
湖

南

の

禅

宗

の

特

徴

鈴

木

哲

雄

南
宗
禅
の
発
展
は
六
祖
慧
能
の
住
し
た
広
東
紹
州
よ
り
湖
南
江
西
等

へ
の
進
出

か
ら
始
ま
る
。
湖
南
の
石
頭
、
江
西
の
馬
祖
は
二
大
士
と
称

さ
れ
、
心
あ
る
者
は
こ
の
問
を
往
来
し
、
禅

の
枢
要
に
迫
ろ
う
と
し

た
。
特
に
馬
祖
下
か
ら
は
多
く
の
俊
秀
を
出
し
、
全
国
に
散
じ
て
、

一

気
に
南
宗
禅
が
中
国
仏
教

の
主
流
と
な

つ
て
い
つ
た
の
で
あ

つ
た
。
晩

唐
よ
り
五
代
、
そ
し
て
宋
代
に
至

つ
て
江
湖
の
禅
宗
は

一
層
賑
わ
い
、

そ
の
上
漸
江
に
中
心
を
移
し
、
江
蘇
福
建
等
を
含
め
、
広
く
揚
子
江
南

域
に
そ
の
盛
況
の
範
囲
を
広
げ
て
い
つ
た
。

こ
こ
で
は
南
宗
禅
の
中
心

を
占
め
る
湖
南
を
取
り
上
げ
、
禅
宗
が
地
方
に
発
展
す
る
中
で
、
ど
の

よ
う
な
地
方
的
特
色
を
生
ん
だ
か
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

禅
宗
初
期
の
南
嶽
の
位
置

盛
唐
か
ら
中
唐
に
か
け
て
南
嶽
は
湖
南

地
方
の
禅
宗
の

一
大
拠
点
と
な
る
。
南
嶽
に
流
入
す
る
主
な
経
路
は
、

広
東
か
ら
北
上
し
て
南
嶽
に
入
る
流
れ
と
、
北

の
嵩
山
や
洛
陽
及
び
長

安
か
ら
南
下
し
て
南
嶽
に
入
る
流
れ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
前
者
は
慧
能

下
の
南
宗
で
あ
り
、
後
者
は
普
寂
下

の
北
宗

と
荷
沢
下

の
南
宗

で
あ

る
。
南
嶽
は
南
宗
を
中
心
と
し
、
北
宗

も
流
入

し
た
合
流
地
点

と
な

る
。
北
上
に
は
慧
能
を
祖
と
す
る
祖
統
意
識
が
あ
つ
た
と
思
わ
れ
、
南

下
に
は
都
か
ら
地
方

へ
と
い
う
、
時
流
に
添

つ
た
拡
散
で
あ

っ
た
。
南

宗
意
識
の
明
確
な
荷
沢
下
も
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
嶽
は
南
宗

の
中
心
的
役
割
を
荷
う
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
代
表
者
が
南

嶽
懐
譲
、
石
頭
希
遷
で
あ

っ
た
。
ま
た
明
贋
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
南
嶽
に
お
い
て
は
北
宗
の
南
宗
化
と
い
う
傾
向
も
あ

つ
た
。
そ

し
て
南
嶽
の
弟
子
の
馬
祖
が
江
西
に
出
、
江
西

の
青
原
の
弟
子
の
石
頭

が
南
嶽
に
入
る
と
い
う
交
叉
出
入
に
よ
つ
て
、
湖
南
と
江
西
と
は
石
頭

下
馬
祖
下
の
密
接
な
交
流
と
相
侯

つ
て
、
南
宗
禅
の
中
心
と
な

つ
た
の

で
あ

つ
た
。
南
嶽
は
そ
れ
を
代
表
す
る

一
大
拠
点

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
中
嶽
た
る
嵩
山
が
菩
提
達
摩
の
修
道
地
と
さ
れ
、
慧
安
や
普
寂
等

が
住
し
、
特
に
北
宗
系
を
中
心
と
し
た
禅
宗
の
中
心
地
と
な

つ
た
こ
と

と
対
比
す
る
と
、
二
大
聖
山
を
占
め
な
が
ら
、

し
か
も
北
宗
と
南
宗
が

そ
れ
ぞ
れ
を
拠
点
と
し
た
こ
と
で
、
好
対
照
と
な
ろ
う
。

南
嶽
は
古
く
か
ら
道
観
も
多
く
、
道
教
の
聖
山
で
も
あ

つ
た
。
慧
能

の
正
統
を
主
張
す
る

『宝
林
伝
』
が
南
嶽

で
成
立
し
た
も
の
と
み
れ

湖
南
の
禅
宗
の
特
徴

(鈴

木
)
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ば
、
緯
書
的
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
充
分
頷
け
る
こ
と
で
あ
り
、

南
嶽
に
お
け
る
初
期
禅
宗

の
特
徴

の

一
翻

で
あ

つ
た
と
い
え
る
。

南
嶽
か
ら
長
沙
へ

中
唐
以
降
、

禅
宗
の
中
心
は
徐
々
に
南
嶽
か
ら

長
沙

(潭
州
)
に
移
り
、

一
方
潟
山
石
霜
山
等
を
挙
げ
て
例
示
す
れ
ば

明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
沙
の
周
辺
に
拡
散
し
て
い
つ
た
。

こ
の
中
心
の

移
動
は
各
地
に
み
ら
れ
る
共
通
の
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
地
方
が
力

を
つ
け
て
く
る
と
共
に
、
都
の
絶
大
な
権
力
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い

つ
た
の
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
但
し
初
期
禅
宗
の
場
合
、

北
宗
が
都
、
南
宗
が
地
方

(地
方
の
地
方
)
と
い
う
図
式
を
立
て
て
み
る

な
ら
ば
、
中
唐
以
降
は
都
を
地
盤
と
し
た
北
宗
が
衰
え
る
の
に
対
し
、

南
宗
は
地
方
の
地
方
か
ら
地
方
の
中
心
都
市

へ
と
求
心
性
が
表
面
化
し

て
く
る
。

五
代
時
代
に
入
る
と
も

つ
と
収
敏
傾
向
は
顕
著
と
な
る
。
湖

南
地
方
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
唐
末
五
代
初
に
収
敏
傾
向
が

あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
五
代
末
宋
初
は
著
し
く
衰
退
す
る
。

こ
の
衰
退
は

楚
国
の
混
乱
の
た
め
で
あ
つ
た
。

南
嶽
か
ら
長
沙

へ
の
中
心
の
移
動
は
初
期
禅
宗
か
ら
の
訣
別
で
あ

つ

た
。
初
期
禅
宗

の
最
大
の
眼
目
は
南
北
両
宗
の
競
合
で
あ
つ
た
か
ら
、

北
宗
が
衰
え
、
南
宗
の
み
と
な
つ
て
は
、
嵩
山
に
対
す
る
南
嶽
の
意
味

は
消
え
、
南
嶽
が
南
宗
の
砦
で
は
な
く
な

つ
た
。
五
嶽
は
皇
室
が
天
帝

を
祀
る
山
で
、
特

に
皇
室
が
尊
重
す
る
山
で
あ
る
。
唐
室
の
衰
退
は
南

嶽
の
も

つ
宗
教
性
を
も
相
対
的
な
も
の
に
低
下
さ
せ
て

い
く
で
あ

ろ

う
。
そ
れ
に
代
る
も
の
は
地
方
権
力
の
中
心
地
で
あ
る
地
方
中
心
都
市

で
あ
る
。
湖
南
地
方
に
お
い
て
は
長
沙
が
そ
れ
で
あ

つ
た
。

ま
た
湖
南
は
経
済
の
中
心
で
も
あ
り
、
湖
広
熟
せ
ば
天
下
足
る
と
い

う
全
国
最
大
の
稲
作
地
帯
で
あ
る
。
唐
室
の
実
質
経
済
支
配
が
だ
ん
だ

ん
狭
ま
つ
て
い
つ
た
だ
け
に
、
揚
子
江
右
岸
の
穀
倉
地
帯
を
実
効
支
配

す
る
た
め
に
も
、
有
力
な
者
を
観
察
使
や
節
度
使
と
し
て
差
向
け
た
。

そ
う
い
う
中
で
、
崇
仏
家
は
そ
の
土
地

に
化

を
張

る
禅
宗

に
帰
依
し

た
。
斐
休
な
ど
は
そ
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
牛
李
の
よ
う

な
党
派
の
争
い
と
な
る
と
、
ま
た
恰
好
な
流
諦

の
地
と
も
な
つ
た
。
彼

ら
も
ま
た
多
く
禅
宗
に
帰
依
し
た
。

そ
う
い
う

こ
と
で
、
南
嶽
か
ら
長

沙

へ
と
禅
宗
の
中
心
が
移

つ
た
の
で
あ
る
。

長
沙
と
朗
州
澄
州

唐
末
よ
り
五
代
初
に
か
け
て
は
朗
州
や
澄
州
も

仏
教
が
盛
ん
と
な
つ
た
。
澄
州
の
薬
山
が
早
く
、
続
い
て
竜
潭
寺
、
爽

山
、
欽
山
、
洛
浦
寺
等
、
朗
州
の
徳
山
、
梁
山
、
大
竜
山
等
が
そ
の
主

た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
朗
州
は

『
読
史
方
輿
紀
要
』
に
、
「階
唐
以
来
、

湖
北
の
襟
要
と
な
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
た

「
た
だ
荊
湖
の
唇
歯
の

み
な
ら
ず
、
演
購
の
喉
喩
な
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
荊
州
か
ら
湖
南

へ
必
ず
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
陸
路
の
要
地
な
の
で
あ

つ
た
。
故
に
雷
彦
恭

は
馬
希
蓼
と
対
決
し
て
譲
ら
ず
、
王
蓬
は
江
湖

の
険
を
背
景
に
長
沙
に

兵
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
澄
州
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、

こ
れ

ら
の
地
が
潭
州
と
江
陵
を
望
む
要
地
で
あ

つ
た
か
ら
、
長
沙
に
対
し
て

独
立
的
気
運
が
高
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

馬
股
も
濃
朗
二
州
を
最

後
に
帰
伏
せ
し
め
て
、
そ
れ
で
湖
南
を
統

一
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
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地
に
住
し
た
薬
山
惟
綴
、
爽
山
善
会
、
欽
山
文
遽
、
洛
浦
元
安
、
徳
山

宣
鑑
等
の
シ
ビ
ア
な
態
度
は
、
そ
の
土
地
柄
の
気
風
を
考
え
る
と
、

一

層
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

楚
国
と
禅
宗

察
州

(河
南
)
に
拠
を
置
い
た
秦
宗
権

の
党

が
散

じ

て
盗
と
な
り
酷
烈
で
あ

つ
た
の
で
、
そ
れ
を
藥
賊
と
呼
ん
で
い
た
が
、

馬
股
も
ま
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
察
賊
で
あ

つ
た
。
劉
建
鋒
の
死
後
、
跡
を

受
け
た
馬
股
は
湖
南
を
支
配
し
、
江
西
の
一
部
や
広
東
の

一
部
に
ま
で

支
配
を
伸

ば
し
た
。
馬
股

の
一
生
の
大
半
は
支
配
確
立
の
た
め
の
戦
争

で
あ

っ
た
が
、
そ
ん
な
中
で
も
仏
教
特
に
禅
宗
に
対
す
る
外
護
は
あ

つ

た
よ
う
で
あ
る
。
『
景
徳
伝
燈
録
』
や

『
宋
高
僧
伝
』
等
に
出

て
く

る

「馬
氏
」

と
は
、
殆
ど
馬
股
と
み
て
間
違

い
な
か
ろ
う
。
彼
の
禅
宗

へ

の
帰
依
は
、
深
く
仏
法
を
理
解
し
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
他
の
国
王

も
そ
う
で
あ

つ
た
よ
う
な
、
仏
教
の
も
つ
文
化
性

へ
の
憧
憬
で
あ

っ
た

と
思
わ
れ
る
。
馬
股
は
唐
朝
を
模
し
て
長
沙
に
天
冊
府
を
開
き
、
楚
国

を
建
て
る
が
、
そ
れ
は
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
、
文
化
を
模
倣

し
、
国
王
と
し
て
権
威
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ

つ
た
。
禅
宗

へ
の
帰
依

も
そ
の

一
端
で
あ

つ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
仏
教
を
通
し
て
民
衆
を
慰

撫
す
る
意
図
も
あ

つ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
表

わ
れ
て

い
な

い
。
そ
れ
よ
り
も
後
任
の
僧
の
任
命
も
し
く
は
干
渉
差
配
に
よ
つ
て
、

動
静
を
伺
う
と
い
う
点
も
あ

つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
湖
南
の
西
部
及

び
西
南
部

は
少
数
民
族

の
支
配
地
域
で
、
そ
れ
を
帰
属
せ
し
め
、
朗
州

潭
州

の
よ
う
に
そ
れ
と
通
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
最
後
に
支
配
下
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き
た
。
王
は
そ
れ
ら

に
対

し
細
心

の
注
意
を
払

つ
て
い

た
。
禅
宗
と
て
こ
の
よ
う
な
権
力
の
将
外
に
置
か
れ
る
こ
と
が
可
能
で

あ

つ
た
と
は
思
え
な
い
。
大
寄
和
尚
と
呼
ば
れ
て
い
た
石
門
献
の
爽
山

入
寺
は
衆
に
請
わ
れ
て
入
寺
し
た
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な

く
、
馬
股
の
政
治
的
配
慮
が
大
き
く
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

馬
股
は
梁

へ
の
献
貢
に
お
茶
を
用
い
た
。
そ

の
た
め
都
ま
で
要
所
に

邸
を
設
け
た
。
そ
れ
を
各
国

へ
の
お
茶
の
販
路

に
活
用
し
て
巨
万
の
富

を
得
た
。
ま
た
は
じ
め
て
養
蚕
を
行
な
い
、
富
国
に
努
め
た
の
で
、
国

威
は
大
い
に
振

つ
た
。
仏
教
擁
護
も
そ
の
富
力

に
よ
る
。
但
し
正
史
類

及
び
そ
れ
を
補
う
史
書
類
に
は
楚
国
の
仏
教
に
関
す
る
記
事
は
皆
無
に

近
く
、
金
石
類
は
そ
れ
自
体
少
な
い
が
、
そ
れ

に
竜
仏
教
の
記
事
は
殆

ど
な
く
、
閾
や
呉
趣
の
よ
う
な
過
剰

な
ま

で
の
仏
教
擁
護
は
な

か
つ

た
。
馬
股
の
仏
教
に
対
す
る
態
度
は
極
め
て
常
識
的
な
も
の
で
あ

つ
た

と
判
断
さ
れ
る
。

馬
希
範
も
天
冊
府
を
置
い
た
。
更
に
会
春
園
を
開
き
、
嘉
宴
堂
、
金

華
殿
等
を
建
て
、
巨
万
を
費
し
た
た
め
に
用
度
不
足
と
な
り
、
国
中
に

加
賦
し
た
。
そ
の
た
め
逃
民
が
続
出
し
た
。
ま
た
財
の
多
少
で
官
の
高

下
を
決
め
る
と
い
う
ほ
ど
に
も
な
り
、
蓄
財
を
使
い
果
た
し
て
し
ま

つ

た
。
馬
希
範
に
は
仏
教
護
持
の
記
録
も
見
え
ず
、

こ
の
頃
に
な
る
と
仏

教
は
衰
退
し
、
禅
宗
も
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
な

つ
て
き
て
い
る
。
総

じ
て
楚
国
は
仏
教
に
冷
淡

で
あ

つ
た
と
い
え

る
。
そ
し

て
呉
越
、

南

湖
南
の
禅
宗
の
特
徴

(鈴

木
)
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唐
、
蜀

へ
の
流
出
の
方
が
多
く
な

つ
て
い
つ
た
。

薬
山
の
問
題

薬
山
を
知
る
上
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
少

な
く
と
も
三

つ
あ
る
。

一
に
は
嗣
承
の
問
題
、
二
に
は
石
頭

の
塔

の
建

塔
に
名
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
、
三
に
は
李
鋤
と
の
こ
と
で
あ
る
。
結

論
を
出
す
ま
で
に
至
ら
ぬ
が
、
見
解
を
述

べ
た

い
。
第

一
に

つ
い
て

は
、
唐
伸

の

「
澄
州
薬
山
故
惟
綴
大
師
碑
銘
井
序
」
で
は
、
石
頭
、

馬

祖
、
中
嶽
洪
に
学
ん
だ
と
し
、
中
で
も
馬
祖
に
二
十
年
学
ん
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ

る
し
、
筆
者
も
別
に
論
じ
た
の
で
再
論
を
避
け
る
が
、
馬
祖
に
二
十
年

学
ん
だ
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
薬
山
が
石
頭
を
嗣

い
だ
と
す

る
こ
と
は
燈
史
類
の
皆
是
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
碑
銘
を
論

拠
に
否
定

し
て
も
学
問
的
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
薬
山
の
宗
風
は

馬
祖
下
の
者
に
よ
く
似
て
い
る
。
変
化
し
て
く
る
の
は
雲
巌
か
ら
で
あ

る
。
第
二
に
つ
い
て
は
、
『宋
高
僧
伝
』
に
石
頭
の
塔
を
建
て
た
者
に
、

慧
朗
、
振
朗
、
 
利
、
道
悟
、
道
銑
、
智
舟
の
名
を
連
ね
て
い

て
も
、

薬
山
の
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
貞
元
初

(七
八
五
)
薬
山
に
入

っ
た
か
ら
、
石
頭
の
寂
年

(七
九
〇
)
に
は
薬
山
の
経
営
に
当

っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
薬
山
が
牛
欄
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
全
く
第

一
歩
か
ら

の
出
発
で
、
種

々
の
事
情
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
石
頭
下
の
鐸

々
た

る
人
物
の
中
に
薬
山
の
名
が
見
ら
れ
な
い
の
は

一
見
奇
異
に
感
ず
る
。

し
か
し
建
塔
の
場
合
、

中
心
人
物
が
顔
を
揃
え
る
と
い
う
方
が

一
般
的

で
な
く
、

却
つ
て
石
頭

の
場
合

の
方
が
特
異

で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宋
高
僧
伝
で
は
薬
山
を
護
法
篇
に
摂
し
て
い
る
。
賛
寧
の
分
類
が
妥

当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
論
議
も
あ
ろ
う
が
、
薬
山
の
場
合
は
李
鋤
と
の

関
係
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
李
鋤
は
翰
愈

の
門
人
で
、
『
復
性
書
』

を
著
わ
し
て
、
翰
愈
と
共
に
宋
代
理
学
の
先
縦

と
な

っ
た
。
そ
の
李
翔

が
朗
州
刺
史
と
し
て
赴
任
し
た
。
相
見
に
は
緊
張
感
が
漂
る
。
李
鋤
は

薬
山
に
信
服
し
た
。
復
性
書
は
仏
教
の
影
響
を
表
に
あ
ら
わ
さ
な
い
が

内
に
持

つ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
薬
山
を
護
法
篇
に
入
れ
た
の
は
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
李
翔
は
仏
教
に
対

し
て
厳

し
い
目
で
見
て
い
た
。
そ
れ
は
や
み
く
も
の
仏
教
批
判
で
は
な
く
、
自

己
の
学
問
に
照
ら
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
薬
山
寂
後
、
李
劉
が

湖
南
観
察
使
に
な

つ
て
い
た
時
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
近
城
の
墳
塔

を
尽
く
殿
す
と
い
う
挙
に
出
た
。

し
か
し
東
寺

の
塔
の
み
は

「
独
り
こ

の
塔
を
留
め
て
以

つ
て
賢
愚
を
別

つ
」
と
題
し
て
残
し
た
。
華
浮
で
行

を
伴
わ
ぬ
仏
教
者
に
は
忌
慣
の
な
い
批
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
李

鋤
は
会
昌
四
年
頃
没
し
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
会
昌
の
破
仏
は
見
な
か

っ

た
わ
け
で
あ
る
が
、
破
仏

へ
の
警
鐘
で
あ

つ
た

と
み
て
よ
か
ろ
う
。

石
霜
派
の
構
成

石
霜
派
は
後
世

つ
い
に

一
宗
を
形
成
し
な
か

つ
た

が
、
唐
末
五
代
初
に
お
い
て
は
湖
南
で
最
大
の
派
を
形
成
し
て
い
た
。

派
の
形
態
を
整
え
る
の
は
石
霜
慶
諸

(
八
〇
七
-
八
八
八
)
が
劉
陽
の
石

霜
山
に
入

つ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

い
つ
入
山
し
た
か
で
石

霜
派
の
性
格
を
考
え
る
判
断
に
か
な
り
の
違
い
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
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祖
堂
集
は
八
四

一
年
入
山
と
し
、
伝
燈
録
は
、
道
吾
の
入
寂
地
に
関
す

る
文
面
を
通
し
て
み
れ
ば
、
道
吾
の
入
寂

(八
三
五
)
以
前
の
こ
と
と
な

る
。
し
か
し
こ
の
二
説
と
も
妥
当
と
思
わ
れ
な
い
。
再
説
す
る
余
裕
は

な
い
が
、

宋
高
僧
伝
、
伝
燈
録
、
禅
林
僧
宝
伝
で
、
二
十
年
間
山
を
出

ず
山
院
に
終
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

ほ
ぼ
八
六
九
年

ご

ろ
、

つ
ま
り
洞
山
入
寂
年
ご
ろ
石
霜
山
に
住
し
た
と
考
え
る
。

こ
の
場

合
伝
燈
録

に
い
う
次
の
記
事
は
重
要
で
あ
る
。
石
霜
が
世
を
避
け
て
測

陽
の
陶
家

坊
に
混
俗
し
て
い
た
時
、
洞
山
が
僧
を
し
て
訪
尋
せ
し
め
、

そ
れ
で
嚢
錐
が
露
わ
れ
、
石
霜
山
に
住
せ
し
め
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
更
に
宋
高
僧
伝
で
も
、
「洞
山
新
た
に
滅
し
、
俄
か
に
遠
方

の
禅

侶
の
た
め
に
囲
邊
さ
る
」
と
述
べ
て
、
洞
山
の
徒
が
石
霜
に
流
れ
た
こ

と
を
言

っ
て
い
る
。
石
霜
は
洞
山
の
推
賞
に
よ
つ
て
出
世
し
、
洞
山
の

は
か
ら
い
も
あ

っ
て
石
霜
山
に
住
し
た
の
で
あ
る
。
道
吾
下
の
石
霜
は

道
吾
下
の
者
を
摂
し
、
更
に
洞
山
下
の
者
を
摂
し
て
、

一
躍
衆
五
百
を

擁
す
る
大
叢
林
と
な
つ
た
。

道
吾
と
雲
巌
の
親
近
が
洞
山
と
石
霜
に
も
及
び
、
江
西
の
曹
洞
と
湖

南
の
石
霜
が
非
常
に
親
し
い
関
係
に
あ

つ
た
。
湖
南
の
劉
陽
か
ら
江
西

の
高
安

へ
は
、
潭
州

(長
沙
)
と
洪
州
を
結
ぶ
交
通

の
要
路

で
、
以
前

か
ら
交
流
が
激
し
か

つ
た
。

こ
の
時
期
に
は
特
に
道
吾
下
が
江
西
に
流

れ
、
洞
山
下
が
湖
南
に
流
れ
、

こ
の
動
脈

は
両
派

の
影
響
下

に
あ

つ

た
。
道
吾
と
雲
巌
、
洞
山
と
石
霜
は
基
本
的
に
ご
く
近
似
的
な
宗
風
で

あ

つ
た
と
察
せ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
上
石
霜
は
僖
宗
の
子
で
あ
る
竜
湖
普

聞
を
弟
子
と
し
て
い
た
か
ら
、
衰
え
た
と
は
い
え
、
唐
室
と
の
関
係
も

深
く
、

そ
の
保
護
も
あ

つ
て
、
唐
末
に
は
湖
南

の
禅
宗
の

一
大
拠
点
と

も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
五
代
時
代
に
入
る
と
石
霜
山
は
急
激

に
衰
退
す
る
。

そ
れ
は

唐
室
と
の
関
係
が
深
か

つ
た
こ
と
も

一
因
で
あ
ろ
う
が
、

そ
し
て
何
よ

り
も
楚
国
が
短
期
間
に
滅
び
た
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
ろ
う
が
、
曹

洞
と
の
親
近
性
が
逆
に
衰
退
を
早
め
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

爽
山
の
文
学
的
表
現

禅
宗
は
文
学
的
表
現

を
早
く

か
ら
し
て

い

た
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
示
す
も
の
が
偶
頗
で
あ
ろ
う
。
伝
法
偶
は
最
も

古
い
部
類
に
属
す
る
が
、
個
人
的

に
は
荷
沢

の
五
更
転

か
ら
始

ま
つ

て
、
石
頭
の
参
同
契
草
庵
歌
、
丹
霞
の
翫
珠
吟
等
の
ご
と
き
偶
頗
が
多

々
あ
る
。

そ
れ
が
香
厳
や
洞
山
あ
た
り
以
降
に
な
る
と
特
に
顕
著
と
な

つ
て
き
て
、
偶
頗
で
も
つ
て
禅
の
境
地
を
表
現

し
よ
う
と
す
る
の
が

一

つ
の
型
と
ま
で
な

つ
て
き
た
。
伝
法
偶
も
遺
偶

と
な
つ
て
継
承
さ
れ

た
。

し
か
し
偶
頒
は
あ
く
ま
で
も
禅
旨
の
表
白

で
あ
る
か
ら
、
情
趣
感

慨
を
主
体
と
す
る
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
る
詩

と
は
似

て
非
な
る
も
の

で
あ
る
。
偶
頗
は
文
学
で
は
な
い
と
結
局
は
言

い
得

る

こ
と
で
あ
る

し
、
ま
た
禅
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、

晩
唐
か
ら
そ
れ
以
降
と
な
る
と
、
文
学
と
し
て

の
詩
と
区
別
の
つ
き
に

く
い
と
こ
ろ
ま
で
接
近
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
感
情

の
動
き
と
い
う

よ
う
な
面
で
は
な
く
、
自
然
の
描
写
を
通
し
て
そ
の
奥
に
あ
る
自
然
の

理
を
表
わ
そ
う
と
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
よ

湖
南
の
禅
宗
の
特
徴

(鈴

木
)
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湖
南
の
禅
宗
の
特
徴

(鈴

木
)

う
な
詩
は
古
く
よ
り
あ

つ
た
が
、
と
り
わ
け
陶
淵
明
が
先
駆
的
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。
李
白
等
の
唐
代
の
詩
人
も
多
く
こ
れ
を
学
ん
だ
。
偶

頗
が
詩
の
方

へ
接
近
し
て
い
く
と
同
時
に
、
文
学
の
側
か
ら
も
山
寺
や

山
僧
等
の
仏
教
に
関
す
る
こ
と
に
題
材
を
取
る
こ
と
が
多
く
な

つ
て
き

て
、
両
者

が
接
近
し
て
き
て
い
た
。
こ
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思

う
が
、
ま
ず
第

一
に
、
文
章
や
詩
は
教
養
と
し
て
必
修
で
あ
り
、
科
挙

に
応
じ
よ
う
と
し
て
学
習
し
、
僧
に
転
じ
た
揚
合
な
ど
、
詩
的
表
現
が

自
在
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
と
し
て
香
厳
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
二
に
唐
代
に
あ

つ
て
詩
が
盛
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
詩
僧
と

い
わ
れ
る
人
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
で
、
文
学
と
仏
教
の
交
流
が
な
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
に
地
方
に
出
た
官
吏
は
、
僧
と
交
流
す
る
こ

と
に
よ

つ
て
知
的
満
足
が
得
ら
れ
、
渇
を
癒
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
交

流
に
詩
の
贈
答
が
あ

つ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
五
は
第
四
と
同
じ
で
あ
る

が
、
官
吏
が
仏
教
帰
依
者
の
場
合
、
文
学
的
表
現
が
禅
の
境
地
の
理
解

を
容
易
な
ら
し
め
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
第
六
に
そ
し
て
何
よ
り
も
詩

の
も

つ
含
蓄
が
禅
の
境
地
を
表
わ
す
の
に
適
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。

禅
宗
の
場
合
、
そ
れ
が
偶
頚
だ
け
で
な
く
、
問
答
に
つ
い
て
も
詩
的

表
現
と
な

つ
て
き
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
古
則
の
著
語
に
も
表
わ
れ
て

き
て
、
宋
代
に
は
拮
提
の
中
心
的
な
型
と
ま
で
な

つ
て
い
つ
た
。

こ
の

よ
う
に
み
て
く
る
と
、
禅
宗
は
伝
法
偶
と
い
う
型
が
発
端

で
は
あ
る

が
、
自
然
発
生
に
近
い
形
で
詩
的
表
現
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
。

と
こ
ろ
で
禅
宗
の
言
葉
が
文
学
と
極
度
に
近
づ
い
て
い
つ
た
の
は
、

い
つ
ご
ろ
誰
か
ら
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
箇

々
に

み
て
い
く
と
、
種

々
の
人
の
種

々
の
表
現
の
中

に
濃
淡
の
差
を
も
ち
な

が
ら
、
文
学
的
表
現
も
多

々
み
ら
れ
、
晩
唐
よ
り
時
代
が
下
が
る
程
に

多
く
な

つ
て
く
る
し
、
湖
南
だ
け
で
な
く
、
江
西
で
も
漸
江
で
も
傾
向

は
同
じ
で
あ
る
が
、
最
も
顕
著
な
の
は
爽
山
善
会
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

爽
山

一
人
に
お
い
て
だ
け
な
ら
ば
、
名
を
指
摘
す
る
こ
と
も
躊
躇
を
感

ず
る
の
で
あ
る
が
、
爽
山
の
弟
子
た
ち
に
も
そ
の
傾
向
は
著
し
く
、

こ

れ
は
爽
山

一
派
の
特
徴
で
あ

つ
た
と
み
な
し
え
る
。
そ
れ
が
他
派
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
で
十
世
紀
に
入
る
と
、
湖
南
江
西
を
中
心
に
、

禅
宗
が
著
し
く
文
学
的
表
現
を
増
し
て
い
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
宗

第

一
の
書
と
い
わ
れ
、
文
学
的
香
り
の
高

い

『
碧
巌
録
』
の
名

の
由
来

は
、
周
知
の
ご
と
く
爽
山
の

「
獲
は
子
を
抱

い
て
青
障
嶺
に
帰
り
、
鳥

は
花
を
街
ば
ん
で
碧
巌
泉
に
落
と
す
」
か
ら
出
て
い
る
。
爽
山
は
文
学

的
表
現
の
祖
と
い
つ
て
よ
か
ろ
う
。
爽
山
の
文
学
性
は
湖
南
の
濫
州
と

い
う
風
光
の
秀
で
た
土
地
柄
と
人
格
の
融
和
に
よ
る
が
、
船
子
の

「
垂

糸
千
尺
、
意
は
深
潭
に
あ
り
、
鉤
を
離
る
る
こ
と
三
寸
」
の
活
手
段
で

あ
る
。

禅
宗
に
は
い
ろ
い
ろ
の
宗
風
が
あ
る
が
、
棒

喝
を
も

つ
て
行
動
に
訴

え
る
限
り
に
お
い
て
、
言
詮
の
方
が
第
二
義
的
手
段
と
な
る
か
ら
、
文

学
的
表
現
が
乏
し
く
な
る
の
も
当
然

で
、
言
詮

が
中
心
と
な

る
曹
洞

宗
、
雲
門
宗
、
法
眼
宗
系
統
に
詩
的
表
現
が
豊
か
と
な
る
。
但
し
日
本

の
場
合
は
別
の
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。

(
愛
知
学
院
大
学
助
教
授
)
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