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正

尊

覚
禅
砂
に
収
め
ら
れ
る
重
源
の
説
は
、
法
花
法
諸
流
の
裏
書
き
と
、
香
薬
抄

だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
覚
禅
と
、
重
源
の
高
野
新
別
所
と
の
関
係
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
。
文
治
四
年
、
偏
へ
に
念
仏

一
門
に
入
つ
た
丁
度
そ
の
頃
、
彼
と

高
野
山
と
の
関
係
が
始
ま
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
覚
禅
の
師
勝
賢
と
重

源
の
密
接
な
交
渉

(「重
源
譲
状
」)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
図
像
聚
集
家
と
し
て
の
覚
禅
が
勝
賢
を
通
し
て
高
野
新
別
所
を
訪
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
師
の
勝
賢
が
建
久
三
年
に
東
大
寺
落
慶
供
養

に
あ
た
つ
て
毘
願
導
師
を
勤
め
た
と
い
う
経
緯
か
ら
、
東
大
寺
と
重
源
に
密
接

に
結
ば
れ
て
い
た
快
慶
が
醍
醐
寺
炎
魔
堂
な
ど
の
造
像
に
参
与
し
て
い
た
場
合

と
同
様
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
重
源
と
勝
賢
、
重
源
と
快
慶
、
勝
賢
と
快

慶
と
い
う
関
係
は
、
勝
賢
の
弟
子
で
あ
る
覚
禅
が
醍
醐
寺
を
媒
介
と
し
て
、
重

源
の
高
野
新
別
所
に
お
い
て
覚
禅
砂
の
著
述
に
従
っ
て
い
た
こ
と
と
有
機
的
な

連
関
を
も

つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
重
源
と
覚
禅
と
い
う
新
し
い
関
係
で

あ
る
。
更
に
、
高
野
春
秋
建
久
四
年
六
月
の
条
に
は
、
勝
賢
が
長
者
を
辞
退
し

た
あ
と
高
野
山
に
隠
遁
し
、
彼
が
そ
の
時
建
立
し
た
庵
が
東
別
所
で
あ
つ
た
と

記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
覚
禅
は
こ
の
東
別
所
へ
も
再
三
出
入
り
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
勝
賢
登
山
の
事
実
に
よ
つ
て
、
重
源
と
覚
禅
が
醍
醐
寺
を

媒
介
と
し
て
、
よ
り

一
層
深
い
関
係
に
あ
つ
た
こ
と
が
確
め
ら
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
覚
禅
が
弘
法
大
師
か
ら
宝
珠
の
種
子
を
も
ら
い
飲
み
込
ん

だ
と
い
う
夢
想

は
、
彼

が
偏

へ
に
念
仏

一
門
に
入

つ
た

こ
と
に
よ

つ
て
成
就
さ

れ
た
と
い
う
意
味

が
、
決

し
て
真
言
宗

独
特

の
念
仏
信
仰

を
示
し
て
い
る

の
で

は
な
く
、

あ
く

ま
で
も
真
言
の
装

い
は
し
て
い
る
も

の
の
、
平
安
時
代

以
来

の

我

が
国

一
般

に
行

わ
れ
た
浄

土
信
仰

に
深
く
根

ざ
し
た
信
仰

で
あ
り
、
覚
禅

自

身

が
重
源

に
そ
れ
を
求

め
る

こ
と
が
出
来

た
為

で
あ

ろ
う
。
事
実
、

東
大

寺
勧

進

と
し
て
の
重
源

が
提
唱

し
た
阿
弥
陀
信
仰

に
よ
る
宗
教
的

な
結
束
集

団
が
造

寺

・
造
仏

・
写
経
等

の
作
善

に
あ

た

つ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ

の
分
担

に
応

じ
て

寄
付
を
募
り
、

技
偏
を
発
揮

し
、
労
力
を
提
供

し
、
あ

る
い
は
物
質
運
送

の
為

に
道
路

・
橋
梁

・
港
湾
等

の
整
備
に
ま
で
関
係

し
た

の

で
あ

る

(
「
南
無
阿
弥

陀
仏
作
善
集
」
)
。
よ

つ
て
、
覚
禅

と
し
て
も
何
等
か

の
か
た
ち

で
こ
の
作
善

に

参
与
し

て
い
た

で
あ

ろ
う

こ
と
が
推
察

さ
れ
る
。
覚
禅

は
覚
禅
砂
撰
述

の
為

だ

け

に
重
源
と
、

高
野
山

と
接
触

し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

重
源

の
作
善
集
団

の

一
員

と
し

て
行
動
を
共

に
し
た
時
期

が
少
な
く
な
か

つ
た

の
で
は
な

い
か

と
い

う
事
も
考
え
ら
れ

て
く

る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
重
源

の
作
善
業

に
お
け

る
起
塔
と

い
う
思
想

が
密
教

の
五
輪
思
想

に
基

づ
き
五
輪
塔
を
造
立
す

る
こ
と

で
あ
り
、

覚
禅

の
念
仏
集
団
投
身

の
直
接

の
契
機

と
な

つ
た
舎
利
信
仰

と

一
致

し
て
く
る

の
で
あ

る
。
因

み
に
、
重
源

が
各
地

に
建
立

し
た
別
所

に
、
阿
弥
陀

如
来
像
と
並
ん

で
五
輪
塔
も
造

立
し
て
い
た

の
は
こ
の
根
拠
と
な
ろ
う
。

重
源

と
覚
禅

の
思
考
は

こ
こ
に

一
つ
に
な

つ
た
理
由

で
あ
る
。

そ
し

て
、
重
源

と
覚

禅
及
び
覚
禅
砂
と

の
関
係
を

よ
り
濃
密

に
考
察
す
る
時
期
に
来

て
い
る

こ
と

は

い
う
ま
で
も
な

い
。

こ
の
重
源

・
覚
禅

の
浄

土
思
想

の
い
わ
ば
現
世

へ
の
具
現
化
を
求
め
ら
れ

た

の
が
同
じ
重
源

の
熱
烈
な
同
行
者

で
あ

っ
た
仏
師
快
慶

で
あ

つ
た
。

既
に
重
源

は
浄
土
欣
求
に
異
常
な
熱
意
を
持

ち
続
け
た
僧
侶
と
し

て
、
宋

よ
り
多
く

の
阿

弥
陀
仏
及
び
そ

の
図
像
を
将
来

し
て
い
た
が
、

そ

の
作
善
集

に
は
、
播

磨

の
浄
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土
寺

・
伊
賀
の
新
大
仏
寺
の
丈
六
本
尊
の
造
立
に
宋
朝
の
図
像
が
本
様
と
さ
れ

た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
重
源
は
宋
朝
の
作
品
を
単
に
我
が

国
に
伝
え
た
と
い
う
事
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
作
品
を
本
様
と
し

て
、
新
形
式
の
造
型
を
奨
励
し
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
重
源
と
覚
禅
の
浄
土

欣
求
の
思
考
は
、
豊
艶
な
姿
態
と
慈
悲
円
満
の
相
好
に
て
造
像
の
人
間
化
と
い

う
点
が
特
徴
の
宋
朝
様
式
を
快
慶
が
作
品
に
表
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
面
目
を

躍
如
と
し
た
の
で
あ
る
。
快
慶
が
造
立
す
る
像
容
に
大
き
く
宋
様
が
影
響
し
て

い
る
の
は
こ
の
意
味
か
ら
も
至
極
当
然
で
あ
る
。
さ
て
、
宋
代
の
仏
像
彫
刻
に

お
い
て
は
羅
漢
と
観
音
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
実
践
的
仏
教
の
浸
透
に
よ
り
、

こ
の
羅
漢
の
流
行
は
既
に
晩
唐
に
始
ま
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し

て
、
宋
仏
教
の
庶
民
性
を
反
映
し
て
観
音
像
造
像
も
宗
派
を
越
え
て
流
行
す
る

こ
と
と
な
り
、
更
に
、
修
練
得
道
を
旨
と
す
る
禅
が
仏
教
界
の
中
心
と
な
つ
た

宋
代
の
信
仰
感
情
と
し
て
は
、
ま
す
ま
す
羅
漢
像
は
個
性
的
に
現
実
に
見
る
修

道
者
の
姿
と
し
て
彫
出
さ
れ
、
他
方
、
仏
菩
薩
中
殊
に
親
近
感
の
あ
る
、
し
か

も
人
間
的
表
現
の
と
り
易
い
観
音
像
は
い
よ
い
よ
人
間
化
し
て
現
実
の
女
性
の

姿
そ
の
ま
ま
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
宋
代
の
羅
漢
像
造
型
理
念
は
、
快
慶

に
よ
り
東
大
寺
僧
形
八
幡
神
像
、
大
報
恩
寺
十
大
弟
子
諸
像
等
に
彫
出
さ
れ
、

観
音
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
影
響
が
ま
す
ま
す
濃
厚
と
な
つ
て
く
る
。
同
じ
慶

派
の
系
譜
に
あ
つ
て
、
運
慶
が
追
求
し
た
造
型
理
念
は
あ
く
ま
で
も
動
的
、
彫

塑
的
、
天
平
復
古
の
気
運
が
表
出
さ
れ
て
い
た
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
快
慶
に
い

た
つ
て
は
、
運
慶
等
同
じ
慶
派
の
仏
師
と
の
共
同
に
よ
る
造
像
に
お
い
て
は
差

程
目
立
つ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
一
度
、
重
源
と
の
接
触
を
機
に
、
い
わ
ゆ
る

後
世
、
安
阿
弥
様
と
呼
称
さ
れ
る
独
自
の
造
型
を
表
出
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。

そ
れ
は
慶
派
の
主
流
が
む
し
ろ
否
定
し
た
藤
原
様
式
を
も
付
加
し
た
も
の
で
、

静
的
、
非
彫
塑
的
絵
画
的
な
彫
像
へ
と
大
き
く
そ
の
理
念
を
変
更
さ
せ
て
行
く

の
で
あ
る
。
た
だ
、
ま
す
ま
す
人
間
化
し
現
実
の
女
性
そ
の
ま
ま
の
仏
教
彫
刻

に
表
現
さ
れ
た
宋
の
造
像
様
式
が
、
快
慶
に
直
接
的
に
継
承
さ
れ
た
と
い
う
事

は
極
論
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
我
が
国
仏
教
彫
刻
界
自
体

が
明
か
に
宋
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
く
、
か
の
装
飾
的
で
、
し
か
も
複
雑
な
い
わ

ば
豊
富
な
る
表
現
は
快
慶
を
し
て
確
実
な
る
様
式
踏
襲
で
あ
つ
た
こ
と
は
首
肯

で
き
よ
う
。
浄
土
寺
像
の
長
い
爪

・
右
手
を
垂
れ
て
左
手
を
胸
前
で
ま
げ
る
通

常
と
は
逆
の
中
尊
の
印
相
・
乗
雲
飛
游
形
、
京
都
遣
迎
院
像
の
左
袖
、
奈
良
文

殊
院
像
左
足
部
の
衣
等
に
見
ら
れ
る
波
状
の
表
出
・
文
殊
像
が
獅
子
に
乗
り
獅

子
の
綱
を
と
る
善
財
童
子
と
侍
者
干
關
王
と
を
左
右
に
配
す
る
如
き
も
、
三
宝

院
像
の
衣
文
を
複
雑
に
、
装
飾
的
に
し
て
、
載
金
文
様
を
お
く
こ
と
や
、
金
銅

珠
玉
の
宝
冠
理
路
を
も
つ
て
身
を
飾
る
こ
と
等
々
、
快
慶
の
造
像
に
は
宋
代
の

図
像
に
範
を
と
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
重
源
が
将
来
、
ま
た
は
帰
朝
後
、
例

え
ば
覚
禅
等
よ
り
入
手
し
た
中
国
の
絵
画
に
接
す
る
機
会
の
多
か
つ
た
こ
と

が
、
快
慶
に
こ
の
よ
う
な
新
様
式
を
と
り
入
れ
さ
せ
る
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
重
源
及
び
覚
禅
の
浄
土
思
想
を
快
慶
に
結
び
付
け
る
好
例
は
、
伊

豆
走
湯
山
常
行
堂
に
安
置
さ
れ
、
現
在
広
島
耕
三
寺
蔵
に
な
る
宝
冠
阿
弥
陀
如

来
像
に
代
表
さ
れ
得
る
。
当
像
が
法
然
の
発
願
で
造
立
さ
れ
、
伊
豆
に
届
け
ら

れ
た
と
い
う
事
は
あ
ま
り
に
著
名
で
あ
る
が
、
そ
の
経
緯
は
覚
禅
砂
中
に
、
往

生
要
集
の
引
用
で
は
あ
る
も
の
の
、
悪
人
往
生
・
口
称
念
仏
に
つ
い
て

一
応
の

記
述
も
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
教
理
と
し
て
で
は
な
く
、
日
常
の
信
仰

と
し
て
行
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
よ
り
、
法
然
に
よ
る
新
し
い
浄
土
思
想

が
、
法
然
の
同
行
者
と
し
て
念
仏
に
好
意
を
示
し
て
い
た
重
源
や
、
覚
禅
に
深

く
浸
潤
し
、
自
ら
そ
の
集
団
の
一
員
で
あ
つ
た
仏
師
、
快
慶
に
及
ん
だ
の
で
あ

っ
た
。
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