
道

元

禅

師

と

古

代

の

日

本

杉

尾

玄

有

『普
勧

坐
禅
儀
』
に
は

「
入
宋
伝
法
沙
門
道
元
」
と
自
署
さ
れ
て
い

る
。
ま
さ
に
こ
の
自
署
が
示
す
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
入
宋
し
て
天
童

如
浄

の
も
と
で
仏
道
を
き
わ
め
、
そ
の
法
を
伝
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
は

じ
め
て
宗
祖
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
入
宋

せ
ず
ま

た
如
浄

な
く
し

て
、
道
元

(以
下
謹
し
ん
で
敬
称
を
省
く
)
は
な
い
。
し
か
し
、
如
浄

の

語
録
か
ら
た
だ
ち
に

『
正
法
眼
蔵
』
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
関
係

に
な
い
こ
と
は
、
だ
れ
も
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
大
宋
宝
慶
元

年

(
一
二
二
五
)
五
月

一
日
、
は
じ
め
て
道
元
は
如
浄

に
会

い
、
如
浄

は
即
座
に

「仏

々
祖

々
面
授
の
法
門
現
成
せ
り
」
と
い
っ
て

「
道
元
に

指
授
面
授
」
し
た

(《面
授
》
巻
)
。
こ
の

「指
授
面
授
」
を
ど
う
理
解

す
る
か

は
、
重
要
な
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
は
じ
め

て
相
見
し
て
、
た
だ
ち
に
如
浄
が
こ
の
よ
う
に
言

い
き

っ
た
と
い
う
こ

と
は
、

と
も
か
く
道
元
禅
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
、
如
浄
に
出
あ
う

ま
で
の
道
元
の
歩
み
を
も
無
視
で
き
ぬ
こ
と
を
示

し
て

い
る
。
む
ろ

ん
、
入
宋
し
て
か
ら
如
浄
に
会
う
ま
で
の
約
二
年
間

の
歩
み
が
重
要
で

あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
こ
し
視
野

を

ひ
ろ
げ

て
見
る
な

ら
、
入
宋
す
る
ま
で
の
道
元
の
生
い
た
ち
、
さ

ら
に
は
、
道
元
を
生
ん

だ
わ
が
国
の
歴
史
や
伝
統
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

道
元
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る

『
三
大
尊
行
状
記
』
な
ど
に

「村
上
天
皇
九
代
之
苗
畜
、
後
中
書

王

〔具
平
親
王
〕
八
世
之
遺
胤
」

と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
出
自
か

ら
し

て
道
元

は
、
な
に
か
に
つ
け
て
、
古
代
の
日
本
と
の
身

の
つ
な
が
り
を
思
わ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
出
家

す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う

つ
な
が
り
を
断

つ
こ
と
を
意
味
し
た
は
ず
で
は
あ
る
。
し
か

し
、
出
家
後
三
十
余
年
を

へ
て
、
永
平
寺
に
お

い
て
、
「育
父
源
亜
相
」

の
た
め
に
二
度
の
上
堂
が
な
さ
れ
て
い
る

(『
永
平
広
録
』
巻
五
、
巻
七
)
。

「
亜
相
」
は
大
納
言
を
意
味
し
、
お
そ
ら
く
源
通
具
を
さ
す
。

こ
の
上

堂
の
事
実
は
、
出
家
後
も
血
縁
の
つ
な
が
り
が
た
だ
断
た
れ
た
の
で
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
血
縁

は
、
血
縁
以
上
の
何
か

で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
右
の
上
堂
の

一
つ
に
お
い
て
い
う

永
平
ノ
柱
杖
、

一
枝
ノ
梅
。
天
暦
年
中
、
殖
種
シ
来
タ
ル
。
五
葉
聯
芳
、
今

道
元
禅
師
と
古
代
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日
本
 
(
杉
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ふ

イ
マ
ダ
旧
リ
ズ
。
根
茎
果
実
、
誠
二
悠
ナ
ル
カ
ナ
。
(同
上
、
巻
五
)

こ
の

「
天
暦
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ

し
く
村
上
天
皇

の
年
号

で
あ

る
。
天
皇

の
治
世
約
二
十

一
年
の
前
半

(九
四
七

九
五
七
年
)
が
天
暦

で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
村
上
天
皇
の
治
世
を
か
の
醍
醐
天
皇
の
そ
れ
と

並
び
称
す
る
と
き
、

ひ
と
は

「
延
喜

・
天
暦
の
治
」
と
い
う
。
源
通
親

の

『
高
倉
院
昇
霞
記
』
の
巻
首
あ
た
り
に
も
、
高
倉
院
の
治
世
を
た
た

え
て

「
延
喜

・
天
暦
の
聖
の
御
代
に
遭
ひ
奉
る
心
地
し
て
」
と
し
る
さ

れ
て
い
る
。
天
暦
の
年
号
は
聖
天
子
村
上
帝
の
代
名
詞

に
ほ
か
な
ら

ぬ
。
右
の
上
堂
語
に

「
天
暦
年
中
、
殖
種
シ
来
タ
ル
」
と
は
、
す
な
わ

ち
村
上
天
皇
に
よ

っ
て

「
一
枝
ノ
梅
」
が
植
え
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
の

で
あ
る
。
村
上
天
皇
な
い
し
具
平
親
王
か
ら
伸
び
た
村
上
源
氏
と
い
う

二

枝

の
末
端
に
つ
ら
な
る
も
の
と
し
て
道
元
が
自
分
を
と
ら
え
て

い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
か
の

『
三
大
尊
行
状

記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
道
元
の
出
自
の
記
事
が
、
基
本
的
に
疑
問
の
余

地
な
く
正

し
い
こ
と
も
、

こ
れ
で
証
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
上
堂

語
が
告
げ

て
い
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
「
一
枝

ノ
梅
」
は
村
上
源
氏
の
系
譜
を
た
だ
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
「
永
平

ノ
柱
杖
」
が

二

枝
ノ
梅
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
村
上
天
皇
に
よ

っ
て
植

え
ら
れ
た
の
だ

道
元
は
そ
う
い
っ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。
「
永
平

ノ
柱
杖
」

と
は
、
道
元
の
仏
法
そ
の
も
の
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
を

「控
杖
」

と
表
現
す
る
の
は
、
む
ろ
ん
、
「
一
枝

ノ
梅
」
と
の
縁

に
よ

る
。
そ
う

し
て
ま
た
そ
の
縁
で
、
あ
と
に

「
五
葉
聯
芳
」
以
下
の
表
現

を
み
ち
び
く
こ
と
に
な
る
。
ま
る
で
固
く
枯
れ
た
柱
杖
が
に
わ
か
に
芽

ぶ
き
花
ひ
ら
く
が
ご
と
く
で
あ

っ
て
、
巧
み
な
表
現
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
い
ま
表
現

の
技
巧
が
問
題
で
は
な
い
。
道
元
の
仏
法

が
村
上
天
皇
に
根
ざ
す
と
い
う
こ
と
、

こ
れ

は

「
入
宋
伝

法
沙
門
道

元
」
の
自
覚
と
も
矛
盾
す
る
、
驚
く
べ
き
言
明

で
は
な
い
か
。

『
永
平
広
録
』
巻
五
の

「育
父
源
亜
相
」
の
た
め
の
上
堂
は
、
た
だ

通
具

一
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
村

上
天
皇
に
ま
で
及
ぶ
の

で
あ
る
。
か

2

「天
暦
年
中
、
殖
種

シ
来

タ

ル
」
の

一
句
が
、
た
だ

天
暦
の
聖
天
子
と
の
血
縁
の
つ
な
が
り
を
誇
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
道
元
は
仏
法
を
天
童
如
浄

に
嗣

い
だ

の
で
あ

っ

て
、
村
上
天
皇
か
ら
う
け
た
の
で
は
な
い
。
血
縁
の
つ
な
が
り
よ
り
ほ

か
に
、
村
上
天
皇
か
ら
道
元

へ
何
が

つ
な
が
っ
て

い
る

の
で
あ
ろ
う

か
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
天
皇
の
由
緒

の
根
源
は
わ
が
国
の
太

古
に
あ
る
。
村
上
天
皇
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
太
古
の
日
本
か

ら

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
道
元

の
仏
法
が
太
古
の
日
本

と
ど
う

つ
な
が
る
か
、
そ
れ
を
考
え
て
み
る
の
も

一
つ
の
必
要
事
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
り
道
元
の
み
な
ら
ず
心
あ
る
人
び
と
誰
も
が
、
天
皇
を
と
お
し

て
太
古
の
日
本
に
思
い
を
よ
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
よ
う
な
状
況
が
、
十
二

世
紀
の
末
ち
か
く
か
ら
、
に
わ
か
に
著
し
く
な

っ
て
き
て
い
た
。
寿
永

四
年

(元
暦
二
年

八
五
)
三
月
、
安
徳
天
皇
が
い
た
ま
し
く
も
八

歳
で
壇

ノ
浦
に
入
水
な
さ
れ
た
。
「万
乗
の
主
」
「
雲
上
の
竜
」
と
生
ま
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み

れ
な
が
ら

「未
だ
十
歳
の
内
に
し
て
底
の
水
く
つ
と
な
ら
せ
給
」
(『
平

家
物
語
』
巻
十

一
)
う
た
そ
の
事
件
が
よ
び
お
こ
し
た
衝
撃
は
、
い
ま
の

わ
れ
わ
れ
の
想
像
に
あ
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
安
徳
帝
と
と
も
に

神
剣
が
海
底
に
し
ず
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
帝
の
入
水
と
い
う
こ
と
自

体
の
衝
撃
に
も
ま
さ
る
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
て
ひ
ろ
が
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
す
で
に
平
家
滅
亡
に
先
だ
ち
頼
朝
も

「賢
所

〔神
鏡
〕
ナ
ラ
ビ

ニ

宝
物
等
、

無
為

二
返
シ
入
レ
タ
テ
マ
ッ
ル
ベ
キ
事
」
を
追
討
軍
に
命
じ

て
い
た

(『吾
妻
鏡
』
元
暦
二
年
三
月
)
。
ま
し
て
法
皇
や
公
卿
た
ち

が
こ

の
こ
と
を
懸
念
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
神
鏡

・
神
璽

は
無
事
に
も
ど
っ
た
け
れ
ど
も
、
神
剣
は
つ
い
に
還
ら
な
か

っ
た
。

か

つ
、
平
家
滅
亡

・
安
徳
帝
入
水
の
前
々
年
、
京
都
で
は
安
徳
帝
の
弟
に

あ
た
る
四
歳
の
後
鳥
羽
天
皇
の
践
詐
が
お
こ
な
わ
れ
、

つ
い
で
前
年
に

は
即
位
す
ら
お
こ
な
わ
れ
た
。
神
器
は
安
徳
天
皇

と
と
も
に
西
国

に

あ
る
こ
と
と
て
、
神
器
を
と
も
な
わ
ぬ
後
鳥
羽
帝
の
践
詐

・
即
位
は
、

と
う
ぜ
ん
深
刻
な
議
論
を
よ
ぶ
こ
と
と
な
っ
た

(『玉
葉
』
な
ど
参
照
)
。

1

こ
れ
ら
は
す
べ
て
道
元
出
生
よ
り
先
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「村
上

天
皇
九
代
之
苗
喬
」
と
し
て
生
ま
れ
た
道
元
が
、

い
ず
れ
聞
き
お
よ
ぶ

機
会
の
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
村
上
天
皇
は
神
器
と
の

か
か
わ
り
に
お
い
て
、
特
別
に
記
憶
さ
る
べ
き
か
た
で
あ

っ
た
の
で
あ

り
、

そ
う

い
う
事
情
か
ら
し
て
、
村
上
源
氏
の

一
族
に
は
、
神
器
や
帝

位
に
つ
い
て
格
別

の
態
度

・
関
心
が
あ
り
え
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

村
上
天
皇
の
治
世
、

天
徳
四
年

(九
六
〇
)
九
月

の
こ
と
、
平
安
京

遷
都
の
の
ち
百
六
十
数
年
に
し
て
は
じ
め
て
内
裏
が
炎
上
し
、
神
鏡
も

温
明
殿
と
と
も
に
焼
け
た
の
に
、
焼
け
あ
と
か
ら
ほ
と
ん
ど
損
傷
も
な

く
神
鏡
が
取
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
不
思
議

の
事
件

が
あ

っ
た
。
『
平
家

物
語
』
(巻
十
一
、
「鏡
」)
は
壇

ノ
浦
の
顛
末
を

し
る
す
ち
な
み
に
、

こ

の
天
徳
四
年
の
炎
上
に
ふ
れ
、
「
内
侍
所

〔神
鏡
〕
は
み
ず
か
ら
炎
の
中

を
飛
び
出
で
さ
せ
給
ひ
、
南
殿
の
桜
の
梢
に
懸

か
ら
せ
お
は
し
ま
し
光

明
赫
変
と
し
て
朝

の
日
の
山
の
端
を
出
つ
る
に
異
な
ら
ず
」
云
々
と
し

る
し
て
い
る
。

こ
の
記
事
は
い
さ
さ
か
潤
色
が

つ
よ
す

ぎ
る
に
し

て

も
、
道
元
は
村
上
天
皇
の

『
天
暦
御
記
』
な
ど
に
よ
り
、
右
の
事
件
を

知

っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
通
親

は

『
高
倉
院
厳
島
御
幸
記
』
に
お
い

て
、
退
位
す
る
高
倉
帝
か
ら
新
帝

(安
徳
天
皇
)

へ
神
器
が
渡

る
情
景

の
描
写
か
ら
筆
を
お
ζ
し
て
お
り
、

そ
れ
も
ま
た

『
天
暦
御
記
』
以
来

の
村
上
源
氏
に
お
け
る
神
器

へ
の
関
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
し
、
道

元
は
そ
れ
を
も
読
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
承
久
三
年

(
一
二
二
一
)
道
元
二
十

二
歳

の
お
り
、
承
久

の

乱
が
あ

っ
た
。
朝
廷
と
幕
府
と
が
あ
い
戦

っ
た
こ
の
動
乱
も
ま
た
、
天

皇

・
上
皇
の
存
在
の
由
来
と
本
質

に
つ
い
て
、
人
び
と
を
考
え
さ
せ
ず

に
お
か
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

幕
府
自
体
に
と

っ
て
も
、
そ
れ
は
深
刻

な
問
題
で
あ

っ
た
。
『
増
鏡
』
(第
二

「新
島
も
り
」)
が

つ
た
え

る

一
場

面
に
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
よ
く
読
み
と
れ
よ
う
。
鎌
倉
を
出
陣
し
た
大

将
北
条
泰
時
は
、
翌
日
た
だ

一
騎

と
っ
て
か
え

し
、
父
義
時
に
問
う
の

で
あ
る
、
「
上
皇
み
ず
か
ら
軍
の
先
頭
に
立
ち
攻
め
て
こ
ら
れ
た
な
ら
、

道
元
禅
師

と
古
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日
本
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そ
の
時
の
進
退
は
い
か
に
す
べ
き
か

と
。
義
時
は
答
え
て
い
う
、
も

し
上
皇
み
ず
か
ら
出
撃
あ
る
と
き

「君
の
御
輿
に
向
ひ
て
弓
を
引
く
こ

と
」
は
不
可
で
あ
る
、
そ
の
ば
あ
い
は

「
兜
を
ぬ
ぎ
弓
の
つ
る
を
切
り

て
」
恭
順

せ
よ
、
た
だ
し
上
皇
は
都
に
お
ら
れ
て
軍
兵
を
さ
し
む
け
る

の
で
あ
れ
ば

「命
を
す
て
て
、
千
人
が

一
人
に
な

る
ま
で
も
戦
ふ

べ

し
」
と
。

上
皇
の
軍
隊
と
戦
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
上
皇
自
身
と
戦
う

こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
乱
の
結

末
に
お
い
て
、
敗
れ
た
後
鳥
羽

・
順
徳
両
上
皇

は
そ
れ
ぞ
れ
配
流
さ

れ
、
乱
に
参
画
し
な
か

っ
た
土
御
門
上
皇
も
み
ず
か
ら
望
ん
で
配
流
の

地
に
お
も
む
か
れ
た
。
そ
う
し
て
、
四
歳
の
仲
恭
天
皇
も
ま
た
、
在
位

わ
ず
か
七
十
余
日
で
退
位

し
、
神
器

は
十
歳

の
後
堀
河
天
皇

に
移

っ

た
。

こ
の
動
乱
に
遭
遇
し
て
人
び
と
は
や
は
り
、
太
古
以
来
の
国

の
伝
統
に

つ
い
て
、
何
も
考
え
ず
に
い
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
出
家
の
身
と
し
て
建
仁
寺
に
あ
っ
た
道
元
と
て
、
村
上
源
氏

に
ゆ
か
り
あ
る
三
上
皇
の
悲
運
を
聞
か
ぬ
は
ず
も
な
く
、
む
ろ
ん
無
関

心
で
も
あ
り
え
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

す
ぶ
わ
ら
た
か
す
え
の
む
す
め

十

一
世
紀
な
か
ば
の

『
更
級
日
記
』

の
作
者
菅
原
孝
標

女

は
、
か

つ
て
、
「常

に
天
照
御
神
を
念
じ
申
せ
」
と
い
わ
れ
て
、
「
い
つ
こ
に
お

は
し
ま
す
神
仏
に
か
は
」
と
問
う
ほ
ど
で
、
何
も
知
ら
な
か

っ
た
。
伊

勢
の
神
で
あ
り
、
内
侍
所
の
神
で
あ
る
な
ど
と
教
え
ら
れ

て
も
、
「
伊

勢
の
国
ま
で
は
、
思
ひ
か
く
べ
き
に
も
あ

ら
ざ

る
な
り
。
内
侍
所
に

も
、

い
か
で
か
は
参
り
拝
み
奉
ら
む
」
そ
れ
で
た
だ
太
陽
を
念

じ
よ

う
、

と
い
う
有
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
年

に
な
っ
て

こ
の
人

は
、
は
か
ら
ず
も
官
仕
え
の
機
会
を
え
て
、
内
侍
所
に
も
近
づ
い
て
拝

む
こ
と
を
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
の
境
遇
と
教
養
と
に
め
ぐ
ま

れ
た
人
に
し
て
な
お
、
か

つ
て
は
伊
勢
神
宮
を

も
内
侍
所
を
も
知
ら
な

か
っ
た
。
平
安
時
代
に
お
け
る
お
お
よ
そ
の
状
態
は
こ
こ
か
ら
お
し
て

知
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
源
平
争
乱
と
そ
の
後

の
状
勢
か
ら
、
思
い

が
け
ず
庶
民
ま
で
も
が
神
器
の
存
在
を
知
り
、
何
ほ
ど
か
日
本

の
太
古

に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
『平
家
物
語
』
は
そ

う
い
う
庶
民
の
神
器

へ
の
関
心
を
ふ
ま
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
さ
ら

に
拡
大
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
道
元
も
ま
た
時
代
の
子
と
し
て
、
か

り
に
村
上
源
氏
の
系
譜
に
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ

っ
て
も
、

お
そ
ら
く
や

は
り
神
器
の
こ
と
や
日
本
の
太
古
に
思
い
を
よ
せ
る
よ
う
に
な
る
は
ず

で
は
な
か

っ
た
か
。

い
わ
ん
や
、

た
だ
村
上
源
氏
に
生
ま
れ
た
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
「
永
平
ノ
控
杖
、

一
枝

ノ
梅
。

天
暦
年
中
、
殖
種

シ
来

タ
ル
」
と
さ
え
説
く
か
れ
が
、
そ
う
で
な
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
。

さ
て
こ
そ

《古
鏡
》
の
巻
に
か
れ
は
説
く
の
で
あ
る
ー

し
か

日
本
国
二
神
代
ヨ
リ
三
鏡
有
り
、
璽
ト
剣
ト
而
モ
共

二
伝
来
シ
テ
今

二
至

ル
。
一
枚
は
伊
勢
ノ
大
神
宮
二
在
リ
、
一
枚
は
紀
伊
ノ
国
ノ
日
前
ノ
社
二
在

リ
、
一
枚
は
内
裏
ノ
内
侍
所
二
在
リ
。

こ
れ
を
公
案
ふ
う
に
漢
文
体
で
か
か
げ
、

そ
れ
に
つ
い
て
道
元
の
説

語
が
つ
づ
く
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、
道
元
の
所

説
が
古
代
の
日
本
の
ど
こ
に
ど
う

つ
な
が
る
か
を
、
精
確
に
見
き
わ
め
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る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
ば
あ
い
、
《
都
機
》
の
巻
の
題
名

が

い
わ
ゆ

る
万
葉

仮
名
で
し
る
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
考
え
あ
わ

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
は
こ
れ
以
上
に
立
ち
い
る
余

裕
が
な

い
。
『平
家
物
語
』
巻
十

一
「
剣
」
の
章
の
、
「
吾
が
朝
に
は
神

代
よ
り
伝
は
れ
る
霊
剣
三
あ
り
。
十
握
の
剣
、

天
の
早
切
の
剣
、
草
薙

の
剣
こ
れ
な
り
」
と
い
う
冒
頭

の
文
章
が
、
も
し
か
し
た
ら

「
日
本
国

二
神
代

ヨ
リ
三
鏡
有
リ
」
と
い
う
道
元
の
掲
げ
た
文
章
に
な
ん
ら
か
の

関
係
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
だ
け
を
こ
こ
に
書
き
そ
え

て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
成
策
堂
文
庫
収
蔵

の

『
作
文
大
体
』
の
巻
頭
に
通
親
の

「
久
我
草
堂
記
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ
こ
の

『
作
文
大

体
』

の
全
体
が
も
と
通
親
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
説
も
あ
ら

わ
れ
て
い
る

(『学
苑
』
四
十
七
年

一
月
品
川
和
子
氏
論
文
)
。
道
元

『
普
勧

坐
禅
儀

』
の
あ
の
四
六
文
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
を
考
え
る

一
つ
の
手
が

か
り
が
、

こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
宋
の
宗
蹟
の

「坐
禅
儀
」
を

書
き
あ
ら
た
め
て
そ
れ
は
成

っ
た
と
い
う
が
、
宗
蹟
の
も
の
に
比
べ
親

筆
本

『
普
勧
坐
禅
儀
』
は
、
四
六
文
と
し
て
は
る
か
に
完
備
し
て
い
よ

う
。
「
原
夫
、
道
本
円
通
、
争
仮
修
証
。
宗
乗
自
在
、
何
費
功
夫
」
云

々
と
い
う
冒
頭
に
す
で
に
、
四
六
文

へ
の
志
向
が
明
ら
か
に
読
み
と
れ

る
。
し
か
も
宗
蹟
に
な
か
っ
た
思
想
が
こ
こ
に
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
思
想
が
ど
こ
か
ら
く
る
か
と
い
う
問
題
は
、
四
六
文
が
ど
こ
か
ら

く
る
か

の
問
題
と
、
切
り
は
な
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
思
想
が
か

な
ら
ず
し
も
先
師
如
浄
か
ら
き
て
い
る
の
み
と
は
い
え
ぬ
と
す
れ
ば
、

ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

こ
こ
に
あ
え
て
仮
説
を
の
べ
た
い
。
も
し
か
し
て
わ
が

『
古
事
記
』

の
あ
の
四
六
文
の
序
文

(上
表
文
)
と
、
『普
勧
坐
禅
儀
』
と
の
あ

い
だ

に
、
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、

と
。
《
古
鏡
》
の
巻

が

『
古
事
記
』
や

『
古
語
拾
遺
』
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
疑
問
の

余
地
が
な
い
と
す
れ
ば
、
『古
事
記
』
序
文

が

『
普
勧
坐
禅
儀
』
に

つ

な
が
っ
て
い
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
し

か

し
、
《
古
鏡
》

の
巻

の

ば
あ
い
の
よ
う
な
直
接
的
な
証
拠
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
に
ひ
と
し
い
。

わ
ず
か
に
、
道
元
が

「
莫
レ労
二
払
レ
耳
之
風
一」
と
い
い
、
記
序
が
稗
田

阿
礼
に
つ
い
て

「
払
レ耳
勒
レ
心
」
と
い
う
、
そ

の

一
例
を
あ
げ
う
る
の

み
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
に
心
ぼ
そ
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
山
田
孝

雄
氏
は
記
序
の

「
払
レ
耳
」
の
出
典
が
見

つ
か
ら
ぬ
と

い
う

(『古
事
記

序
文
講
義
』)
。
ほ
か
に
古
例
が
な
く
て
記
序

と

『
普
勧
坐
禅
儀
』
と
が

一
致
す
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
両
者
が

つ
な
が

っ
て
い
る
と
考
え
る
余
地

は
大

い
に
あ
ろ
う
。
し
か
も

「
払
レ
耳
勒
レ
心
」
の

「
勒
」
(
ほ
か
に
記
序

に
用
例

一
あ
り
)
は

《現
成
公
案
》
奥
書

の

「
建
長
壬
子
拾
勒
」
を
思

わ
せ
る
。

こ
の
奥
書
の

「
拾
」
は
記
序

の

「
謹
随
二
詔
旨

子
細
採
捺
」

の

「嫉
」
(
ひ
ろ
う
)
に
つ
な
が
ら
な
い
か
。
あ

る

い
は
記
序

の
冒
頭

「夫
混
元
既
凝
、
気
象
未
レ
数
」
云
々
に
、
『
普
勧
坐
禅
儀
』
冒
頭
の
文

が
、
か
す
か
な
が
ら
も
呼
応
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(山
口
大
学
教
授
)

道

元
禅
師
と
古
代

の
日
本
 
(杉

尾
)
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