
峨
山
紹
碩
輝
師
に

つ
い
て
の
諸
問
題

田

島

柏

堂

峨
山
詔
碩
繹
師
 
(詫
號
は
大
現
宗
猷
國
師
)
 は
、
鎌
蒼

中
期
よ
り
南
北

朝
中
期
す
な
わ
ち
十
三
世
紀
の
末
葉
よ
り
十
四
世
紀
の
中
頃
に
か
け
て

生
存
し
た
人
で
あ
る
。
繹
師
は
、
日
本
曹
洞
宗

の
太
租
、
総
持
寺
開
山
、

螢
山
紹
瑛
輝
師

の
後
を
承
け
繊
い
で
、
同
寺
二
世
を
董
し
、
洞
上
の
玄

風
を
高
揚

し
て
、
中
世
の
中
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
、
曹
洞
宗

獲
展

の
上
に
偉
大
な
る
功
績
を
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
宗

派
傳
播
史
上
重
要
な
る
意
義
を
有
し
、
か
つ
日
本
曹
洞
宗
史
上
に
極
め

て
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

一
般
に
鎌
倉
時

代

の
佛
教

と

い
え

ば
、
多
く
法
然
上
人

・
親
攣
聖
人

・
日
蓮
聖
人

・
道
元
輝
師
等

の
名
を

學
げ
、
そ

の
人
格
、
宗
敏
を
稻
讃
し
て
い
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
高
僧
が

一
世
に
名
を
成
す
に
い
た
つ
た
實
際

の
カ
は
、
も
ち
ろ
ん
高
僧
た
ち
自

身

の
強
き
信
念
と
、
偉
大
な
る
人
格
と
に
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
し
か
し
そ
の
裏
面
に
幾
多
の
尊
き
援
助
者
-
内
部
的
助
カ
-
の

あ
つ
た
こ
と
を
忘
却
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
法
然
上
人
に
お
け
る

源
智
、
親
鷺
聖
人
に
お
け
る
眞
佛
、

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
日
朗
、
道
元

繹
師
に
お
け
る
懐
舞
等
の
諸
師
は
、

い
ず
れ
も
師
匠
の
側
近
に
奉
事
し

て
、
そ
の
宗
教
の
大
成
に
奮
闘
し
た
人
々
で
あ

つ
た
。
こ
れ
を
榮
山
繹

師
の
生
涯
に
つ
い
て
見
る
に
、
や
は
り
峨
山
繹
師
の
副
武
螢
辮

の
力
す

な
わ
ち
内
部
的
助
力
に
よ
つ
て
、
よ
く
そ
の
目
的
を
逐
行
さ
れ
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
輝
師
は
、
螢

山
輝
師
と
は
わ
ず
か
八

つ
年
下
で
あ
り
、
ま
た
螢
山
輝
師
に
三
十
年
も
鉗
鎚
を
受
け
て
お
ら
れ

る
の
で
、
螢
山
輝
師
も
そ
の
人
格
を
知
悉
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
峨
山
師
は

能
登
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
地
方
人
と
も
親
し
み
多
く
、
寺
門
の
経
螢
に

は
好
適
の
境
遇
に
あ
つ
た
。
從

つ
て
常
に
螢
山
繹
師

の
相
談
相
手
と
な

り
、
い
わ
ゆ
る
女
房
役
と
し
て
各
種
の
問
題
に
参
豊
さ
れ
た
こ
と
と
推

考
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
螢
山

・
峨
山
爾
繹
師
の
間
柄
は
、
全
く
異
髄
同

心
の
關
係
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸
時
代
の
宗
匠
、
徳

翁
良
高
和
尚
は
、
『西
來
家
訓
』
に

「…
…
若
し
螢
峨

(螢
山

・
峨
山
)

二
大
士
を
得
て
緒
を
讃
が
ず
ん
ば
、
則
ち
恐
ら
く
は
永
季
の
門
風
、
地

を
彿
つ
て
壼
き
ん
の
み
、
鳴
呼
、
聖
皇
術
お
蹄
崇
の
詔
あ
り
、
後
昆
易

ぞ
感
荷
の
心
無
け
ん
、
各
各
児
孫
、
鷹
當
に
露
躍
を
景
仰
し
、

二
尊
を

(1
)

謄
禮
し
、
用
つ
て
覆
蔭
の
徳
に
酬
ゆ
べ
き
な
り
」
(
原
漢
文
)
と
述
べ
、

峨
山
詔
碩
輝
師

に
つ
い
て
の
諸
問
題

(
田

島
)

二
七
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峨
山
詔
碩
琿
師
に

つ
い
て

の
諸
問
題

(
田

島
)

二
八

日
本
曹
洞
宗
と
い
う
宗
門
的
立
場
か
ら
は
、
雨
繹
師
の
歴
史
的
性
格
が
、

一
を
探

つ
て
他
を
捨
て
る
こ
と
の
出
來
な
い
も

の
で
あ
り
、
「榮
峨
爾

尊
」
と
並
構
し
、
謄
仰
禮
讃
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
る
。
さ

れ
ば
榮
山
繹
師
の
人
格
、
宗
教
が
、
日
本
佛
敏
史
の
上
に
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
峨
山
輝
師
の
功
勲
も
ま
た
自
ら
大
を

な
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま
輝
師
の
業
績
を
、
懐
舞
繹
師
の

業
績
に
比
較
す
る
と
、
総
持
寺
二
租
と
し
て
の
峨
山
輝
師
は
、
螢
山
繹

師
の
遺
志
を
纈
い
で
、
曹
洞
宗
の
祉
會
的
獲
展

の
基
盤
を
築
成
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
永
李
寺
二
租
と
し
て
の
懐
舞
繹
師
は
、
高
祀
道
元
繹
師
の

思
想
を
繊
承
し
て
、
宗
門
敢
學
の
根
基
を
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
峨
山
繹
師
の
曹
洞
宗
に
占
め
る
地
位
は
、
か

よ
う
な
敏
團
史
的
意
義
の
み
な
ら
ず
、
敢
學
史
的
な
場
に
お
い
て
も
重

覗
す

べ
き
貼
が
存
し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
懐
弊

峨
山
雨
繹
師

に
お
け
る
永
季
寺

・
総
持
寺
の
二
租
と
し
て
の
存
在
は
、
道
元

・
螢
山

爾
祀
の
思
想

・
教
團
を
布
衛

・
伸
張
さ
せ
た

く
大
原
動
力
と
な
つ
て
い

る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
う
に
日
本
曹
洞
宗
は
、
道
元
暉
師
に

よ
つ
て
開
か
れ
、
そ
の
輝
師
の
待
た
れ
た
正
法
激
揚
の
時
は
、
懐
舞
輝

師
を
経
て
螢
山
繹
師
に
お
よ
ん
で
漸
く
到
來
し
、
途
に
峨
山
繹
師
に
よ

り
こ
れ
が
實
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
て
峨
山
輝

師
の
會
下
に
は
、
多
く
の
僧
衆
が
雲
集
し
、
こ
れ
ら
諸
龍
象

の
中
か
ら
、

す
ぐ
れ
た
人
材
が
輩
出
し
、
圭
要
な
る
門
人
を

「
五
哲
」
或
い
は

「
二

十
五
哲
」
な
ど
と
稻
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
た
ち
に
よ
つ
て
、
そ
の

法
燈
が
績
け
ら
れ
、
中
世
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
最
大

の
門
派

「峨
山
派
」

と
い
う

一
つ
の
新
し
い
主
流
を
つ
く
り
出
す
に

い
た
つ
た
程
で
あ
る
。

要
す
る
に
峨
山
繹
師
は
、
螢
山
暉
師
が
北
越
の
山
奥
よ
り
正
法
輝
の
と

も
し
び
を
、
能
登
の
邊
陳
に
移
し
學
揚
さ
れ
た
深
意
を
禮
し
て
、

こ
れ

を
更
に
多
く
の
門
弟
に
分
與
し
、
そ
の
法
燈
が
全
國
的
に
傳
播
し
、
そ

れ
が
今
日
お
よ
そ

一
萬
五
千
の
寺
院
と
約
三
萬

の
僧
侶
と
、
多
く
の
檀

信
徒
を
擁
す
る

一
大
宗
團
を
形
成
す
る
に
い
た

つ
た
わ
け
で
あ
る
。
實

に
峨
山
繹
師
は
、
當
時
す
で
に
眞
實
の
人
間
形
成
と
敢
團

の
ビ
ジ

ョ
ン

に
つ
い
て
深
く
思
い
を
い
た
し
、
粉
骨
砕
身
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ま
さ
に

「
人
間
づ
く
り
」
・
「
宗
團
の
生
き
方
」
と
い
う
今
日
的
意
義

を
も
つ
も
の
と
し
て
、
大

い
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
れ
ば
中

世
に
お
け
る
峨
山
繹
師
の
登
場
は
、
日
本
佛
教
史
の
、
廣
く
い
え
ぱ
わ

が
國
の
歴
史
の
上
に
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
共
に
、
そ
の
精
神
は

い
ま
な
お
現
代
思
想
の
中
に
脈

々
と
し
て
生
き

て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
時
恰
も
昭
和
四
十
年
は
、
峨
山
輝
師
が
貞
治
五
年
 
(
二
二

六
六
)
 に
入
寂
さ
れ
て
よ
り
六
百
年
に
相
當
し

て
い
る
。
よ
つ
て
宗
制

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
從
い
、
輝
師
の
六
百
同
の
大
遠
忌
法
要
が
、
四
月

一
日
よ
り
大
本
山
総
持
寺
に
お
い
て
嚴
修
さ
れ
る
。
私
は
峨
山
繹
廓
の

大
遠
忌
と
い
う
、

こ
の
牛
世
紀
に

一
度
の
値
い
難

い
勝
縁
を
機
に
、
從

來

の
繹
師
に
關
す
る
諸
種
の
文
鰍
史
料
に
、
新
史
料
お
よ
び
實
地
踏
査

を
も
加
え
、
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
総
合
的
に

研
究
を
す
す
め
、
繹
師
と
し
て
の
峨
山
師
の
人
間
像
を
浮
彫
り
に
す
る

-471-



と
共
に
、

い
さ
さ
か
そ
の
鴻
業
を
顯
彰
し
、
遺
徳
を
鑛
仰
し
た
い
と
思

う
。
從
來
、
峨
山
輝
師
の
傳
記
史
料
と
し
て
は
、
輩
掲
の
別
傳
に

『
峨

(2
)

山
和
爾
行
状
』
、
『
総
持
二
代
峨
山
大
和
爾
行
状
』
(慧
明
撰
・
慶
安
四
年

(3
)

爲
)
、『峨

山
大
和
術
芳
燭
』
、
『
総
持
二
代
和
爾
抄
割
』
(爲
本
)
が
あ

り
、
総
傳
髄
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に

『
洞
谷
五
租
行
實
』
、
『
諸

嶽
開
山
二
租
暉
師
行
録
』
、
『
日
域
洞

上
諸
租
傳
』
巻
上

(自
澄
撰
)
、

『
日
本
洞

上
聯
燈
録
』
巻
二

(秀
恕
撰
)
、
『延
費
傳
燈
録
』
巻
七

(師
轡

撰
)
、『
本
朝
高
僧
傳
』
巻
三
十

一
(師
轡
撰
)
、『扶
桑
繹
林
僧
寳
傳
』
巻

(4
)

五

(性
漱
撰
)
、
『螢
峨
行
實
集
録
』
(
貞
享
五
年
爲
)
等

が
存
す
る
。
右

は
江
戸
末
期
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
、
書
目
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、

な
お
明
治
以
後
に
著
わ
さ
れ
た
書
冊
と
し
て
は
、
僅
か

『峨
山
輝
師
行

實
』
(道
海

・
露
林
撰
)
 一
巻
が
存
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
他
は
、
総

傳
髄
の
中

に
前
記
の
傳
記
史
料
を
、
だ
い
た
い
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
叙

述
し
た
程
度
の
も
の
で
、
研
究
資
料
と
し
て
の
史
的
債
値
に
乏
し
い
。

ま
た
輝
師

の
史
傳
お
よ
び
思
想
の
研
究
に
關
し
て
も
、
二
、
三
の
論
稿

を
除
い
て
は
、
何
等
見
る
べ
き
勢
作
が
現
わ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ

と
は
、
特

に
史
傳
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
よ
う
に
傳
記
史
料
が
傳
來
し

て
い
て
も
、
内
容
的
に
は
龍
蛇
混
雑
の
状
態
で
あ

つ
て
、
眞
儒

の
到
定

に
苦
し
む
黙
が
、
し
ば
し
ば
存
す
る
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
と
思
う
。

か
く
し
て
輝
師
の
生
涯
、

思
想
に
つ
い
て
は
、
古
來
諸
種
の
異
説
が
あ

つ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
(
1
)
誰
の
詔
碩

と
紹
碩
の
字
に
つ
い
て
、
(
2
)
生
誕
お
よ
び
入
寂
紀
年
の
異
説
、
(
3
)
俗
系

に
つ
い
て
の
問
題
、
(
4
)
叡
山
に
お
け
る
修
學
に

つ
い
て
、
(
5
)
螢
山

・
峨

山
爾
輝
師
初
相
見
の
年
次
と
場
所
に
つ
い
て
の
異
説
、
(
6
)
入
元
説
の
惧

否
、
(
7
)明
峰

・
峨
山
繹
師
の
法
兄
弟
論
、
(
8
)
著
書

『
山
雲
海
月
』
の
眞

儒
論
、
さ
ら
に
繹
師
に
お
け
る
働
佛
法

・
敢
化

の
問
題
貼
な
ど
を
敷
え
.

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
際
右
の
諸
問
題
の

く
一
に
つ
い
て
、
確
實
な

資
料
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
考
究
し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
こ
こ
に
は
紙

敷

の
關
係
上
、
こ
の
中
(
3
)
俗
系
に
つ
い
て
の
問
題
の
み
を
述

べ
る
こ
と

と
し
、
そ
の
他
は
別
の
機
會
に
論
及
す
る
。

琿
師
の
俗
系
に
つ
い
て
は

『
行
状
』
『
芳
燭
』
『
抄
割
』
に

「
俗
姓
源

(
5
)

氏
、
冷
泉
亜
將
某
之
遠
孫
也
」
と
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
何
等
具
禮
的

に
述
べ
て
い
な
い
、
ま
ず
俗
姓
が
源
氏
で
あ

つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
し
か
し
源
氏
と
稻
し
て
も
、
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
系
統
が
あ

る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、
醍
醐

・
村
上

・
嵯

峨

・
仁
明

・
文
徳

・
清

和
な
ど
、
各
種
の
系
統
を
學
げ
て
い
る
が
、
繹
師
所
出
の
源
氏
は
こ
の

中
の

く
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
次
に
冷
泉
亜
將

に
つ
い
て
い
え
ば
、
亜

將
は
官
職
に
封
す
る
名
構
で
あ

つ
て
、

つ
ま
り
大
將
に
次
ぐ
の
意
で
、

近
衛
中
將
ま
た
は
少
將
の
異
構
で
あ
り
、
冷
泉

は
地
名
で
あ
る
。
そ
こ

で
冷
泉
亜
將
と
構
し
う
る
人
を
捜
査
す
る
に
、

藤
原
定
家
 (
仁
治
二
年

〔
二
一四

一〕
残
)
、
そ
の
子
爲
家
 
(建
治
元
年

〔
二
一七
五
〕
残
)
、
そ

の

嫡
男
爲
氏
 (波
弘
安
九
年

〔
二
一八
六
〕
残
)
 の
三
人
が
浮
ん
で
く
る
。
定

家
は
建
仁
二
年
 (
二
一〇
二
)
 よ
り
承
久
頃
 
(
二
ご
二

)
 ま
で
、
京
都

の
冷
泉
 
(京
都
市
中
京
雇
竹
屋
町
の
南
、
堀
川
の
西
、
す
な
わ
ち
二
條
離
宮
の

峨
山
詔
碩
繹
師

に
つ
い
て
の
諸
問
題

(
田

島
)
、

二
九
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峨
山
詔
碩
繹

師
に

つ
い
て

の
諸
問
題

(
田

島
)

三
〇

東
北
に
あ
た
る
地
名
)
に
佳
ん
で
い
た
の
で
、
冷
泉
中
將
と
構
せ
ら
れ
て

(6
)

い
た
。
さ
れ
ば
冷
泉
亜
將
は
、
定
家
を
指
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
定
家
は
後
に
冷
泉
侍
從
・冷
泉
宰
相
・京
極
中
納
言
な
ど
と
呼
ば

れ
て
い
る
か
ら
、
傳
記
作
者
が
殊
更
に
こ
れ
ら
よ
り
下
位
の
亜
將
を
記

載
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
お
後
世
、
定
家
は
ふ
つ
う
京
極
黄
門

を
も
つ
て
呼
ぶ
こ
と
が
多

い
。
ま
た
爲
家
、
爲
氏
で
は
遠
孫
と
は
い
い

に
く
く
な
る
。
冷
泉
家
は
藤
原
氏
で
あ
る
。
し
か
る
に
俗
姓
源
氏
と
い

う
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
冷
泉
亜
將

の
女
が
、
源
氏
に
嫁
し
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
上
記
三
人
の
女
は
源
氏
に
は
嫁
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う

に
種
々
の
鮎
よ
り
し
て
、
定
家
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
無
理

な
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
冷
泉
亜
將
な
る
人
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
考
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
な

お

『洞
谷
五
租
行
實
』
に
よ
れ
ば
、
「
岡
部
氏
、
六
彌
太
後
胤
也
、
母
藤

(
7
)

原
氏
」
と
記
し
て
お
る
。
こ
の
『
行
實
』
の
著
者
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

そ
の
成
立
年
代
は
本
書

の
内
容
よ
り
し
て
、
江
戸
初
期
と
い
わ
れ
て
い

る
。
「
岡
部
氏
」
な
る
出
櫨
に
つ
い
て
は
詳
ら
か

で
な

い
。
鳳
山
慧
丹

和
尚
 (総
持
寺
山
内
、
芳
春
院
八
世
)
 は
こ
の
説
を
う
け

て
手
記
に

「
或

(峨
山
)

説
に
和
筒
師
の
父
公
、
瓜
生
村
よ
り
丑
の
方
三
里
今
濱
村
の
向
ふ
東
間

村
に
岡
部

六
彌
太
忠
佳
が
屋
敷
あ
り
、
其
の
並
に
師
の
父
公
佳
宅
地
と

云
ふ
名
あ
り
、
則
六
彌
太
の
孫
に
て
岡
部
氏
と
云
ふ
、
然
る
則
ん
ば
爾
腱

(
8
)

に
居
佳
あ

り
し
や
」
云
々
と
見
え
て
い
る
。
い
ま
そ
の
史
實
の
如
何
に

つ
い
て
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
が
、
江
戸
時
代
か
よ
う
に
輝
師
の
俗
系

が
問
題
覗
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
が
深

い
。
そ
こ
で
私

は
、
右
と
は
別
に
輝
師
は
源
氏
の
出
身
で
は
あ
る
が
、
或
い
は
こ
の
地

方
の
豪
族
得
田
氏

一
族
關
係
の
人
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
鎌
倉
時
代

の
初
頭
、
文
治

二
年
 
(
二
一八
六
)
 源
頼
朝

は
、
能
登
羽
咋
郡
の
得
田
荘
に
、
得
田
章
通
 
(生
浸
不
詳

・
徳
田
氏
の
組
)

を
地
頭
職
に
任
じ
て
お
る
。
同
氏
は
そ
れ
以
後
代

々
相
縫
い
で
羽
咋
郡

に
勢
力
を
張
り
、
能
登
地
方
の
豪
族
と
な
つ
た
。
螢
山
輝
師
が
、
能
登

に
き
て
最
初
に
開
か
れ
た
光
孝
寺
の
ご
と
き
は
、
そ
の
頃
の
地
頭
得
田

章
信
が
佛
門
に
諦
依
し
て
羽
咋
領
内
の
寺
吐
に
建
立
し
寄
進
し
た
も
の

(
9
)

で
あ
る
。
い
ま
殊
更
、
光
孝
寺
大
檀
越

・
羽
咋

の
地
頭
職
と
し
て
の
得

田
氏
と
峨
山
輝
師
の
俗
系
と
を
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
輝
師
生
誕
當
時
に
お
け
る
周
園
の
事
情
よ
り
し
て
、
恐
ら
く
そ
の

家
系
は
源
氏
の
流
に
鵬
し
、
得
田
氏
ま
た
は
そ
の

一
族
關
係
の
人
で
は

な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
輝
師
の
俗
系
に
つ
い
て
、

一
鷹
吟
味
し
た
の

で
あ
る
が
、
何
分
に
も
史
料
が
乏
し
い
の
で
、

こ
れ
以
上
に
想
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
輝
師
は
、

い
ず
れ
能
登
地
方
に
お
け
る
有
力
な
武

人
の
系
譜
に
つ
な
が
る
家
柄
の
出
身
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
父
母
が

何
人
で
あ
つ
た
か
、

こ
れ
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
甚
だ

遺
憾
で
あ
る
。
思
う
に
道
元

・
螢
山
雨
組
は
、

名
門
の
出
身
で
あ
つ
た

が
、
清
浄
の
大
海
に
朝
宗
せ
る
出
家
人
は
同

く
繹
氏
で
あ
る
か
ら
、

こ

れ
に
族
籍
の
尊
卑
を
付
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
立
場
よ
り
、

一
生
族
姓

や
家
系
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
法
流
を
傳
承
さ
れ
た
峨

-473-



山
繹
師
も
名
門

の
出
身
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爾
祀
と
同
様
の

圭
旨
か
ら
、
生
涯
族
姓
や
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
読
か
れ
な
か
つ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
輝
師
の
家
庭
は
父
母
と
も
に
深
く
佛
教
に
蹄
依

し
、
繹

師
は
文
殊
大

士
 (『
行
状
』
は
千
手
観
音
と
記
す
、
他
の
諸
傳
は
す

べ
て
文
殊
大
士
と
記
し
て
い
る
)
 の
授
け
子
で
あ
る
だ
け

に
、
諸
傳
と
も

に
幼
少

よ
り

「
頴
脱
清
標
抜
レ俗
」
(『行
状
』)
と
か
、
「風
貌
清
奇
、
氣

宇
超
適
」
(『
日
域
洞
上
諸
祀
傳
』
)
と
か
、
「
生
頴
敏
異
二
常
兄
こ

(『
日
本

洞
上
聯
燈
録
』)
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
や
や
も
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
記

述
は
、

幼
少
時
代
に
お
け
る
輝
師
の
聰
明
ぶ
り
を
誇
張
し
た
も

の
の
ご

と
く
に
も
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
日
の
繹
師

の
あ
の
非
凡

さ
に
思

い
を
い
た
す
時
、

こ
れ
は
決
し
て
傳
記
作
者
の
た
だ
軍
な
る
修

飾
や
誇
張
で
な
か
つ
た
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
な
お
繹
師
の
父
母
は

い
つ
頃
亡
く
な
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
ら
か

で
な

い
。
た
だ
母
親
に
つ
い
て
は
、
正
安
元
年
 
(
二
一九
九
)
 春
、
琿
師
二
十

四
歳
の
時
、

螢
山
繹
師
に
加
賀
大
乗
寺
に
お
い
て
再
度
の
相
見
を
さ
れ

た
折
、
只
今
年
老
い
た
母
が
存
命
中
で
、
自
分
が
養
つ
て
お
る
と
い
う
こ

(
1
0)

と
を
述

べ
て
お
ら
れ
る
 (『行
状
』
・
『
芳
燭
』
・
『
抄
劉
』)
 か
ら
、
當
時

父
親
は
す
で
に
亡
く
な
つ
て
お
り
、
幸

い
に
母
が
生
存
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
知

ら
れ
る
。
母
は
そ
れ
よ
り
後
い
つ
頃

か
亡
く
な
り
、
法
名
を

「
妙
心
大
姉
」
と
構
し
た
。
し
か
し
暉
師
は
、
修
行
の
た
め
に
恩
愛
の

絆
を
た

つ
て
、

一
度
は
母
親
と
離
別
さ
れ
て
い
た
が
、
晩
年
に
は
老
母

の
た
め
に
総
持
寺
内
の

一
隅
に
妙
心
庵
を
建
て
て
、
孝
養
を
蓋
く
さ
れ

た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
母
親
は
饒
程
長
壽
を
た
も
た
れ
た
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
亡
く
な
っ
た
年
時
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

『能
登
國
名
跡
志
』
(乾
巻
)
の

「
総
持
寺
」

の
項
に
は
、
「ま

た
右

の

山
を
轟
山
と
て
鞄
形
の
山
に
て
、
開
山
墓
所
な

り
、
二
世
峨
山
和
筒

の

(
1
1)

御

母
墓

所

…

…

な

ど
有

り
」

云

々
と

記

さ

れ

て

い
る
。

大
本

山

総

持
寺

の
薔

肚

す

な

わ

ち
能

登

総

持

寺

祀

院
 
(
石
川
縣

鳳
至
郡
門
前
町
所
在
)
 境

内

の
墓

地

轟

山

の
麓

に

は
、

「
妙

心

大
姉

」

と
誌

し

た

暉
師

の

母

の

石

碑

(
自
然
石
)
が

建

て

ら

れ

て

い

る
。

こ
れ

が

今

日

の
曹

洞

教

團

の
大

を

な

し

た

峨

山

繹

師

の
先
批

の
墓

か
と

思

え

ば
、

捧

ぐ

る
香

の
煙

が

身

に

し

み

て
、

遠

く

そ

の
昔

が

偲

ば

れ

る
。

1

『
曹
洞
宗
全
書
』
語
録
三
、

二
六
頁
。

2

筆
者
不
詳

・
兵
庫
縣
永
澤
寺
藏

(
『
通
幻
繹
師

全
集

』
所
牧
)
。

3

筆
者
不
詳

・
永
久
岳
水
氏
藏
。

4

不
傳

(
弍
燈
)
和
爾
記
、

京
都
大
學

谷
村

文
庫
藏
。

5

・
10

『
抄
劉
』
は

「
俗
姓
出
源
氏

「
と
あ
り
、
ま
た

『
芳
燭
』
・
『
抄
割
』
は

と
も
に

「
冷
泉
漢
亜
將
之
遠
孫

也
」

と
あ

っ
て
、
『
行

状
』

と
殆

ん

ど
同

文

で
あ
る
。

『
績
群
書
類
從
』
第
九
輯
下
、

五
七
八
-

五
七
九
頁
、
『
曹
洞

宗

全
書
』
史
傳

下
、

二
六
三
頁
、

『
同
全
書
』
語

録

一
、
四

三

頁
。

6

石

田
吉
貞
博

士

『
藤
原
定
家

の
研
究
』
七
七
-

九

六
頁
、

村

上
修

一
氏

『
藤
原
定
家

』
(
人
物

叢
書

95
)
。

7

『
曹
洞
宗
全
書
』
史
傳

上
、
五

九
八
頁
。

8

栗
山
泰

音
師

『
総
持
寺
史
』

一
五
七
頁
。

9

『
光

孝
寺
文
書
』
、
『
永
光
寺
文
書
』
、
『
洞
谷
記
』
。

11

『
大

日
本
地
誌
大
系
』
(
諸
國
叢
書
北
陸
之

一
)

二
七
四
頁
。

峨
山
詔
碩
繹
師

に

つ
い
て
の
諸
問
題

(
田

島
)

二
二
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