以
降
も
、
円
爾
と
蘭
渓
は
、
書
翰
の
冒
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
「
正
藪
特
承
；
下
意
↓
合
掌
反
復
数
過
」
と
記
す
よ
う
に
、
連
絡
を
取
り
あ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
円
爾
と
蘭
渓
の
単
な
る
親
交
と
み
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
管
見
の
限
り
、
明
豊
が
泉
涌
寺
時
代
の
蘭
渓
と
接
触
し
た
徴
証
は
な
く
、
径
山
で
は
同
門
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
両
者
の
問

に
は
、
南
宋
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き
親
交
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
円
爾
の
こ
う
し
た
動
き
に
つ
い
て
は
、
蘭
渓
と
の
協
調
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
ど
ま
ら
ず
、
幕
府
と
の
関
係
構
築
を
求
め
る
円
爾
の
政
治
戦
略
と
し
て
も
、
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
（
a
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蘭
渓
）

　
円
融
昔
在
二
品
山
座
下
ハ
随
衆
輝
々
時
、
与
二
足
下
一
同
几
。
蓋
千
万
衆
中
中
隔
二
清
談
昇
藤
足
下
蕩
二
道
徳
一
於
二
千
鉤
一
重
。
脱
一
　
利
名
一
三
二
一
羽
一
回
。
：

　
　
　
　
　
（
b
X
北
条
時
頼
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
粂
道
家
〉

　
　
（
中
略
）
…
大
檀
守
殿
、
於
一
塁
繕
事
一
深
草
深
行
。
魚
貝
霊
山
心
構
地
不
レ
半
者
也
。
円
鱗
日
夕
願
レ
保
二
守
殿
長
生
掛
算
殉
又
欲
一
票
同
識
殉
禅
定
殿
下
為
レ
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
c
）

　
純
実
、
志
趣
不
レ
凡
。
円
爾
、
見
同
二
窺
豹
↓
愚
甚
漏
刻
舟
幻
添
分
引
径
山
二
一
燈
↓
訟
＝
扇
二
宋
朝
之
遺
、
↓
敬
慕
二
足
下
道
徳
・
守
殿
力
量
↓
　
下
之
雪
下
、
、
｝
而

行
中
百
丈
之
規
式
b
如
垂
一
一
慈
摂
一
為
レ
法
本
志
　
。
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⑫

　
右
は
、
円
爾
が
建
長
二
、
三
年
頃
に
蘭
渓
に
向
け
て
送
っ
た
書
翰
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
円
爾
は
、
無
産
師
範
下
の
同
門
と
し
て
蘭
渓
の

徳
を
称
え
（
a
）
、
二
人
で
禅
宗
を
日
本
で
広
め
よ
う
と
伝
え
て
い
る
わ
け
だ
が
（
c
）
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
時
頼
の
名
を
挙
げ
て
そ
の
力

量
へ
の
期
待
を
記
し
（
b
）
、
北
条
時
頼
の
存
在
を
蘭
渓
と
並
ぶ
禅
宗
興
隆
の
要
と
し
て
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
c
）
。
こ
う
し
た
活
動
の
結

果
で
も
あ
ろ
う
。
建
長
六
年
号
円
爾
は
里
謡
寺
に
赴
き
、
時
頼
に
禅
戒
と
衣
鉢
を
授
け
た
が
、
こ
の
時
、
時
頼
は
円
建
に
「
願
為
二
法
門
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

護
こ
と
述
べ
、
円
葉
の
庇
護
を
表
明
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
時
頼
と
の
面
会
が
遅
れ
た
の
は
、
建
長
四
年
ま
で
存
堕
し
て
い
た
道
家
の
存
在

が
考
慮
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
政
変
以
前
に
伽
藍
自
体
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
東
福
寺
供
養
が
建
長
七
年
ま
で
遅
れ
た
こ

　
　
　
　
⑭

と
と
と
も
に
、
道
家
尖
脚
の
影
響
の
深
刻
さ
が
窺
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
円
爾
の
蘭
渓
…
幕
府
へ
の
積
極
的
な
働
き
か
け
の
結
果
、
東
福
寺

の
円
爾
門
流
は
、
檀
那
で
あ
る
道
家
の
権
勢
失
墜
と
い
う
最
大
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
雪
渓
に
と
っ
て
も
、
円
爾
か
ら
の
働
き
か
け
は
好
都
合
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
蘭
渓
は
円
爾
の
接
近
に
対
し
、
先
の
書
翰
（
前
掲

第
一
章
註
⑦
史
料
）
で
「
野
望
レ
力
而
主
レ
之
、
使
二
上
西
一
盛
行
、
高
所
レ
願
也
」
と
応
え
、
二
人
で
鎌
倉
・
京
都
を
中
心
に
南
宋
禅
を
興
隆
さ
せ

る
意
志
を
伝
え
て
い
る
（
傍
線
部
b
）
。
蘭
渓
が
こ
う
し
た
姿
勢
を
と
っ
た
の
は
、
彼
が
「
中
国
」
仏
教
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、

南
宋
仏
教
界
と
の
人
脈
の
面
で
は
、
円
爾
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
、
蘭
渓
は
弘
長
元
年
頃
、
弟
子
の
直
翁
智
侃
ら
の
入
宋
に
際
し
、
直
翁
が
編
纂
し
た
自
身
の
語
録
に
、
宋
僧
か
ら
の
序
と
蹟
を
得

て
く
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
れ
を
う
け
て
直
翁
ら
は
、
海
事
法
照
と
虚
堂
智
愚
か
ら
序
と
蹟
を
受
け
て
帰
国
し
た
が
、
こ
の
時
、
あ
わ
せ
て
大
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

普
済
に
語
録
を
添
削
し
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
蘭
渓
の
逆
鱗
に
触
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
直
翁
は
爾
渓
の
下
を
去
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、

南
宋
で
は
通
用
し
な
か
っ
た
と
し
て
蘭
渓
の
能
力
の
低
さ
を
い
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
は
、

蘭
渓
が
南
宋
仏
教
界
の
高
僧
と
の
間
に
然
る
べ
き
人
脈
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
南
宋
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

山
の
第
一
と
さ
れ
る
径
山
の
無
準
師
範
に
連
な
る
宋
僧
と
確
固
た
る
人
脈
を
有
す
る
円
爾
は
、
蘭
渓
と
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
を
反
映
し
て

か
、
先
述
し
た
蔵
山
荘
空
は
、
三
年
間
の
東
福
寺
で
の
修
業
の
後
、
建
長
寺
に
赴
い
て
入
宋
し
た
が
（
『
元
亨
釈
書
馳
）
、
在
畑
中
の
活
動
は
、
円
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爾
門
流
の
人
脈
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
並
等
が
弟
子
で
あ
る
義
翁
紹
仁
・
葦
航
玉
無
の
入
宋
に
際
し
、
円
爾
に
連
絡
を
し
て
い
る
こ
と
も

（
前
掲
第
一
章
註
⑦
史
料
。
）
、
豊
年
に
よ
る
日
報
交
流
が
円
爾
の
人
脈
に
依
存
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
穿
っ
て
み
れ
ば
、
円
爾
が
、

無
準
の
法
を
嗣
が
な
か
っ
た
蘭
渓
を
一
貫
し
て
無
準
門
下
の
同
門
と
し
て
い
る
の
も
（
前
掲
註
⑫
史
料
a
・
c
）
、
円
爾
が
底
面
を
取
り
込
み
、

蘭
渓
に
対
す
る
主
導
権
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
ら
に
、
道
家
に
か
わ
っ
て
時
頼
が
自
身
の
庇
護
下
に
円
丘
を
引
き
寄
せ
た
こ
と
は
、
渡
来
僧
の
来
日
と
い
う
面
で
も
、
実
は
重
大
な
意
義

を
持
っ
て
い
た
。
渡
来
僧
の
鎌
倉
入
り
は
、
も
ち
ろ
ん
直
接
的
に
は
幕
府
の
招
請
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
の
み
で
十
分
条
件
た
り
え
た
わ
け

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
章
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
休
正
念
来
日
の
背
景
に
は
、
円
爾
門
下
の
入
宋
僧
で
あ
る
無
食
道
照
と
の
親
交

が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
に
兀
庵
普
寧
が
来
日
し
た
の
も
、
直
接
的
に
は
無
準
下
の
知
己
で
あ
る
円
爾
の
招

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

請
に
よ
る
も
の
だ
し
、
無
学
祖
元
も
来
日
す
る
や
、
同
じ
く
無
準
門
下
と
し
て
円
爾
と
の
接
触
を
求
め
て
い
る
。
無
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

役
者
の
一
人
で
あ
ろ
う
西
荘
子
曇
が
、
無
学
の
赴
B
に
あ
わ
せ
て
円
爾
に
宛
て
て
書
状
を
送
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

鎌
倉
禅
の
立
役
者
と
し
て
知
ら
れ
る
爾
渓
・
兀
庵
・
大
休
・
無
学
の
来
日
は
、
蘭
渓
の
場
合
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
円
爾
の
人
脈
を
介
し
て
実

現
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
近
年
、
＝
二
世
紀
前
半
の
京
都
で
の
活
動
が
念
頭
に
置
か
れ
る
か
た
ち
で
、
円
爾
の
重
要
性
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
右
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
蘭
語
に
先
行
し
て
南
宋
仏
教
を
本
格
的
に
受
容
し
た
円
爾
が
、
一
三
世
紀
後
半

の
鎌
倉
禅
の
形
成
に
お
い
て
も
、
無
視
で
き
な
い
重
み
を
有
し
て
い
た
。
す
く
な
く
と
も
、
政
変
に
よ
る
道
家
の
失
脚
と
、
そ
れ
に
伴
う
円
爾

と
幕
府
と
の
接
近
が
有
し
た
日
本
禅
宗
史
上
の
意
義
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
鎌
倉
禅
の
求
心
力
と
日
本
に
お
け
る
中
国
熱

か
く
し
て
、
一
二
四
〇
年
代
に
は
道
家
の
庇
護
下
で
、
東
福
寺
を
最
大
の
核
と
し
て
本
格
的
に
結
果
を
始
め
た
日
本
の
禅
宗
は
、
＝
一
五
〇
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年
代
半
ば
以
降
、
建
長
寺
の
蘭
渓
と
東
福
寺
の
円
爾
を
東
西
の
二
つ
の
極
と
し
て
、
と
も
に
幕
府
の
保
護
を
う
け
る
か
た
ち
で
拡
大
・
組
織
化

に
向
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
円
爾
と
蘭
渓
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
は
ど
う
で
あ
れ
協
調
路
線
を
と
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
く
、
円
爾
に
よ
っ
て

鎌
倉
が
京
都
と
並
び
う
る
禅
宗
の
中
心
地
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
面
も
大
い
に
あ
る
。
そ
し
て
一
二
六
〇
～
七
〇
年
代
を
通
じ
、
鎌
倉
は
禅
宗

の
中
心
地
と
し
て
、
そ
の
求
心
力
を
よ
り
一
層
増
大
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
一
三
世
紀
前
半
と
は
対
照
的
に
、
＝
二
世
紀
第
三

四
半
期
に
な
る
と
、
幕
府
の
政
策
な
い
し
鎌
倉
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
行
動
す
る
禅
僧
の
姿
が
散
見
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
と
く
に
蘭
渓

以
降
、
相
継
い
で
来
日
し
、
鎌
倉
幕
府
の
膝
下
に
迎
え
ら
れ
た
渡
来
僧
の
下
を
目
指
す
動
き
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
た
と
え
ば
、
　
｝
本
院
豪
は
栄
朝
に
師
事
し
た
後
、
寛
元
元
（
～
二
四
三
）
年
に
円
爾
の
使
僧
と
し
て
径
山
の
無
準
師
範
の
下
に
留
学
し
だ
が
、

こ
の
時
に
は
悟
り
に
至
ら
ず
、
帰
国
後
、
長
楽
寺
に
戻
っ
て
い
る
。
だ
が
、
文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
に
無
準
門
下
の
兀
照
葉
寧
が
来
日
す
る

や
そ
れ
に
参
じ
、
弘
安
二
（
一
二
七
九
）
年
に
来
日
し
た
無
学
に
も
す
ぐ
さ
ま
師
事
。
無
学
の
下
で
悟
り
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
た
、
悟
空
敬
念
と
東
巌
慧
安
の
動
向
に
も
注
意
し
た
い
。
円
上
門
下
の
入
宋
僧
で
あ
る
悟
空
は
、
正
嘉
二
（
㏄
二
五
八
）
年
秋
、
大
宰
府

を
離
れ
て
鎌
倉
に
向
か
う
際
、

　
　
　
　
（
時
頼
）

　
我
聞
、
西
明
寺
単
信
朝
開
禅
法
↓
遣
一
　
使
宋
朝
ハ
請
判
来
蘭
渓
和
尚
↓
建
二
建
長
寺
幻
鎌
倉
心
境
道
化
大
旺
。
我
当
二
野
見
ワ
之
。
侮
野
曝
臨
幸
否
。

と
い
っ
て
東
巌
に
同
行
を
促
し
て
い
る
。
東
巌
は
そ
れ
以
前
に
入
宋
を
志
し
た
が
果
た
せ
ず
、
博
多
で
悟
空
と
出
会
い
、
彼
に
師
事
し
た
禅
僧

で
あ
る
。
悟
空
と
東
巌
は
、
幕
府
に
よ
る
宋
僧
の
招
請
・
登
用
の
話
を
聞
き
、
鎌
倉
へ
向
か
っ
た
。
二
人
は
結
果
的
に
堅
塁
に
は
批
判
的
な
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
頼
）

場
を
と
っ
た
が
、
東
巌
の
場
合
、
弘
長
二
（
一
二
六
二
）
年
に
は
、
「
近
二
身
和
尚
、
赴
二
太
守
崇
公
請
ハ
来
朝
住
　
建
長
　
」
と
い
う
話
を
悟
空

か
ら
聞
き
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
再
度
鎌
倉
に
赴
い
て
兀
庵
に
師
事
し
て
い
る
。
悟
空
や
東
巌
の
よ
う
に
、
入
宋
僧
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
僧
が

幕
府
の
政
策
に
対
し
て
敏
感
に
反
応
し
、
鎌
倉
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
悟
空
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
最
新
の
仏
法
が
幕
府

の
下
で
活
動
し
た
渡
来
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
禅
宗
の
中
心
地
と
し
て
の
鎌
倉
と
、
禅
宗
の
庇
護
者
た
る

幕
府
が
持
つ
求
心
力
の
高
ま
り
が
、
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
。
し
か
も
、
今
紹
介
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
史
料
で
確
認
で
き
る
も
の
に
す
ぎ
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鎌倉禅の形成過程とその背景（中村〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

な
い
。
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
鎌
倉
の
禅
院
は
数
百
の
寺
僧
を
抱
え
る
ま
で
に
成
長
し
て
お
り
、
惟
纒
や
悟
空
・
東
巌
の
よ
う
に
鎌
倉
の
他
院
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

厨
指
す
動
き
は
、
＝
二
世
紀
第
三
四
半
期
以
降
、
広
範
に
み
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
の
求
心
力
の
源
は
、
渡
来
僧
の
教
義
（
純
粋
禅
）
が
有
す
る
画
期
性
（
兼
修
禅
に
対
す
る
優
越
性
）
に
求
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
渡
来
僧
や
彼
ら
が
も
た
ら
す
最
薪
の
仏
法
が
注
目
を
集
め
、
鎌
倉
の
禅
院
を
目
指
す
僧
達
の
動

き
を
惹
起
し
た
要
因
と
し
て
、
鎌
倉
禅
の
担
い
手
た
る
渡
来
僧
・
入
宋
僧
ら
が
帯
び
た
、
南
宋
文
化
の
伝
道
者
・
紹
介
者
と
し
て
の
性
格
に
注

目
し
た
い
。
南
宋
仏
教
を
範
と
し
た
禅
僧
や
髪
冠
が
、
外
部
か
ら
そ
れ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
外
見
上
の
特
徴
を
持
ち
、
そ
れ
が
「
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

国
」
風
の
仏
法
を
標
榜
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
明
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
無
住
馬
賊
が
『
雑
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

集
』
に
記
す
次
の
話
も
興
味
深
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
東
福
寺
で
は
、
尊
勝
陀
羅
尼
を
唱
え
る
な
ど
の
坐
禅
以
外
の
修
業
が
南
宋
の
禅
語
よ
り

も
多
く
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
あ
る
「
紙
塑
ノ
老
僧
」
は
、
「
唐
様
ヲ
令
レ
行
給
ハ
・
、
如
二
宋
朝
一
ベ
シ
。
」
と
円
爾
を
非
難
し
た
。
円
爾
は
、

こ
れ
に
対
し
て
「
宋
朝
ノ
僧
ハ
、
座
禅
ヲ
如
法
ニ
シ
テ
有
レ
限
（
正
し
い
仏
法
と
し
て
尊
重
し
て
い
る
）
」
け
れ
ど
も
「
日
本
ノ
僧
上
、
坐
禅
行
疎

略
」
で
あ
る
か
ら
、
「
如
二
宋
朝
｝
坐
禅
ス
ベ
ク
円
柱
レ
止
」
と
や
り
こ
め
た
と
い
う
。
無
住
自
身
は
円
爾
の
主
張
に
共
感
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

こ
の
話
は
、
こ
の
「
渡
宋
ノ
老
僧
」
の
よ
う
な
南
宋
か
ぶ
れ
の
禅
僧
が
多
く
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
時
代
は
や
や
遡
る
が
、
寛
元
元
年
に
は
道

元
が
、
南
宋
仏
教
界
の
現
状
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
「
お
ほ
よ
そ
異
域
の
僧
侶
な
れ
ば
、
あ
き
ら
む
る
道
か
な
ら
ず
あ
る
ら
ん
と
お
も
」
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
は
な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
も
右
の
よ
う
な
思
潮
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
先
躍
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

し
か
も
、
南
宋
風
の
僧
や
寺
院
の
あ
り
方
を
「
中
国
」
風
と
み
て
、
そ
こ
に
過
剰
な
ま
で
の
価
値
を
み
い
だ
す
思
潮
は
、
円
爾
や
渡
来
僧
の
周

辺
の
み
な
ら
ず
地
方
寺
院
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
た
。
入
宋
僧
が
住
む
武
蔵
国
の
と
あ
る
小
寺
院
な
ど
に
つ
い
て
、
身
の
丈
に
あ
わ
な
い
に
も
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

わ
ら
ず
、
南
宋
風
の
寺
院
制
度
や
修
行
法
を
形
式
面
だ
け
無
理
矢
理
と
り
い
れ
て
い
る
様
を
、
無
住
が
皮
肉
混
じ
り
に
紹
介
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
従
来
、
鎌
倉
禅
の
形
成
は
、
純
粋
禅
の
受
容
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
最
新
の
南
宋
仏
教
に
関
す
る
情
報
源
と
し
て
入
宋
僧
や
渡
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来
僧
を
擁
す
る
東
福
寺
や
建
長
寺
の
求
心
力
が
増
幅
さ
れ
、
鎌
倉
を
中
心
に
地
方
に
ま
で
禅
宗
が
拡
大
し
た
背
景
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
話
に

み
え
る
必
ず
し
も
教
学
的
な
裏
付
け
を
も
た
な
い
中
国
熱
も
無
視
で
き
な
い
。
中
国
熱
に
か
ら
れ
て
東
福
寺
や
建
長
寺
に
集
ま
っ
た
僧
は
、
入

宋
僧
や
渡
来
僧
の
下
で
最
下
の
南
宋
仏
教
を
学
び
、
や
が
て
そ
の
少
な
か
ら
ぬ
者
が
実
際
に
大
陸
を
目
指
し
た
。
虎
老
師
錬
は
、
；
一
世
紀
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
入
元
ブ
ー
ム
を
「
近
時
此
方
言
書
（
凡
庸
な
僧
）
、
率
然
例
入
二
番
土
↓
雲
気
二
我
国
之
恥
一
」
と
批
判
す
る
が
、
一
三
世
紀
第
三
四
半
期
の
状

況
も
、
こ
れ
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
中
国
」
の
教
養
と
禅
宗
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
た
詩
文
・
語
録
を
修
得
し
た
少
数
者
だ
け

が
、
鎌
倉
禅
の
担
い
手
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
当
該
期
の
日
本
仏
教
界
に
対
す
る
改
革
の
気
運
が
、
明

確
な
問
題
意
識
と
解
決
方
法
へ
の
十
分
な
自
覚
を
持
ち
得
な
か
っ
た
人
々
の
な
か
に
も
広
範
に
存
在
し
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
。
中
国
熱
と
表
裏

の
関
係
に
あ
る
南
宋
仏
教
へ
の
卑
下
と
憧
憬
の
意
識
は
、
日
本
仏
教
界
の
現
状
へ
の
不
満
や
疑
問
、
自
省
の
反
映
に
他
な
ら
な
い
。
史
料
上
に
は

現
れ
な
い
多
く
の
僧
の
動
向
を
想
定
し
、
鎌
倉
を
目
指
す
僧
侶
の
広
範
な
動
き
を
も
っ
て
、
鎌
倉
禅
の
形
成
の
原
動
力
と
み
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
だ
が
同
時
に
注
意
し
た
い
の
は
、
南
岳
文
化
を
採
り
入
れ
た
僧
に
は
、
彼
ら
の
仏
法
を
普
遍
的
な
「
下
国
」
仏
教
と
認
定
し
た
幕
府
に
よ
る

お
墨
付
き
が
、
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
＝
一
世
紀
末
に
朝
廷
に
よ
っ
て
、
南
谷
風
の
装
い
を
し
た
「
入

唐
上
人
」
栄
西
と
「
在
京
上
人
」
大
日
能
忍
を
対
象
と
す
る
「
達
磨
宗
」
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
禅
僧
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
も
触
れ
た
道
家
－
主
筆
に
対
す
る
批
判
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
、
禅
宗
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

異
質
性
ゆ
え
に
延
暦
寺
僧
を
は
じ
め
と
す
る
顕
七
二
の
批
難
の
対
象
で
あ
り
つ
づ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
幕
府
に
よ
る
認
定
は
、
広
範
に
存
在

し
た
僧
俗
の
中
国
熱
を
と
り
こ
み
、
顕
密
仏
教
へ
の
批
判
者
を
し
て
禅
僧
と
し
て
の
立
場
を
と
ら
せ
る
に
あ
た
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し

た
と
み
と
お
せ
る
。
と
り
わ
け
、
幕
府
が
渡
来
僧
を
建
長
寺
の
住
持
に
据
え
、
そ
の
下
で
多
く
の
禅
僧
に
入
宋
を
勧
め
る
な
ど
、
僧
侶
の
入
宋

を
積
極
的
に
評
価
す
る
姿
勢
を
示
し
、
彼
ら
を
起
用
す
る
場
と
し
て
鎌
倉
の
禅
院
を
位
置
づ
け
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
そ
れ
を
前
提
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
三
世
紀
以
来
（
と
り
わ
け
後
半
以
降
）
の
主
構
仏
教
界
の
人
的
交
流
の
拡
大
と
、
一
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
幕
府
勢
力
に
よ
る
貿
易
参
画
の
本

　
⑳

格
化
も
あ
わ
さ
っ
て
、
右
に
み
た
中
国
熱
は
、
鎌
倉
を
中
心
に
さ
ら
な
る
高
ま
り
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
中
国
熱
は
、
僧
侶
の
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
禅
宗
興
隆
を
主
導
し
た
北
条
時
頼
と
続
く
北
条
時
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

は
、
し
ば
し
ば
入
宋
僧
を
通
じ
て
南
宋
の
高
僧
か
ら
法
語
を
求
め
て
お
り
、
と
く
に
時
宗
の
姿
勢
は
南
宋
仏
教
界
で
も
有
名
だ
っ
た
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禅
宗
へ
の
深
い
帰
依
の
表
れ
と
み
な
す
の
も
一
案
だ
ろ
う
が
、
時
宗
は
公
案
へ
の
執
着
ぶ
り
を
無
学
祖
元
か
ら
戒
め
ら
れ
て
お
り
、
＝
二
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

後
半
よ
り
顕
著
に
な
る
鎌
倉
で
の
唐
物
ブ
ー
ム
を
考
慮
す
る
な
ら
、
一
種
の
舶
来
品
好
み
と
評
価
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
最
高
権
力
者
自
身

が
牽
引
す
る
こ
と
で
、
中
国
劇
は
地
方
を
巻
き
込
み
、
僧
俗
を
問
わ
な
い
広
が
り
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
鎌
倉
禅
は
、
純
粋
禅
の
難
行
性
か
ら
、
そ
の
受
容
階
層
は
武
家
の
上
層
の
な
か
で
も
ご
く
一
握
り
に
限
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て

　
⑰

き
た
。
が
、
狭
い
意
味
で
の
教
義
に
と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
、
「
中
国
」
風
と
い
う
他
の
宗
教
勢
力
に
は
な
い
独
自
姓
と
わ
か
り
や
す
さ
を
禅
宗

は
有
し
て
い
た
し
、
ま
た
自
ら
そ
う
喧
伝
し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
そ
の
権
勢
を
増
大
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
幕
府
の
お
墨
付
き
が
与
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
禅
宗
は
、
唐
物
ブ
ー
ム
に
沸
く
鎌
倉
に
お
い
て
、
短
期
間
の
う
ち
に
他
の
宗
教
勢
力
を
凌
ぐ
程
の

隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

鎌倉禅の形成過程とその背景（申村）

①
西
谷
功
「
泉
涌
寺
創
建
と
仏
牙
舎
利
」
（
『
戒
律
文
化
』
七
、
二
〇
〇
九
年
）
な

　
ど
を
参
照
。

②
東
福
寺
を
「
亜
二
洪
基
於
東
大
↓
聖
盛
業
於
興
福
」
（
『
聖
　
国
師
年
譜
』
慕

　
禎
二
（
＝
一
三
六
）
年
条
）
と
し
て
名
付
け
、
「
印
度
・
斯
那
未
レ
聞
二
斯
盛
一
者

　
也
」
（
建
長
二
年
一
一
月
「
九
条
道
家
惣
処
分
状
」
『
鎌
倉
遺
文
』
　
一
〇
－
七
二
五

　
〇
）
と
誇
る
道
家
の
覇
権
主
義
的
な
志
向
性
と
、
南
面
・
円
爾
が
目
指
し
た
南
宋

　
仏
教
の
導
入
・
実
践
と
の
聞
に
は
た
し
か
に
距
離
が
あ
る
。
だ
が
、
道
家
自
ら
が

　
泉
涌
寺
僧
や
東
福
寺
僧
に
よ
る
日
豊
交
流
を
直
接
的
に
支
援
し
た
こ
と
は
動
か
ず
、

　
本
稿
で
は
そ
の
点
を
重
視
す
べ
き
と
考
え
る
。

③
宮
騒
動
に
あ
た
っ
て
頼
経
と
の
共
謀
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
道
家
は
、
寛
元
四

　
年
七
月
一
六
日
の
「
九
条
道
家
春
日
社
願
文
」
（
欄
春
日
社
記
録
㎞
六
、
『
鎌
倉
遺

　
文
』
九
一
六
七
二
一
二
）
に
「
天
下
の
衆
口
に
い
は
く
、
禅
宗
を
興
行
し
て
、
東
編

　
寺
に
を
か
ん
と
す
る
に
よ
り
て
、
こ
の
災
難
身
に
き
た
る
鰍
と
云
々
」
と
記
し
て

　
い
る
。
円
爾
を
登
用
し
、
東
福
寺
へ
過
剰
な
肩
入
れ
を
す
る
道
家
の
姿
勢
に
は
、

　
周
囲
か
ら
の
強
い
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

④
後
半
註
⑫
史
料
。

⑤
前
掲
第
一
章
註
⑦
史
料
（
a
）
。
「
皇
城
之
側
」
が
具
体
的
に
何
か
は
判
然
と
し

　
な
い
が
、
道
家
の
円
爾
外
幕
に
反
対
し
た
公
家
や
、
比
叡
山
な
ど
の
台
密
寺
院
が

　
想
定
さ
れ
よ
う
。

⑥
斎
藤
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑯
著
書
丁
二
章
は
、
幕
府
の
対
禅
宗
政
策
を
公

　
武
を
と
り
ま
く
政
治
情
勢
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
お
り
、
本
稿
の
立
場
と
通
じ
る
。

　
た
だ
し
、
九
条
家
の
「
覇
権
」
の
残
津
を
強
調
し
、
九
条
家
と
北
条
氏
得
宗
（
後

　
に
は
大
覚
寺
統
を
含
む
）
と
の
渡
来
僧
・
有
力
禅
僧
を
め
ぐ
る
獲
得
競
争
を
想
定

　
し
た
点
で
私
見
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
東
福
寺
を
五
山
制
度
下
に
編
成
し
た
足
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利
義
満
と
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
な
い
得
宗
の
段
階
差
を
重
視
す
る
斎
藤
説
の
論

　
理
的
要
請
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑦
承
仙
と
樵
谷
惟
偲
が
同
～
入
物
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
事
蹟
は
、
玉
村
竹
二
「
信

　
濃
別
所
安
楽
寺
開
山
樵
谷
惟
懸
伝
に
つ
い
て
の
私
見
」
（
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
上
、

　
超
文
閣
出
版
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。
年
不
詳
「
三
栄
元
松
寄
進
状
裏
書
」

　
（
『
建
長
寺
文
芸
撫
二
～
二
、
㎎
鎌
倉
宙
史
』
史
料
編
三
）
も
、
信
濃
國
安
楽
寺
開
山

　
を
「
樵
谷
性
仙
」
と
し
て
お
り
、
承
仙
ほ
樵
谷
惟
憾
と
す
る
玉
村
説
を
補
強
し
う
る
。

⑧
隅
元
亨
釈
轡
㎞
六
（
道
隆
伝
）
。

⑨
『
聖
一
国
師
年
譜
㎞
建
長
元
年
条
。

⑩
後
掲
註
⑫
史
料
。

⑪
文
保
二
（
＝
二
　
八
）
年
成
立
の
『
慧
日
山
東
福
禅
寺
行
令
規
法
㎞
（
永
正
二

　
（
一
五
〇
五
）
年
写
）
に
よ
れ
ば
、
東
福
毒
に
は
時
頼
・
時
宗
・
貞
時
と
い
う
歴

　
代
得
宗
の
忌
日
法
会
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
原
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑭
著
書

　
三
四
二
頁
）
。
同
史
料
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
正
善
「
翻
刻
・
噸
慧
日
山
東
福
禅
毒
行

　
令
規
法
ヒ
（
魍
鶴
見
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
幅
四
、
一
九
九
九
年
）
も
参
照
。

⑫
「
聖
一
国
師
墨
蹟
・
大
覚
禅
師
宛
尺
順
」
（
『
禅
林
墨
蹟
拾
遺
』
日
本
篇
二
二
）
。

　
な
お
、
こ
こ
で
円
爾
と
蘭
渓
の
書
翰
の
往
復
を
媒
介
し
て
い
る
の
が
、
先
に
触
れ

　
た
樵
谷
惟
倦
で
あ
っ
た
。

⑬
『
聖
一
国
師
年
譜
』
建
長
六
年
条
。

⑭
上
横
手
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑫
論
文
。

⑮
　
　
「
直
翁
和
尚
塔
銘
」
（
榎
本
渉
『
南
宋
・
元
代
日
中
渡
航
僧
伝
記
集
成
　
附
、

　
江
戸
時
代
に
お
け
る
僧
伝
集
積
過
程
の
研
究
㎞
勉
誠
出
版
、
工
○
一
三
年
）
、
『
大

　
覚
禅
師
語
録
』
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
㎞
九
五
）
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
佐
藤

　
秀
孝
「
虚
堂
智
愚
と
蘭
渓
道
隆
扁
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
㎞
二
四
、
一
九
八
八

　
年
）
も
参
照
。

⑯
円
爾
と
南
宋
仏
教
界
の
人
脈
を
論
じ
た
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
榎
本
前
掲
第

　
一
章
註
⑥
著
書
が
、
平
易
か
つ
具
体
性
に
富
ん
で
い
る
。

⑰
　
　
『
聖
一
国
師
年
繊
畑
㎞
文
応
一
曹
（
一
一
工
ハ
○
）
年
条
、
響
兀
宮
島
釈
書
幅
∴
ハ
（
並
田
寧
伝
）
。

⑱
『
聖
一
国
師
年
譜
』
弘
安
二
（
＝
モ
九
）
年
粂
。

⑲
『
聖
～
国
師
年
譜
』
弘
安
元
年
条
。
ま
た
、
榎
本
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑰
論

　
文
も
参
照
。

⑳
ち
な
み
に
同
時
代
に
生
き
た
無
象
静
照
は
、
そ
の
著
書
『
興
禅
記
』
で
、
禅
宗

　
興
隆
の
立
役
者
と
し
て
蘭
渓
・
兀
庵
・
無
学
・
大
休
の
名
を
挙
げ
、
「
皆
是
、
宋

　
土
之
英
傑
、
法
門
之
棟
梁
也
」
と
記
し
て
い
る
（
『
五
山
文
学
新
集
』
六
）
。
た
だ

　
し
、
『
興
禅
記
』
に
は
、
偽
撰
説
も
あ
る
（
今
枝
愛
真
「
『
御
製
護
国
論
』
欄
日
本

　
仏
法
中
興
願
文
輪
『
興
禅
記
』
考
」
『
史
学
雑
誌
』
九
四
－
八
、
一
九
八
五
年
）
。

⑳
院
豪
に
関
し
て
は
、
平
方
和
夫
「
長
楽
寺
一
翁
曲
射
に
つ
い
て
」
（
『
駒
沢
史

　
学
』
二
七
、
一
九
八
○
年
）
を
参
照
。

⑫
　
悟
空
と
東
巌
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
魍
東
巌
安
禅
師
行
実
輪
（
『
続
群
書
類
従
㎞

　
塁
上
）
を
参
照
。

⑬
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑧
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
建
長
二
年
二
月
の
「
九
条

　
道
家
惣
処
分
状
」
（
前
掲
註
②
）
に
よ
れ
ば
、
東
福
寺
僧
の
定
数
は
一
〇
〇
人
で

　
あ
っ
た
。

⑳
繭
渓
門
流
の
母
体
に
は
、
栄
辱
門
流
に
連
な
る
僧
も
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
。
政

　
変
後
も
大
歌
了
心
は
蘭
渓
と
親
交
を
持
ち
（
凹
大
覚
禅
師
語
録
㎞
法
語
）
、
蘭
渓
も
、

　
栄
西
門
流
の
拠
点
た
る
常
楽
寺
や
建
仁
寺
の
住
持
と
な
っ
た
。
二
選
門
流
に
よ
る

　
栄
西
門
流
の
包
摂
も
、
そ
の
な
か
で
進
展
し
た
で
あ
ろ
う
。
＝
一
五
〇
年
代
に
お

　
け
る
栄
西
門
流
か
ら
蘭
渓
門
下
へ
の
勢
力
交
替
は
、
兼
修
禅
か
ら
純
粋
禅
へ
と
い

　
う
旧
説
か
ら
自
由
に
な
れ
ば
、
南
宋
仏
教
へ
の
志
向
性
を
も
つ
僧
侶
集
団
同
士
に

　
よ
る
人
的
交
流
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

爵
　
大
塚
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑤
著
書
一
章
な
ど
。

⑳
　
　
『
雑
談
集
』
九
ノ
六
。
な
お
、
原
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑭
著
書
二
章
も
参
照
。

⑳
　
　
欄
正
法
眼
蔵
㎞
仏
経
。

⑳
　
　
噌
沙
石
集
㎞
　
一
〇
末
ノ
ニ
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
幅
八
五
）
。
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⑲
　
　
槻
海
蔵
和
尚
紀
年
録
㎞
正
安
光
（
一
二
九
九
）
年
条
。

⑳
　
　
噸
百
練
抄
脳
胞
久
五
（
＝
九
四
）
年
七
月
五
日
条
な
ど
。
栄
西
が
こ
の
時
の

　
「
達
磨
宗
」
停
止
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
興
面
心
国
論
』
で
、
自
身

　
と
能
忍
の
「
達
磨
宗
」
と
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

⑪
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
田
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑭
著
書
結
論
を
参
照
。

⑳
　
天
竺
－
震
旦
…
本
朝
か
ら
な
る
仏
教
的
三
圏
世
界
観
に
は
、
日
本
国
を
卑
下
す

　
る
意
識
が
不
可
避
的
に
内
在
さ
れ
る
。
だ
が
、
北
來
期
は
南
国
期
に
比
べ
て
日
中

　
間
の
入
的
交
流
が
稀
薄
で
、
日
本
仏
教
界
に
お
け
る
天
竺
・
震
旦
（
中
国
）
へ
の

　
志
向
は
観
念
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
影
響
力
も
限
定
的
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
、
＝
二
世
紀
以
降
は
、
憧
憬
対
象
と
な
る
天
竺
・
震
旦
が
、
日
宋
交

　
流
の
活
性
化
を
う
け
て
、
南
宋
仏
教
と
い
う
具
体
的
な
形
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

　
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
一
三
世
紀
後
半
の
中
国
熱
を
教
義
に
蕃
つ
か
な
い
直
感
的

　
な
も
の
と
評
価
す
る
が
、
中
国
熱
の
対
象
た
る
「
中
国
」
が
～
定
の
具
体
性
を
伴
っ

　
て
い
た
が
ゆ
え
に
僧
俗
に
広
く
受
容
さ
れ
た
と
い
う
点
に
も
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

鐙
　
前
掲
第
二
章
註
⑥
拙
稿
。

⑭
　
村
井
章
介
『
北
条
時
宗
と
蒙
古
襲
来
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）

　
　
九
⊥
ハ
～
二
〇
〇
頁
。

⑮
　
　
『
仏
光
国
師
語
録
』
法
語
門
答
太
守
間
道
法
語
」
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
九

　
五
）
～
三
九
・
一
四
〇
頁
。
村
井
前
掲
註
⑭
著
書
一
九
〇
・
一
九
～
頁
。

⑳
　
一
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
鎌
倉
で
の
唐
物
ブ
…
ム
と
禅
宗
興
隆
の
関
係
性
に
つ

　
い
て
は
、
前
掲
第
二
些
事
⑥
拙
稿
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑰
　
葉
貫
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
③
著
書
。

お
　
わ
　
り
　
に

鎌倉禅の形成過程とその背景（中村）

　
本
稿
で
は
、
鎌
倉
禅
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
再
検
討
し
、
一
三
盤
紀
前
半
・
後
半
の
連
続
性
と
段
階
差
を
明
確
に
し
た
。
最
後
に
本
章
の
内

容
を
ま
と
め
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

　
栄
区
門
流
は
、
政
子
・
源
実
朝
の
心
学
・
退
耕
行
勇
へ
の
帰
依
と
保
護
を
起
点
に
成
長
し
、
多
く
の
入
宋
僧
を
輩
出
し
た
。
た
だ
し
、
栄
西

門
流
に
よ
る
南
宋
仏
教
の
受
容
は
、
幕
府
の
政
策
と
は
直
接
交
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
入
宋
僧
の
庇
護
者
と
し
て
日
直
交
流
を

推
進
さ
せ
た
世
俗
権
力
と
し
て
は
、
泉
涌
寺
や
東
福
寺
を
支
え
た
九
条
道
家
の
存
在
感
が
際
だ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
家
の
外
護
を
背
景
に
、

＝
一
四
〇
年
代
前
半
に
は
、
道
家
－
東
福
寺
円
爾
を
核
と
し
て
、
禅
僧
が
結
集
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
宮
騒
動
・
宝
治
合
戦
は
、
そ
の
流
れ
を
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
。

　
鎌
倉
で
は
、
二
つ
の
政
変
を
勝
ち
抜
い
た
北
条
時
頼
に
よ
っ
て
、
新
た
な
幕
府
体
制
の
構
築
が
目
指
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
園
城
寺
僧
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隆
弁
を
中
核
に
据
え
て
の
鎌
倉
顕
密
仏
教
界
の
再
編
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
一
時
的
に
せ
よ
祈
濤
僧
と
し
て
台
頭
し
た
栄
西
門
流
の
大

逆
了
心
の
手
引
き
に
よ
り
、
時
頼
と
蘭
渓
道
隆
の
出
会
い
は
実
現
し
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
従
来
、
京
都
文
化
か
ら
の
自
立
や
顕
密
仏
教
へ

の
依
存
軽
減
の
た
め
の
純
粋
禅
導
入
の
端
緒
と
み
な
さ
れ
て
き
た
蘭
渓
の
登
用
は
、
幕
府
が
目
指
し
た
鎌
倉
顕
密
仏
教
界
の
再
編
の
副
産
物
に

す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
、
渡
来
僧
を
軸
と
す
る
幕
府
の
禅
宗
興
隆
政
策
は
、
政
変
後
の
幕
府
体
制
の
不
安
定
性
ゆ
え
に
高
ま
っ
て
い
た
徳
政
へ

の
意
識
や
僧
へ
の
統
制
志
向
を
う
け
て
、
お
そ
く
と
も
建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
に
事
始
が
な
さ
れ
た
建
長
寺
の
創
建
ま
で
に
は
確
立
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
道
家
の
失
脚
に
よ
る
京
都
の
求
心
力
低
下
も
作
用
し
、
建
長
寺
を
拠
点
と
す
る
蘭
質
門
流
は
、
幕
府
か
ら
の
保

護
を
背
景
に
し
つ
つ
、
東
福
寺
の
円
爾
門
流
が
構
築
し
て
き
た
人
脈
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
・
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
次
の
三
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
鎌
倉
禅
の
形
成
に
お
い
て
、
政
変
を
契
機
と
す
る
京
都
・
鎌
倉
に
お
け
る

政
治
情
勢
の
激
変
が
、
決
定
的
な
意
義
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
後
、
鎌
倉
が
禅
宗
の
中
心
地
と
し
て
、
よ
り
一
層
の

発
展
を
と
げ
た
背
景
に
は
、
や
は
り
幕
府
が
招
請
し
た
渡
来
僧
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
、
鎌
倉
禅
の
形
成
史
は
、
鎌
倉
に
お
け
る

渡
来
僧
－
北
条
氏
（
武
家
上
層
）
の
関
係
の
深
ま
り
と
純
粋
禅
の
受
容
過
程
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
構
想
・
叙
述
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
三
章

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
渡
来
僧
の
招
請
に
あ
た
っ
て
円
爾
が
築
い
て
い
た
南
宋
と
の
人
脈
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
そ
の
点
か
ら
し
て

も
、
聖
岳
と
幕
府
の
接
近
を
も
た
ら
し
た
要
因
と
し
て
、
道
家
失
脚
の
契
機
た
る
政
変
の
規
定
性
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
く
わ
え
て
重
要
な
の
が
、
渡
来
僧
が
率
い
る
鎌
倉
禅
の
成
長
と
て
、
そ
れ
は
渡
来
僧
が
将
来
し
た
教
義
が
日
本
で
受
容
さ
れ
る
過
程
と
し
て

単
純
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
鎌
倉
禅
を
担
う
宗
教
勢
力
が
急
成
長
を
遂
げ
た
契
機
と
そ
の
主
要
因
を
、

宗
教
勢
力
内
部
の
動
向
や
彼
ら
の
教
義
の
画
期
性
よ
り
も
む
し
ろ
、
政
変
後
の
政
治
情
勢
に
対
応
し
た
宗
教
者
の
選
択
・
戦
略
や
幕
府
の
宗
教

政
策
、
そ
し
て
広
範
な
僧
俗
を
突
き
動
か
し
た
中
国
熱
に
求
め
た
。
多
様
な
主
体
の
動
向
の
総
体
と
し
て
鎌
倉
禅
の
形
成
を
と
ら
え
る
こ
う
し

た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
や
が
て
鎌
倉
後
期
以
降
、
禅
宗
は
日
本
列
島
内
に
お
い
て
広
く
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
時
頼
な
い
し
幕
府

の
政
策
や
、
高
僧
た
ち
の
当
初
の
狙
い
を
越
え
る
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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鎌倉禅の形成過程とその背景（中村）

　
も
っ
と
も
、
鎌
倉
禅
の
形
成
過
程
を
、
明
確
な
意
図
を
持
つ
主
体
に
よ
る
一
貫
し
た
働
き
か
け
の
結
果
で
は
な
い
と
す
る
本
稿
が
意
図
す
る

と
こ
ろ
は
、
鎌
倉
禅
形
成
の
原
動
力
に
つ
い
て
、
い
た
ず
ら
に
論
点
を
拡
散
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
仏
教
界
の
現
状
に
対
し

て
不
満
や
批
判
意
識
を
持
つ
僧
が
鎌
倉
に
向
か
い
、
禅
僧
と
し
て
の
立
場
を
選
択
す
る
動
き
や
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
中
国
熱
の
高

ま
り
を
根
底
で
規
定
し
て
い
た
の
は
、
幕
府
が
禅
僧
・
禅
宗
に
与
え
た
お
墨
付
き
（
保
護
政
策
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
鎌
倉
禅

の
形
成
に
帰
結
し
た
様
々
な
主
体
の
多
様
な
運
動
の
方
向
性
に
対
し
て
、
幕
府
政
策
が
結
果
的
に
＝
疋
の
レ
ー
ル
を
敷
く
役
割
を
果
た
し
た
と

い
う
事
実
を
、
直
視
す
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
近
年
の
研
究
で
は
、
権
力
側
が
仏
教
を
意
図
的
に
利
用
し
た
り
、
個
人
の
仏
教
思
想
に
介
入
す
る
こ
と
の
限
界
性
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宗
教
政
策
論
へ
の
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
宗
教
者
の
自
己
改
革
や
実
践
の
運
動
な
ど
、
宗
教
そ
れ
自
体
の
内
容
に
即
し
て

論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
世
日
本
の
社
会
を
覆
っ
て
い
た
宗
教
世
界
の
豊
か
さ
に
光

が
当
て
ら
れ
る
な
ど
新
た
に
得
ら
れ
た
研
究
成
果
は
多
く
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
日
本
中
世
史
を
今
後
一
層
奥
深
い
も
の
と
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
権
力
側
の
政
策
が
現
実
社
会
に
そ
の
ま
ま
直
接
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
な
ん
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と

も
い
え
る
。
む
し
ろ
私
は
、
右
の
よ
う
な
研
究
潮
流
の
な
か
で
国
家
権
力
が
　
　
仮
に
同
時
代
に
生
き
た
入
々
（
そ
の
な
か
に
は
権
力
者
の
側

も
含
ま
れ
る
）
が
そ
れ
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
に
せ
よ
　
　
、
現
実
社
会
の
方
向
性
を
大
き
く
規
定
し
う
る
し
、
ま
た
規
定
し
て
い
た
と
い
う
事

実
が
過
小
評
価
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
振
り
返
れ
ば
、
黒
田
俊
雄
の
顕
密
体
制
論
は
、
そ
の
よ
う
な
国

家
権
力
の
存
在
に
注
意
を
喚
起
す
る
学
説
で
も
あ
っ
た
。
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
立
場
か
ら
問
題
提
起
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
き
た
現
在
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
れ
を
改
め
て
継
承
・
批
判
し
な
が
ら
、
国
家
の
枠
組
み
を
と
き
に
相
対
化
し
、
あ
る
い
は
強
化
す
る
よ
う
な
人
び
と
の
活
動
を
追
求

し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
①
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
塚
前
掲
「
は
じ
め
に
」
註
⑤
著
轡
序
章
を
参
照
。

　
〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
平
成
二
二
～
二
四
・
二
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
　
部
で
あ
る
。

67　（599）



　　　　　Formation　of　the　Kamakura　Zen　Sect

in　the　Third　Quarter　of　the　Thirteenth　Century

by

NAKAMURA　Tsubasa

　　Throughout　the　third　quarter　of　the　thlrteenth　ceRtury，　the　Zen　sect　in

Kamakura　led　by　LaRxi　Daolong　（lp．　RaRkei　Doryu，　a　Chinese　Zen　master

who　had　moved　from　Southern　Song　to　Japan　in　1246，　was　being　estab｝ished

under　the　patronage　of　the　Kamakura　shogunate．　The　turBing　point　in　its

establishmeRt　was　the　Kangen－Hoji　coup，　which　was　the　struggle　for

leadership　between　shikken，　the　regent　for　the　shogun，　Hojo　Tokiyori，　and

ex－shoguR　Kujo　Yoritsune，　in　1246－1247．　After　that　point，　the　Kamakura

shogunate　headed　by　Tokiyori，　the　victor　in　the　coup，　changed　its　religlous

policies．　Tokiyori　removed　pro－Yoritsune　monks，　who　were　the　majority　in

the　Kamakura　kenmitsu　（exoteric　and　esoteric）　sects，　and　also　began　to

reorganize　kenmitsu　sects．　Tokiyori’s　policy　was　Rot　entirely　out　of　the

ordiRary，　because　the　kenmitsu　sects　composed　of　the　eight　traditional　sects，

which　were　the　six　Nara　schools　and　Tendai　and　Shingon　sects，　provided　the

general　ideological　framework　in　the　Karnakura　era．　However，　his

reorganization　was　not　completeiy　successful，　and　Tokiyori　started　to

support　the　Zen　sect　as　an　alternative　to　the　kenmitsu　sects．　Tokiyori　in　fact

coRstructed　the　Kenche－ji　temple，　which　was　the　first　full－brown　Zen　temple

in　Kamakura，　and　appoiRted　Rankei　as　the　chief　priest　of　that　temple．

　　The　Kangen－Hoji　coup　was　also　a　turning　point　for　the　Zen　sect　in　Kyoto．

The　most　influential　patron　of　Zen　monks　in　Japan　had　previously　been　Kujo

Michiie，　who　was　the　father　of　Yoritsune　and　who　gained　hegemony　in　the

imperial　court．　Michiie　founded　the　Tofuku－ji　temple　in　Kyoto　and　in　1243

appointed　Enni，　who　had　returned　to　Japan　after　studying　Zen　in　Southern

Song，　as　the　founding　priest．　However，　Enni　was　fell　into　obscurity　when

Mlchiie　was　overthrown　during　the　Kangen－Hoji　coup．　ln　order　to　overcome

this　difficult　situation，　Enni　approached　Rankei　and　Tokiyori．　The　change　in

Enni’s　position　turned　out　to　be　favorable　for　Rankei　and　the　Kamakura　Zen

sect．　Because　Enni　had　stronger　connections　with　the　Zen　sect　in　Southern
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Song　than　did　Rankei，　RaRkei　needed　Enni　to　use　his　personal　coRnections

there　to　help　with　the　developrnent　of　the　Kamakura　Zen　sect．　Thus，　after

the　1250s，　the　Kamakura　Zen　sect　grew　due　to　the　cooperative　relations

between　Rankei　and　Enni，　who　were　both　under　the　protection　of　the

Kamakura　shogunate．　Although　some　scholars　discuss　the　formation　of　the

Kamakura　Zen　sect　as　a　movement　that　confined　to　Kamakura，　we　have　to

note　the　significance　of　Enni　aRd　the　political　situation　of　Kyoto　during　that

period．

　　In　the　1260－7es，　more　aRd　more　monks　feeling　dissatisfaction　and　a　sense

of　wrongness　with　the　kenmitsu　sects　set　out　for　1〈amakura，　causing　the

Kamakura　shogunate　to　invite　Chinese　monks　who　had　held　higher　positions

in　SoutherR　Song　than　Rankei　had　held　to　be　leaders　of　the　Kamakura　Zen

sect．　On　this　point，　we　should　not　regard　the　appearance　of　these　Chinese

monks　as　beiRg　due　to　the　preeminence　of　their　doctrine．　lt　is　important　to

note　that　many　Japanese　moRks　at　that　time　regarded－or　misunderstood，　in

hindsight－Kamakura　Zen　monks　from　Southern　Song　to　be　the　embodiment

of　universal　Buddhism　（considered　more　excellent　than　Japanese　kenmitsu

Buddhism），　leading　the　Japanese　Zen　monks　to　not　only　develop　a　strong

desire　for　Southern　Song　Buddhism　but　to　actually　act　like　Chinese　monks

and　imitate　Chinese　manners．　1　call　this　movement　“China　fever．”

　　With　this　in　mind，　we　must　also　pay　close　attention　to　how　the　re｝igious

policy　of　the　Kamakura　shogunate　gave　a　fixed　direction　to　the　various

movements　impelled　by　“China　fever．”　The　1〈amakura　shogunate　created

institutions　to　which　they　could　appoint　ZeR　monks，　who　had　never　been

given　official　positions　because　they　practiced　different　rituals　and　had　a

different　training　system　than　the　kenmitsu　monks．　Thus，　many　monks　with

dissatisfaction　and　a　sense　of　wrongness　with　the　kenmitser　sects，　aRd

compeiled　by　“China　fever，”　raise　the　identity　as　Zen　monks　in　response　to

the　policy　of　the　Kamakura　shogunate．
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