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建
久
二
年

(
二

九
一
)
明
奄
栄
西
が
虚
奄
懐
敵

よ
り
黄
竜
派

の
禅

を
受
け
て
帰
朝
し
て
以
後
、
鎌
倉
室
町
期
を
通
じ
て
多
く
の
僧
が
渡
海

求
法
し
、
来
朝
弘
法
し
た
。
渡
海
し
た
僧

は
圧
倒
的

に
禅
僧

が
多

い

は
、
特
が
、
次

い
で
律
僧
が
多
い
こ
と
も
目
を

ひ
く
事
実

で
あ

る
。

宋
朝
禅
に
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
界
の
革
進
を
大
き
く
助
長

し
た
が
、

そ
こ
に
は
純
粋
な
禅
と
し
て
受
容
さ
れ
る
前
段
階
と
し
て
様

々
な
受
容
の
形
態
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

栄
西
に
お
い
て
は
、
そ
の
禅
の
兼
修
性
は
従
来
よ
り
い
わ
れ
て
い
る

が
、
「扶
律
禅
法
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
戒
律
を
禅

の
前
提
条
件
と
し
て
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
南
都
東
大
寺
の
勧

進
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
北
京
律

の
祖
と
さ
れ
る
泉
涌
寺
の
俊
花
が
帰

朝
す
る
に
及
ん
で
、
建
仁
寺

へ
迎
え
て
講
義
せ
し
め
て
い
る
こ
と
等
、

律
宗

へ
の
積
極
的
な
接
近
が
感
じ
ら
れ
る
。
栄
西
は
そ
の
門
流
を
通
じ

て
、
円
爾
や
無
本
覚
心
等
、
鎌
倉
で
活
躍
し
た
蘭
渓
道
隆
に
対
し
て
京

や
そ
の
周
辺
で
禅
風
を
挙
揚
し
た
諸
師
に
強
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、

そ
の
円
爾
や
覚
心
に
も
律
宗
と
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。

小
論
に
お
い
て
は
、
鎌
倉
期
以
降
日
本
仏
教
を
風
靡
し
た
宋
朝
禅
が

先
住
の
諸
宗
と
ど
う
い
う
形
で
接
し
た
の
か
、

と
い
う
問
題
を
考
察
す

る
端
緒
と
し
て
、
律
宗
と
の
関
係
に

つ
い
て
少

し
く
論
及

し

て
み
た

い
。

二

栄
西
に
つ
い
て
は
、
前
に
挙
げ
た

「
扶
律
禅
法
」
と
い
う
表
現
や
、

「持
律
第

一
葉
上
房
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
戒
律
の
重
視

は
明
ら
か
で
あ
る
。
『元
亨
釈
書
』
『
不
可
棄
法
師
伝
』
に
よ
る
と
、
建

暦
元
年

(
一
二
一
一
)
帰
朝
し
た
俊
祷
を
、
栄
西

は
博
多
ま

で
迎
え
、

四
月
二
十
三
日
か
ら
翌
年
十
月
稲
荷
還
坂
の
崇
福
寺

へ
移
る
ま
で
の
約

一
年
半
に
わ
た
り
、
建
仁
寺
に
お
い
て
学
人
に
講
ぜ
し
め
て
い
る
。
博

多
ま
で
出
迎
え
た
こ
と
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
栄
西
が
俊
花
に
対
し
て

大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
事
実
と
思

わ
れ
る
。

鎌
倉
初
期

の
禅
宗

と
律
宗
 
(
中

尾
)

-207-



鎌
倉
初
期

の
禅
宗

と
律
宗
 
(
中

尾
)

栄
西
の
場
合
、
宋
朝
禅
の
受
容
の

一
環
と
し
て
の
清
規
の
整
備
と
い

う
意
味
も
あ
り
、
能
動
的
に
俊
祷
に
接
近
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
来
朝

僧
の
先
駆

け
と
な
っ
た
蘭
渓
道
隆
は
、
来
朝
前
か
ら
律
僧
、

し
か
も
俊

彷
の
門
流
と
係
わ
り
を
持

っ
て
い
る
。
蘭
渓
来
朝

の
事
情

に

つ
い
て

は
、
北
条
時
頼

の
招
請
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
宋
土
に
お
い
て
金
蘭
の

交
わ
り
を
結
ん
だ
月
翁
智
鏡
が
来
朝
を
勧
め
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
な

要
因
と
思
わ
れ
る
。
月
翁
は
俊
祷
か
ら
教
律
を
学
ん
だ
が
、
泉
涌
寺
に

お
い
て
は
坐
禅
に
関
す
る
厳
密
な
規
定
が
あ
り
、
月
翁
自
身
も
入
宋
前

か
ら
師
俊
花
を
通
じ
て
宋
朝
禅

へ
の
関
心
を
高

め

て
い
た

と
思

わ
れ

る
。蘭

渓

の
泉
涌
寺
来
迎
院
駐
錫
は
、
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
立
秋
以

後
か
ら

一
年
未
満

の
短
い
期
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
に

『
泉
涌
寺
行

事
次
第
』
と
金
沢
文
庫
本

『
蘭
渓
坐
禅
儀
』
を
作
成
し
て
い
る
。
特
に

後
者
は
質
問
に
応
じ
て
参
禅
の
用
心
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ

の
場
合
は
月
翁
側
、
即
ち
律
宗
側
か
ら
の
積
極
的
な
禅
受
容
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。三

北
京
律

の
申
心
た
る
泉
涌
寺
で
も
宋
朝
禅
の
受
容
が
見
ら
れ
る
が
、

南
都
東
大
寺
の
戒
壇
院
で
も
禅
に
対
す
る
積
極
的
な
関
心
が
感
じ
ら
れ

る
。
『
円
照
上
人
行
状
』
は
、
上
足
凝
然
が
師
円
照
と
多
く

の
門
人
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
が
、
円
照
自
身
が
円
爾
の
膝
下
で
九
旬
参
禅
し
て

印
証
を
得
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
旧
院
に
帰

っ
た
後
も
、
昼

に
は
戒
疏
を
講
じ
夜
は
坐
禅
を
修
し
た
と
あ
る
。
そ
の
門
人
中
に
も
好

ん
で
坐
禅
を
修
し
た
人
が
多
く
、
唯
空
房
経
照

の
如
く
円
照
の
没
後
東

福
寺
に
住
し
た
人
、
越
前
永
平
寺

の
道
元
遺
門

に
参

じ
た
如
空
房
理

然
、
禅
院
か
ら
律
に
入

っ
た
空
智
房
忍
空
等
、

禅
と
接
近
し
て
い
る
人

達
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『
円
照
上
人
行
状
』
を
撰
し
た
凝
然
自
身
も
、
法
灯
派
の
禅
と
の
関

係
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
二
十
六

「
恭
翁
運
良
伝
」

に
運
良
の
問
難
に
凝
然
が
渋
滞
し
、
逆
に
禅
要
を
問
う
て
運
良
の
答
え

に
よ
り
仏
祖
の
玄
枢
を
窺
見
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

凝
然
伝
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
ず
、
当
然
運
良
寄

り
で
は
あ
る
が
、
凝
然

は
運
良
の
依
頼
で
、
戒
壇
院

の
側
に
か

つ
て
叡
尊
が
建
立
し
た
旦
過
寮

が
荒
廃
し
て
い
る
の
を
再
興
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
、
並

々
な
ら
ぬ
禅

へ

の
傾
倒
を
感
じ
さ
せ
る
。

円
照
、
凝
然

の
門
下
で
あ
る
泉
州
久
米
多
寺

の
禅
爾
は
、
無
本
覚
心

へ
の
参
禅
が
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
禅
爾

は
文
永
十

一
年

(
一
二
七
四
)

二
十
三
歳
で
円
照
よ
り
具
足
戒
を
受
け
、
そ
の
後
真
言
院
聖
守
か
ら
秘

密
灌
頂
を
受
け
、
法
灯
国
師
の
道
風
を
聴
い
て
由
良
興
国
寺

へ
行

っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
弘
安
六
年
に
は
久
米
多
寺
主
顕
尊
の
招
請
に
よ

っ
て
周
寺

へ
入
る
が
、
禅
爾
は

『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
十
七
に
よ
る
と
、

禅
堂
を
構
え
て
昼
夜
二
時
に
坐
禅
を
修

し
、
そ

の
間

に
講
席
を
開

い

て
、
華
厳
や
律
三
大
部
等
を
講
じ
た
と
あ
る
。

こ
の
表
現
か
ら
は
、
あ
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た
か
も
華
厳

・
律
よ
り
も
昼
夜
二
時
の
禅
定
に
重
き
を
置

い
た
か
の
如

き
印
象
を
受
け
る
。
禅
爾
が
坐
禅
に
対
し
て
積
極
的
で
あ

っ
た
と
い
う

こ
と
の
史
料
と
し
て
、
弟
子
湛
容
に
宛
た
書
状
が
あ
る
。
「金
沢
文
庫

古
文
書

一
七
五
七
号

・
禅
爾
書
状
」
に
は

「
当
所
に
も
坐
禅
等
興

行

候
、
生
前
之
本
懐
云
々
」
と
あ
り
、
久
米
多
寺
で

の
坐
禅
興
行
が
生
前

の
本
懐

で
あ
っ
た
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

こ
れ
等

の
点
か
ら
考
え
て
、

禅
爾
の
教
学
の
中
に
お
い
て
、
覚
心
に
参
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
摂
取
し

た
宋
朝
禅
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

右
に
挙
げ
た
湛
容
は
、
金
沢
称
名
寺
三
代
長
老
と
し
て
東
国
仏
教
の

展
開
に
大
き
な
役
割
を
果

た
す
が
、

そ
の
撰
述
中

に
は

『
百
丈
坐
禅

儀
』
『
景
徳
伝
灯
録
』
『
碧
巌
録
』
『
六
祖
壇
経
』
『
宗
鏡
録
』
等
、

禅
籍

か
ら
の
引
用
が
多
く
見
ら

れ
る
。
無
論
華
厳
教
学

の
立
場

か
ら

い
え

ば
、
澄
観
以
来
教
禅

一
致

の
宗
風
を
醸
成
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

六
年
間

の
久
米
多
寺
遊
学

の
間
に
、
禅
爾
の
膝
下
で
参
禅
す
る
こ
と
に

よ

っ
て
法
灯
派
の
禅
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

四

栄
西

と
俊
花
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
栄
西
が
北
京
律
の
祖

俊
花
の
戒
律
観
を
受
容
し
た
と
い
う

べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

月
翁
智
鏡
と
蘭
渓
道
隆
、
円
照
と
円
爾
、
さ
ら
に
円
照
の
門
流
と
無
本

覚
心
及
び
そ
の
門
流
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
律
宗
が
宋
朝
禅

を
受
容
す

る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
円
爾
と
覚
心
は
、

い
ず
れ
も

入
宋
し
て
臨
済
宗
楊
岐
派
の
禅
を
伝
え
て
い
る
が
、
円
爾
は
釈
円
房
栄

朝
を
通
じ
て
、
覚
心
は
退
耕
行
勇
を
通
じ
て
栄
西
の
門
流
と
見
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
宋
朝
禅
を
伝
え
た
諸
師
と
律
宗
諸
師
と
の
交
渉
と
い

う
観
点
か
ら
見
て
、
栄
西
門
流
の
人
々
と
律
宗

と
の
交
渉
が
顕
著
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
栄
西
自
身
の
禅
風
、
乃
至

そ
の
戒
律
観
に
律
宗
と

相
通
ず
る
要
素
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
あ

る
ま
い
か
。

ま
た
律
宗
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
現
実
的
な
行
法
と
い
う
意
味
で
の

坐
禅
は
、
宗
派
の
境
を
越
え
て
有
益
な
行
で

あ
っ
た

の
か
も
知

れ
な

い
。
新
来
の
宋
朝
禅
を
摂
取
す
る
こ
と
は
、
律
宗
内
部
に
新
風
を
吹
き

こ
む
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
禅
林

で
重
ん
ぜ
ら
れ
た
清
規
と

四
分
律
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
禅
律
二
宗

の
接
触
す
る
余
地
は
極
め

て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

右
の
よ
う
な
事
情
を
す
べ
て
踏
ま
え

つ
つ
、
様鎌
倉
初
期
、
宋
朝
禅
を

伝
え
て
独
自
の
兼
修
禅
を
形
成
し
て
い
っ
た
栄
西
と
そ
の
門
流
と
、
平

安
末
以
来
戒
律
の
復
興
を
目
指
し
、
或
る
意
味
で
は
鎌
倉
新
仏
教
の
先

駆
と
な
っ
た
律
宗
と
の
交
渉
を
考
え
る
こ
と
は
、
宋
朝
禅
が
日
本
仏
教

の
中

へ
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
受
容
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問

題
の
解
明
の

一
端
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
禅
律
二
宗
の
人
的
交
流

を
点
検
す
る
に
止
ま
っ

た
が
、
今
後
律
宗
教
学
と
禅
宗
清
規
の
関
係
に
着
目
し
、
宋
朝
禅
林
で

の
清
規
の
成
立
過
程
を
含
め
て
こ
の
問
題
を
考

え
て
い
き
た
い
。
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