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踏
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佐

藤

秀

孝

孤
峰
覚
明

(国
済
三
光
国
師
)
は
臨
済
宗
法
燈
派
に
属
す
る
禅
者
で
あ

り
、
紀

伊

(和
歌
山
県
)
由
良
の
鷲
峰
山
興
国
寺
を
開

い
た
無
本
覚
心

(法
燈
国
師
)
の
晩
年
の
法
嗣
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
覚
明
の
生
前

の
足
跡
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
法
燈
派
の
臨
済
禅
者
と
し
て
の
み
で
は

と
ら
え
難

い
曹
洞
禅
者
と
し
て
の
側
面
も
顕
著
で
あ

っ
て
、、
こ
の
二
つ

の
流
れ
を
兼
受
し
た
特
異
な
禅
風
を
挙
揚
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が

存
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
覚
明
が
曹
洞
宗
旨
を
強
く
打
ち
出
す
直
接
の
原

因
は
、
参
学
期
の
最
終
段
階
に
お

い
て
能
登

(石
川
県
)
の
洞
谷
山
永

光
寺
に
到
り
、
永
平
道
元
の
法
孫
に
当

た

る
瑩
山
紹
瑾

(仏
慈
禅
師
)

に
参
じ

て
そ
の
禅
風
に
心
酔
し
た
経
験
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ

れ
は
中
世
禅
林
に
お
け
る
洞
済
両
宗
の
交
流
の
歴
史
に
お
い
て
、
き
わ

め
て
注
目
す
べ
き
事
跡
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。

会
津

(福
島
県
)
出
身
の
覚
明
が
曹
洞
宗
と
最
初
の
関
わ
り

を
持

つ
　

の
は
、
由
良

の
覚
心
に
学
ん
だ
後
、
出
羽

(山
形
県
)
の
了
然
法

明

に

参
学
し
た
こ
と
に
始
ま

っ
て
い
る
。
法
明

は
高

麗

(朝
鮮
半
島
)
の
出

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
四
巻
第
二
号

平
成
八
年
三
月

身
と
さ
れ
、
入
宋
し
て
径
山
の
無
準
師
範

(
仏
鑑
禅
師
)
に
学

ん
だ
後
、

来
日
し
て
出
羽
の
羽
黒
山
麓
に
善
見
山
玉
泉
寺
を
開
き
、
最
晩
年
の
道

元
を
越
前

(福
井
県
)
の
吉
祥
山
永
平
寺

に
訪
ね
て
印
可
を
受

け

た
と

も
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
後
に
覚
明

と
同
門

に
な

っ
た
恭
翁
運
良

(仏
林
恵
日
禅
師
)
も
や
は
り

若
く
し
て
玉
泉
寺
の
法
明
に
投
じ
て
得
度

を
受
け
て
お
り
、
法
明
に
学
ん
だ
後
、
由
良

の
覚
心
や
能
登
の
紹
瑾
に

参
じ
、
紹
瑛
の
信
認
を
得
て
当
時
の
曹
洞
宗

の
拠
点

で
あ

っ
た
加
賀

(石
川
県
)
の
東
香
山
大
乗
寺

の
住
持
職
を
任

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、

運
艮
に
は

か
つ
て
語
録
の
ほ
か
に

『
正
法
眼
蔵
語
』
『禅
戒
正
伝
血
脈

相
承
説
』
『
仮
名
見
性
紗
』
な
ど
の
法
語
が
存
し
た
と

さ
れ
て

お
り
、

と
く
に

『
正
法
眼
蔵
語
』
や

『禅
戒
正
伝
血
脈
相
承
説
』
は
曹
洞
宗
の

立
場
を
踏
ま
え
た
注
解
で
あ

っ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。

覚
明
が
紹
瑾
に
参
学
し
て
い
る
背
景
に
は
、
か
つ
て
師
の
覚
心
が
深

草
の
興
聖
寺

の
道
元
に
参
じ
て

「仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
血
脈
」
を
受
け
て

い
る
こ
と
、
参
師
の
法
明
が
永
平
寺
の
道
元

に
参
じ
て
印
可
さ
れ
て
い

二
三
三
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る
こ
と
、
そ
し
て
同
門
の
運
良
が
紹
瑾
に
学
ん
で
そ
の
信
認
を
得
て
い

る
事
実

な
ど
、
多
く
の
因
縁
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ

う
し
た
中
で
し
だ
い
に
北
陸
に
て
台
頭
し
て
き
た
紹
瑾
の
存
在
を
意
識

し
、
そ

の
示
す
曹
洞
宗
旨
を
実
地
に
学
ぽ
ん
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

　
　

の
時
期

は
覚
明

が
元

の
国
か
ら
帰

っ
た
後
、
元
亨
年
間
そ
れ
も
元
亨

二

・
三
年
の
頃
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
、
覚
明
は
す
で
に
五
〇
歳
を
越

え
る
年
齢
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

覚
明

の
伝
記
史
料
の
中
で
紹
瑾
と
の
関
わ
り
を
も

っ
と
も
詳
細
に
伝

え
る
の
は
、
門
人

の
河
南
聖
珍

(号
は
南
州
と
も
)
が
撰
し
た

「孤
峰
和

　
　

尚
行
実
」
と
、
こ
れ
を
受
け
る
江
戸
期
の
無
著
道
忠
が
撰
し
た

「国
済

　

三
光
国
師
碑
銘
」
で
あ
り
、

こ
の
ほ
か
元
末
明
初
の
大
慧
派
の
瀬
庵
廷

俊

(字
は
用
章
)
が
撰
し
た

「国
済
三
光
国
師
塔
之
銘
」
や
江
戸
期
の
燈

史

・
僧
伝
も
比
較
的
簡
略
な
記
事
な
が
ら
紹
瑾
に
参
じ
た
覚
明
の
消
息

を
伝
え

て
い
る
。
「行
実
」
に
よ
れ
ば
、
覚
明
は
洞
上
の
宗
風
を
探
ら

ん
と
永

光

寺

の
紹
瑾
を
訪
ね
、
大
事
を
了
畢
す
る

ま

で
は
永
光
寺
を

　
　
　

出
な
い
こ
と
を
自
ら
に
誓

っ
て
い
る
。
と
き
に
第

一
座

の
明
峰
素
哲
が

覚
明
の
来
山
を
寺
の
土
地
神
の
夢
の
お
告
げ
で
予
め
知

っ
て
い
た
と
さ

れ
、
素

哲
の
仲
介
で
紹
瑾
に
参
じ
た
覚
明
は
、
最
初
の
問
答
で
肯
わ
れ

て
入
室

を
許
さ
れ
、
そ
の
後
も

『景
徳
伝
燈
録
』

一
七
〇
〇
の
古
則
公

案
の
参
究
に
邁
進
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
紹
瑾
の
禅
風
は
か
な

り
公
案

の
商
量
に
重
点
を
置
く
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

し
か
も
紹
瑾
晩
年

の
永
光
寺
で
の
消
息
を
記
し
た
流
布
本
や
大
乗
寺

本
の

『
洞
谷
記
』
に
は
、
覚
明
と
の
関
わ
り
を
伝
え
る
記
事
を
頻
繁
に

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
覚
明
が
如
何
に
紹
瑾
の
信
認
を
得
て
い
た
か

が
偲
ぼ
れ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
年
月
日
の
順

に
挙
げ
て
み
る
な
ら
、
(
1
)

に
元
享
三
年
六
月
二
十
三
日
の
五
老
峰
の
霊
水
に
ち
な
む
記
事
、
(
2
)
に

　
　

同
年
八
月
十
五
日
の
覚
明
に
戒
法

を
授
け

た
記
事
、
(
3
)
に
正
中
元
年

(元
亨
四
年
)
正
月
十

一
日
の
身
を
隠
し
て
没
蹤
跡
と
な
る
こ
と
の
問
答
、

(
4
)

に
月
日
は
未
詳
な
が
ら
同
年
の

『
涅
槃
経
』

の
塗
毒
鼓

の
譬
え
お
よ

び
法
眼
宗
の
天
台
徳
韶

の
通
玄
峰
頂
の
古
則

に
ち
な
む
商
量
､
(
5
)
に
正

　

中
二
年
四
月
十
四
日
の
覚
明
が
遠
江

(静
岡
県
)
の
光
明
山
寺

か
ら
持

ち
帰

っ
た
布
薩
用
の
籌
竹
に
ち
な
む
記
事
、
(
6
)
に
同
年
七
月
二
日
の
覚

明
を
門
下
の
六
兄
弟
の

一
員
に
列
し
た
記
事
、
そ
し
て
(
7
)
に
同
年
七
月

二
十
八
日
の
覚
明
を
末
後
の
法
嗣
と
な
し
て
出
雲

に
忍
ば
せ
た
記
事
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『洞
谷
記
』
に
載
る

一
連

の
記
載
は
、
晩
年

の
紹

瑾
が
如
何
に
覚
明
と
い
う
す
ぐ
れ
た
人
材
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
か
を

伝
え
て
余
り
あ
る
も

の
が
あ
ろ
う
。

こ
の
中
で
(
4
)
の
記
事
は
流
布
本

『
洞
谷
記

』
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
覚
明
が
い
ま
だ
洞
下

(ま
た
は
洞
谷
下
)
の
宗
旨
を
会
し
て

い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
紹
瑾
は
さ
ら
な
る
参
究
を
勧
め
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
点
は

「行
実
」
に
お
い
て
紹
瑾
が
覚
明
を
後

の
ち
洞
下
の

種
草
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
点
を
指
摘
し

つ
つ
も
、
曹
洞
宗
門

の

一

大
事
因
縁
で
あ
る

「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒
血
脈
」
を
授
け
て
い
る
事
実

に

符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
⑥
は
六
兄
弟

の

一
人
に
名
を
列
す
る
こ
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と
で
永
光
寺
の
住
持
職
を
継
ぐ
資
格
が
覚
明
に
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
明
峰
系
と
峨
山
系
の
発
展
に
よ

っ
て
、
覚
明
お
よ
び
そ
の
門
下
が
永
光
寺
に
入
院
す
る
こ
と
は
な
か

っ

た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
(
7
)
の
記
事
も

「
行
実
」
に
符
合
す
る
も
の
で
あ

り
、
と
り
わ
け
、
明
確
に
覚
明
を
法
嗣
の

一
員
に
列
せ
し
め
て
い
る
の

は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

し

て
、
「行
実
」
で

は
紹
瑾
が
覚
明
に
出

雲
に
下

っ
て
帝
王
の
師
と
な
る
こ
と
を
記
別
し
、
あ
た
か
も
永
光
寺
の

　
　

僧
衆
の
嫉
妬
を
避
け
る
が
ご
と
く
、
五
祖
弘
忍
と
六
祖
慧
能
の
故
事
に

準
え
て
夜
半
三
更
に
そ
の
門
を
去
ら
し
め
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

す
で
に
法
燈
派
の
禅
者
と
し
て
入
元
帰
国
を
果
た
し
た
ほ
ど
の
覚
明

と
い
う
破
格
の
禅
者
が
参
入
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
光
寺
僧
図

で
は
そ

の
対
応
に
苦
慮
し
た
の
で
は
な
い
か
。
紹
瑾
と
し
て
は
お
そ
ら

く
覚
明
と
い
う
素
哲
や
紹
碩
に
も
匹
敵
す
る
す
ぐ
れ
た
人
材
を
素
直
に

門
下
の

二
員
に
受
け
入
れ
た
か

っ
た
に
違
い
な
く
、
覚
明
と
し
て
も
紹

瑾
の
挙
揚
す
る
曹
洞
の
宗
風
に
深
く
心
酔
し
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
覚
明
の
存
在
は
他
の
永
光
寺
門
下
と
の
間
で
微

妙
な
齟
齬
を
生
じ
、
晩
参
の
覚
明
が
紹
瑾
の
信
認
を
得
て
い
く
こ
と
に

対
し
て
嫉
妬
を
抱
く
者
も
存
し
た
ら
し
い
。
し
た
が

っ
て
、
覚
明
が
そ

の
ま
ま
永
光
寺
僧
団
に
留
ま
っ
て
い
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
覚
明
は
孤
立

す
る
恐
れ
が
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
紹
瑾
と
し
て
は
覚
明
の
将
来

を
鑑
み
て
自
ら
の
示
寂
前
に
門
下
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
を
決
断
し
、
遥

か
出
雲
の
地

へ
と
忍
ば
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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さ
ら
に

「行
実
」
で
は
出
雲
に
下

っ
た
覚

明
が
後
醍
醐
天
皇
の
帰
依

を
得
て
問
答
商
量
を
な
し
て
衣
鉢
と
戒
法
を
授
け
、
後
醍
醐
天
皇
よ
り

覚
明
に
国
済
国
師
の
賜
号
を
、
開
創
し
た
禅
寺
に
天
長
雲
樹
興
聖
禅
寺

の
勅
額
を
賜

っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
を
紹
瑾
の
記
別
に
符
合
し
た
も
の
と

特
筆
し
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
帰
崇
を
得

た
覚
明
は
、
そ
の
後
、
由

良

の
興
国
寺
や
京
都
洛
北
の
天
長
山
妙
光
寺

に
住
し
、
ま
た
後
村
上
天

皇

の
招
き
で
和
泉

(大
阪
府
)
高
石

の
高
石

山

(金
松
山
と
も
)
大
雄
寺

の
開
山
に
も
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
覚
明
と
い
え
ば
、
南
朝
政
権
に
働
き
か
け
て
参
学
の
先
師

紹
瑾
に
対
し
て
、
仏
慈
禅
師
の
勅
諡
号
の
下
賜
を
斡
旅

・
仲
介
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
能
登
の
総
持
寺
と
出
雲
の
雲
樹
寺
に
は

　

覚
明
が
峨
山
詔
碩
と
の
間
で
正
平
九
年
に
交
わ
し
た
往
復
書
簡
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
三
月
二
日
付
の
覚
明

の
書
状
に
よ
れ
ば
、
覚
明

は
久
し
く
紹
瑾
か
ら
受
け
た
子
育
の
恩
を
懐
き

つ
づ
け
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
、
そ
の
法
恩
に
酬
い
る
べ
く
南
朝
と

の
間
の
仲
介
を
な
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
八
月
十
三
日
付
の
詔
碩

の
返
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の

と
き
詔
碩
と
し
て
は
、
永
平
寺
の
道
元
以
来

、
曹
洞
宗
門
に
禅
師
号
下

賜
の
先
例
が
な
く
、
先
師
紹
瑾
の
意
も
す
で
に
量
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
通
達
を
拝
辞
返
上
せ
ん
と
し
て
い
る
。

紹
碩
と
し
て
は
総
持
寺
教

団
を
代
表
す
る
か
た
ち
で
意
見
を
述
ば
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
わ
け
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
後
も
こ
の
仏
慈
禅
師
号

は
紹
瑾
の
勅
詮
号
と
久
し

く
宗
門
で
通
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
事
情
で
詔
碩
も
後

二
三
五
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二
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に
こ
の
申
し
出
を
受
諾
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ま

一
つ
、
先
の
両
者
の
往
復
書
簡
か
ら
窺
え
る
注
目
す
べ
き
事
実

と
し
て
、
す
で
に
法
燈
派
本
山
の
由
良
興
国
寺

の
再
住
ま
で
勤
め
た
覚

明
が
、
な
お
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
曹
洞
宗
に
転
派
し
た
い
旨
を
詔
碩

に
告
げ

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詔
碩
は
こ
の

と
き
紹
瑾
の
墓
塔
に
詣
で
て
拝
塔
嗣
法
し
得

る

可
能
性

を
認

め

つ
つ

も
、

こ
の
申
し
出
を
や
は
り
碗
曲
に
断

っ
て
い
る
。
覚
明
の
願
い
は
総

持
寺
教
団
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
紹
瑾
の
禅
に
私
淑
し
な
が
ら
も
曹
洞

禅
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
生
涯
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
覚
明
の
実
際
の
接
化
は
曹
洞
宗
旨
を
か
な
り
意
識
し
た

　

も

の
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
ま
た
法
嗣
の
抜
隊
得

勝

の

「抜

隊
和

尚
行

実
」
に
よ
れ
ば
、
覚
明
は
紹
瑾
か
ら
付
与
さ
れ
た

「
仏
祖
正
伝
菩
薩
戒

血
脈
」

を
好
ん
で
門
下
の
道
俗
に
授
与
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
雲
樹
寺
に
は
覚
明
が
紹
瑾
の
席
下
で
書
写
し
た

『出
家
授

戒
略
作
法
文
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
覚
明
は
永
光

寺
に
登
り
、
元
亨
三
年
七
月
解
夏
後
日
に
方
丈
に
到

っ
て

『法
華
経
』

　

『梵
網
経
』
を
伝
授
さ
れ
、
さ
ら
に
元
亨
四
年
六
月
二
十
八
日

に
紹

瑾

か
ら
庵
主
の
覚
明
に
こ
の

『
出
家
授
戒
略
作
法
文
』
が
授
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
紹
瑾
が
覚
明
に
対
し
て
、
宗
門
伝
来
の
出
家
授
戒
の
作
法

を
実
地
に
伝
授
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
龍
谷
大
学
図
書
館
や
松
ケ
岡
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る

『円
頓
三
聚

一
心
戒
和
解
』
は
栄
西
の
著
述
に
対
す
る
注
解
で
あ
る
が
、
や
は
り
洞

済

一
致
の
禅
戒
思
想
を
探
る
上
で
貴
重
な
資

料
と
な

っ
て
い
る
。
栄
西

の

『円
頓
三
聚

二
心
戒
』
に
対
す
る

『
円
頓
三
聚

一
心
戒
和
解
』
を
覚

明
が
蔵
主
寂
光
の
た
め
に
重
編
し
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
覚

明
が
五
十
歳
で
あ

っ
た
と
記
す
る
の
は
問
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
文

献
は
蟻
暦
ヤ

一
年
に
面
山
瑞
方

に
よ

っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

序
文
に
よ
れ
ば
、
覚
明
が
永
光
寺
の
紹
瑾
よ
り
伝
授
し
た
も
の
が
東
山

建
仁
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

も

っ
と
も
覚
明
に
は
四
会
の
語
録
と
と
も

に
、
詩
文
集
で
あ
る

『徹

心
録
』
が
存
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
語
録
は
お
そ
ら
く

『孤
峰
和
尚
語

録
』
ま
た
は

『国
済
三
光
国
師
語
録
』
と
い

っ
た
表
題
で
あ

っ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た

『徹
心
録
』

は
か
つ
て
龍
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
現
在
は

残
念
な
が
ら
所
在
不
明
と
な

っ
て
い
る
。
も

し
、
こ
う

し
た
語

録

や

『
徹
心
録
』
な
ど
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
覚
明
に
関
す

る

さ

ら
に
詳
し
い
消
息
や
禅
風
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま

一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
覚
明
が
参
学

し
た
紹
瑾
に
後
醍
醐
天
皇

の
勅
問
に
奏
対
し
た
と
さ
れ
る

『十
種
勅
問
』
な
る
著
述
が
伝
、兄
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
十
種
勅
問
』
に
つ
い
て
は
、
今

旧
、
総
持

寺
所
伝

の

『十
種
疑
問
』
と
永
光
寺
所
伝
の

『十
種
疑
滞
』
と
い
う
二

系
統
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
近
年
、
田
島
柏

堂
氏
に
よ

っ
て

『
瑩
山
帝

尊
問
答
』
な
る
異
本
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
醍
醐
天
皇
の
下
問
が
存
し
た
の
は
、
永
光
寺
本
で
は

730



元
応
二
年

の
こ
と
と
さ
れ
、
総
持
寺
本
で
は
元
亨
二
年
の
こ
と
で
あ

っ

た
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
と
も
に
そ
の
仲
介
の
労
を
執

っ
て
使
者
と

し
て
赴

い
た
の
が
覚
明
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
し

か
し

な
が

ら
、
覚
明
は
当
時
い
ま
だ
帰
国
前
後
の
状
況
で
あ
り
、
よ
う
や
く
紹
瑾

に
参
ぜ

ん
と
す
る
時
期
に
当
た

っ
て
い
る
か
ら
、
紹
瑾
の
門
下
に
連
な

る
以
前
で
あ
ろ
う
。
ま
た
伝
記
史
料
か
ら
し
て
、
覚
明
が
実
際
に
後
醍

醐
天
皇
と
関
わ
り
を
持

つ
の
も
紹
瑾
の
席
下
を
去

っ
て
七

・
八
年
後
の

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
醍
醐
天
皇
が
紹
瑾
の
存
命
中
に
そ
の
禅
風
に
心
酔
し

て
奥
義
を
究
め
ん
と
し
た
と
す
る
の
は
状
況
的
に
き
わ
め
て
認
め
が
た

い
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
た
め
近
年
で
は

『
十
種
勅
問
』
自
体
が
紹
瑾

の
名
を
借
り
て
後
代
に
偽
撰
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、

こ
こ
で

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
実
際
に
後
醍
醐
天
皇

に
召
さ
れ
て
伯
耆

(鳥
取
県
)
船
上
山
の
行
在
所
に
到

っ
て
、
仏
法
の
大

意
を
質
す
勅
問
に
応
対
し
た
の
が
覚
明
自
身
で
あ

っ
た
点
で
あ
ろ
う
。

当
時
、
覚
明
は
永
光
寺
の
紹
瑾
の
席
下
を
辞
し
て
出
雲
に
下

っ
て
十
年

も
経
な

い
時
期
に
相
当
し
て
お
り
、
紹
瑾
の
禅
風
に
私
淑
す
る
面
が
き

わ
め
て
顕
著
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
推
測
す
る

な
ら
、
あ
る
い
は

『
十
種
勅
問
』
と
は
も
と
も
と
覚
明
が
後
醍
醐
天
皇

の
勅
問
に
対
し
て
、
先
師
と
慕
う
紹
瑾
に
学
ん
だ
禅
旨
を
も
と
に
説
き

示
そ
う

と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強
い
。
そ
れ
が
後
に
永
光
寺

や
総
持
寺
に
伝
え
ら
れ
て
改
変
が
加
え
ら
れ
、
紹
瑾
の
著
述
の
ご
と
く

孤
峰
覚
明
と
瑩
山
紹
瑾

(佐

藤
)

に
扱
わ
れ
て
内
容
も
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い

わ
ば
、
覚
明
が
そ
の
徳
を
紹
瑾
に
譲

っ
た
か
た
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
、
田
島
柏
堂
氏
が
紹
介
さ
れ
た

『
瑩
山
帝
尊
問
答
』
が
、
覚

明
の
法
嗣
で
あ
る
抜
隊
得
勝

の

『
塩
山
開
山
法
語
』
や
、
得
勝

の
法
孫

に
当
た
る
絶
学
祖
能
の

『
絶
学
伊
路
波
歌
』

(内
題
は

『伊
路
波
歌
月
江
菴

絶
学
和
尚
御
歌
』)
と
い
う
法
燈
派
の
し

か
も

覚
明
の
系
統
に
連
な
る
人

々
の
資
料
と
と
も
に
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る

も

の
で
あ
ろ
う
。
田
島
氏
は
こ
の
資
料

の
出
現

に
よ
っ
て
、
『
十
種

勅

問
』
が
紹
瑾
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、
私
と

し
て
は
逆
に

『
十
種
勅
問
』
が
覚
明
と
の
関

わ
り
で
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
こ
の
資
料
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る

も
の
で
あ
る
。
「行
実
」
で
は
、
す

で

に
述
べ
た
ご
と
く
覚
明
が
後
醍

醐
天
皇
と
問
答
し
て
衣
鉢
と
戒
法
を
授
け
、
後
醍
醐
天
皇
よ
り
国
済
国

師
の
勅
号
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
瑾
和
尚

の
記
別
に
符
合
し
た

も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
覚
明
が
紹
瑾

の
禅
を
意
識
し
た
か

た
ち
で
後
醍
醐
天
皇
に
禅
要
を
示
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
覚
明
の
人
生
は
ま
さ
に
曹
洞
宗
旨
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た

生
涯
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
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