
室
町
前
期

に
於
け
る
鐸

の
規
範

-
特

に
曹
洞
下
の
清
規
を
中
心
に
し
て
-

小

坂

機

融

此
の
問
題
の
獲
端
は
、
室
町
前
期
に
輝
門
の
生
活
規
範
で
あ
る
清
規

が
曹
洞
下
に
は
殆
ど
遺
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
虜
よ
り
生
じ
た
問
題

で
、
本
論
攻
は
そ
の
解
明
の

一
つ
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

一

室
町
時
代
は
、
鎌
倉
新
佛
教
の
獲
展
攣
貌
の
時
期
で
あ
る
が
、

特
に
輝
家
で
は
、
種

々
の
複
雑
な
問
題
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
時
代
な

の
で
あ
る
。

一
般
に
曹
洞
輝
に
於
い
て
は
、
思
想
史
の
面
か
ら
は
暗
黒

時
代
と
し
て
比
較
的
疎
ぜ
ら
れ
、
教
團
史
の
面
で
は
活
動
的
な
時
代
と

し
て
重
硯
さ
れ
る
と
い
う
矛
盾
の
甚
し
い
時
代
と
し
て

一
慮
理
解
さ
れ

て
い
る
。
然
し
、
具
燈
的
に
そ
の
矛
盾
の
起
因
や
構
造
に
つ
い
て
究
明

さ
れ
た
も
の
は
少
く
、
極
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。

此
の
貼

に
つ
い
て
は
、
從
來
、
宗
旨
の

一
貫
性
と
い
う
建
前
か
ら
極
め

て
大
ま
か
に
取
り
扱
は
れ
て
、
断
層
の
嚴
然
た
る
も
の
を
各
々
思
想
的

に
高
く
止
揚
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
り
、
或
は
、
績
か
ざ
る
所
を
無
覗

し
た
り
な
ど
し
て
、
そ
の
立
場
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
來
た

一
面
の
あ

る
こ
と
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
以
上

吾

々
の
思
惑
通
り
展
開
す
る
と
思
い
込
む
こ
と
は
、
大
き
な
誤
解
で
あ

る
。
此
の
邊
を
自
豊
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
よ
う
な
自
分

の
好
み
に
慮
じ
た
解
繹
を

一
掃
し
て
、
現
實
を

忠
實
に
理
解
し
、
そ
の

攣
化
し
て
行
く
様
相
と
そ
の
要
因
と
を
盧
心
に
考
察
し
て
行
く
立
場
が

必
要
で
あ
る
と
思
う
。
然
し
、

こ
れ
が
吾

々
の
矛
盾
へ
の
當
惑
を
全
く

解
消
す
る
ど
い
う
課
で
は
な
い
け
れ
ど
も
…
…
。

蝕
で
多
少
と
も
理
解
を
明
確
に
す
る
爲
に
、

中
世
に
於
け
る
繹
思
想

と
そ
の
實
践
と
の
有
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
た
い
と
思
う
。
抑

夕

本
來
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
輝
に
思
想
と
實
践
と
を
分
け
る
立
場
は
存

在
せ
ず
、

一
見
思
想
的
表
象
も
、
そ
れ
は
行
と

い
う
事
實
に
つ
い
て
の

表
示
で
あ
つ
て
、
輩
に
概
念
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
場
合
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
後
世
の
各
別
し
て
行
く
攣
容
を
考
え
に
入
れ
、
更

に
理
解
を
容
易
に
す
る
意
味
に
於
い
て
、
斯
く
分
類
す
る
こ
と
が

一
慮

望
ま
し
い
よ
う
に
思
う
の
で
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
こ
の
爾
者
の
構
造
と

攣
遷
の
様
相
を
解
明
し
、
そ
の
攣
化
の
要
因
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

室
町
前
期

に
於
け
る
繹

の
規
範

(
小

坂
)
 

二
六
五
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室
町
前

期
に
於
け

る
揮

の
規
範

(
小

坂
)
 

二
六
六

(
一二
〇
〇
-
一二
五
三
)

二

鎌
倉
曹
洞
繹
に
於
け
る
思
想
的
規
範
は
、
道
元
輝
師
の
説
示
に

代
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
佛
法
を
全

一
的
立
場
に
於
い
て
把
握
す
る
こ

と
で
あ

つ
た
の
で
、
そ
こ
で
は
機
關
は
勿
論

の
こ
と
宗
名
す
ら
も
否
定

さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
正
法
眼
藏
は
全
巻
を
通
じ
て
普
遍
的
本
誰
の
立

場
に
透
徹
す
る
こ
と
で

一
貫
し
、
そ
の

一
切
の
封
象
を
立
て
ず
、

一
切

の
形
式
を
打
破
す
る
仕
方
に
は
、
全
く
捉
ら
え
る
規
準
が
な
く
、
學
人

の
知
解
を
遠
く
離

れ
た
も

の
で
あ

つ
た
。
故
に
初
期
曹
洞
に
於
い
て

は
、
理
解
へ
の

一
切
の
規
範
を
持
た
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
言
は
ば
標
準

な
の
で
あ
つ
て
、
思
想
的
に
特
定
の
立
場
を
持
た
ず
、
普
遍
的
立
場
に

安
佳
し
て
行
く
こ
と
が
眼
目
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

然
る
に
、
道
元
輝
師
の
立
場
が
思
想
的
に
は
無
規
範
で
あ

つ
て
、
極

め
て
理
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
面
行
と
し
て
の

佛
法
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

こ
の
よ
う
な
難
解
な
表
現

は
、
行
そ
の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
具
髄
的
姿
は
只
管
打

坐
で
あ
り
、
そ
れ
が
普
遍
的
事
實
の
實
現
な
の
で
あ
る
。
普
遍
的
事
實

の
實
現
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
自
己
の
恣
意
を
捨
て
た
立
場
で
あ
る

故
に
、
嚴
密
な
日
常
生
活
の
規
範
で
あ
る
清
規
が
制
定
せ
ら
れ
、
そ
の

具
膿
的
事
柄
を
規
範
に
順
じ
て
實
現
す
る
こ
と
が
佛
道
そ
の
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
そ
の
よ
う
な
實
践
も
面
授
嗣
法
と
い
う
こ
と

で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
明
眼
の
師

へ
の
随
順
に
よ
り
、
佛
法
を
師
の
具

髄
的
行

の
上
に
學
得
す
る
こ
と
に
於
い
て
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

故
に
道
元
繹
師
に
於
い
て
は
、
思
想
面
に
規
範
を
持
た
ぬ
の
に
反
し

て
、
實
践
面
に
は
嚴
格
な
規
範
が
明
示
さ
れ
、

そ
れ
も
修
道
者
の
叢
林

に
於
け
る
師
資

一
髄
の
日
常
生
活
の
上
に
具
膿
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
初
期
曹
洞
教
團
に
於
い
て
は
、
永
卒
清
規

・
正
法
眼
藏
中

の
清
規
關
係
及
び
面
授
巻
等

の
諸
撰
述
が
、
重
要
な
意
味
を
も

つ
て
存

在
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

然
し
な
が
ら
、
此
の
方
向
も
二
代
三
代
を
経

て
鎌
倉
末
葉
に
は
、
教

團
の
姿
勢
に
攣
化
が
見
ら
れ
、
柳
か
様
子
を
異

に
す
る
の
で
あ
る
が
、

(
一
二
六
八
-
一

三

二
五
)

螢
山
暉
師
の
傳
光
録
等
に
於
い
て
も
そ
う
で
あ
る
如
く
、
未
だ
暉
を
思

想
的
規
範
を
持

つ
て
解
説
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

而
し
て
ま
た
、
實
践
的
規
範
に
於
い
て
も
永
卒

の
諸
清
規
の
逡
守
が
必

須
と
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
螢
山
清
規
に
は
密
教
的
色
彩
が

加
味
さ
れ
て
は
來
た
が
、
實
践
の
具
髄
的
規
範

は
、
未
だ
嚴
密
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
嚴
格
に
實
践
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

以
上
、
鎌
倉
期
の
曹
洞
下
に
は
、
多
少
の
攣
動
が
存
在
し
た
如
く
で

あ
る
が
、
全
艦
と
し
て
輝
の
表
明
に
思
想
的
規
範
を
持
た
ず
、
却
つ
て

こ
れ
を
否
定
し
、
實
践
的
規
範
の
順
行
を
も

つ
て
佛
法
を
具
現
す
る
と

い
う
方
向
で
あ
つ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
 
南
北
朝
室
町
前
期
は
、
螢
山
輝
師
門
下

の
輝
匠
の
活
躍
に
よ
つ

て
始
ま
り
、
峨
山
門
下
の
目
畳
し
い
活
動
が
こ

の
期
全
髄
の
特
徴
と
い

(
一二
七
七
-
一三
五
〇
)

つ
て
も
差
支
え
な
い
と
思
う
。
明
峯
素
哲
は
、
螢
山
潭
師
の
輝
風
を
そ

(
一
二
七
五
-
一三
六
五
)

の
ま
ま
學
揚
し
、
北
陸

一
圓
に
化
を
張
っ
た
の
で
あ
る
が
、
峨
山
詔
碩
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は
、
少
し
趣
を
攣
え
て
支
那
曹
洞
繹
の
五
位
を
中
心
と
す
る
機
關
輝
を

導
入
し
て
大
い
に
そ
の
輝
風
を
學
揚
し
た
の
で
あ
つ
た
。
峨
山
の
語
録

山
雲
海
月
に
は
五
位
を
中
心
と
す
る
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
五

位
思
想
は
、
曹
洞
五
位
で
は
な
く
石
霜
五
位
で
あ
つ
た
と
云
は
れ
る
の

で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
、
五
家
随

一
の
洞
上
の
玄
風
を
慕

い
、
こ
れ
を

鼓
吹
す
る
こ
と
に
專
心
し
た
の
で
あ
る
。
峨
山
の
説
い
た
五
位
は
、
正

中
偏
、

偏
中
正
、
正
中
來
、
兼
中
至
、
兼
中
到
の
位
次
の
も
の
で
、
正

中
偏
と
偏
中
正
の
爾
位
は
宗
旨
の
密
作
用

(正
偏
同
互
)
と
さ
れ
、
正
中

來
は
、
前
後
を
相
備
え
た
直
旨
の
正
道
を
明
か
す
も
の
と
い
は
れ
、
兼

中
至
と
兼
中
到

の
爾
位
は
、
自
己
宗
眼
の
塞
妙
を
説
く
究
寛
位
と
述
べ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
五
位
思
想
と
い
う
も
の
は
、
佛
法
を
決
揮

す
る
五
方
面
よ
り
の
標
準
で
あ
つ
て
、
本
來
樺
開
の
法
門
で
あ
る
が
、

そ
の
建
立
の
趣
意
は
、

こ
れ
に
よ
つ
て
本
來
の
自
己

へ
の
透
徹
を
期
す

る
所
に
あ
つ
た
。
然
し
、
五
位
の
流
行
は
、
往

々
に
し
て
佛
法
を
局
量

化
し
、
そ
れ
の
み
の
追
求
に
堕
す
る
弊
害
が
あ
る
の
で
、
道
元
暉
師
は

極
力
こ
れ
を
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
峨
山
は
洞
上
の
宗
旨
を
最

も
よ
く
宣
揚
し
う
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

蝕
に
於
い
て
日
本
曹
洞
琿
は
、
五
位
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
繹
の
思
想
的
理
解
上
の
規
範
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
而

し
て
五
位
思
想
は
、
峨
山
下
の
繹
匠
に
相
承
さ
れ
室
町
期
に
於
け
る
日

本
曹
洞
輝
を
形
成
し
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

一
方

こ
の
時
期
に
於
け
る
實
践
面
の
規
範
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
る

と
、
初
期
に
は
螢
山
清
規
が
相
當

の
意
義
と
権
威
を
も
つ
た
と
思
わ
れ

る
。
然
し
、
そ
れ
も
慮
永
三
十
年
に
こ
の
行
記

を
謄
爲
し
た
梵
清
の
蹟

に
よ
れ
ば
、
総
持
寺
に
於
い
て
す
ら
必
ず
し
も

こ
れ
が
行
ぜ
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
は
な
い
。
こ
の
期
全
般
を
通
じ
て
は
、
曹
洞
下
の
寺
院
も
相

當
数
建
立
さ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
清
規
と
云
わ
れ
る
具
艦
的
な
叢
林
の

規
範
は
、
現
在
全
く
遺
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
そ
れ
だ
か

ら
と
い
つ
て
室
町
前
期
に
は
實
践
的
規
範
が
な
か
つ
た
と
い
い
切
る
こ

と
は
、
輕
卒
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
鎌
倉
期

の
如
く
に
は
、
叢
林

の

細
部
に
渡
る
修
道
規
定
を
重
覗
し
な
か
つ
た
こ
と
が
關
知
さ
れ
る
。

絃
に
鎌
倉
期
の
繹
が
思
想
把
握
の
規
範
を
も
た
ず
、
實
践
的
規
範
に

重
鮎
を
置
い
て
來
た
の
に
反
し
、
室
町
前
期
の
繹
が
思
想
的
に
は
規
準

を
も
ち
な
が
ら
、
實
践
的
に
は
規
範
を
遺
し
て
い
な
い
と
い
う
、
思
想

と
實
践
に
於
け
る
規
範
の
前
後
の
交
代
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
興
味
あ

る
現
象
で
あ
る
が
、
軍
な
る
機
械
的
移
行
で
は
な
く
、
種

々
複
雑
な
意

味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
考
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

四

輝
思
想
を
表
す
規
範
が
、
稀
薄
な
も
の
か
ら
明
確
な
も

の
へ
と

攣
化
し
、
繹
の
實
際
的
行
の
規
範
が
、
嚴
密
で
具
髄
的
な
も
の
か
ら
抽

象
的
な
も
の
へ
と
攣
化
し
て
來
た
こ
と
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
方
面
か
ら

考
え
て
見
た
い
と
思
う
。

日
本
人
に
は
、
文
化
の
蓄
積
保
持
の
爲
に
卒
安
の
昔
か
ら
も
の
を
固

定
化
す
る
心
理
的
習
癖
が
有

つ
た
こ
と
が
指
摘

さ
,れ
て
い
る
。
然
し
、

そ
れ
は
間
接
的
意
味
は
も
つ
て
い
る
が
、

こ
の
時
期
に
於
け
る
直
接
的

室
町
前
期

に
於

け
る
潭

の
規

範

(
小

坂
)
 

二
六
七
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室
町
前
期

に
於
け
る
輝

の
規
範

(
小

坂
)
 

二
六
八

要
因
と
は

い
え
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
教
理
の
解
明
の
手
段
を
固
定
化

し
て
行
く

こ
と
は
、
総
て
の
宗
教
が
展
開
す
る
上
に
必
然
的
な
こ
と
で

あ
つ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
固
定
化
自
髄
が

一
つ
の

宣
教
的
意
味
と
役
割
と
を
保
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
思
想
の
形
式

化
は
、
文

化
の
流
動
性
進
轄
性
を
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
思
想

の

濁
立
と
傳

承
に
は
大
き
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
室

町
前
期
の
曹
洞
下
の
肚
會
的
展
開
と
符
合
す
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
時

期
の
曹
洞
下
は
、
中
央
の
五
山
派
臨
濟
と
地
方
流
布

の
念
佛
門
と
の
間

隙
を
ぬ
つ
て
各
地
方
へ
獲
展
し
、
全
國
に
そ
の
根
櫨
地
を
獲
得
し
て
行

く
時
で
あ

つ
た
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
曹
洞
の
宗
旨
を
他
派
と
明
瞭
に
旺

別
し
、
思
想
的
に
整
理
す
る
必
要
が
有
つ
た
と
思
は
れ
る
。
峨
山
が
從

來
の
機
關
琿
否
定
の
立
場
を

一
郷
し
て
、
五
位
思
想
を
導
入
す
る
大
き

な
要
因
は
、
そ
こ
に
有
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
峨
山
が
從
横

に
洞
上
の

玄
旨
を
説
き
、
多
く
の
門
人
を
接
化
養
成
し
、

一
大
門
流
を
形
成
し
得

た
の
も
、

こ
れ
を
撮
取
し
た
彼
の
卓
見
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
實
践
の
規
範
で
あ
る
清
規
は
、
多
く
の
場
合
精
紳
的
な
も
の
か

ら
形
式
的
な
も
の
へ
、
日
常
的
な
も
の
か
ら
特
殊
な
も
の
へ
と
い
う
攣

遷
を
辿
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
期
に
は
そ
れ
が

一
時
的
に
断
絶
す
る
と

い
う
現
象
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
近
世
に
至
つ
て
書
き
改
め
ら
れ
て

原
形
を
留
め
得
な
か
つ
た
と
も
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
後
の
も
の
が

現
存
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
柳
か
奇
怪
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
再

び
教
團

の
獲
展
状
況
に
照
し
て
こ
の
邊
の
事
も
考
え
て
見
た

い
と
思
う
。

中
央
の
五
山
の
隆
盛
に
比
し
て
地
方

へ
傳
播
し
た
曹
洞
下
の
力
は
、

微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
襲
展
の
根
櫨
獲

得
の
時
代
で
あ
る
か
ら
叢
林

の
形
髄
を
本
當
に
確
立
す
る
段
階
で
は
全
く
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
故

に
規
範
の
上
で
も
纒
つ
た
叢
林
の
規
矩
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
極
め

て
稀
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
輝
者
が
何
ら
の
規
範
も
持
た
な
か
つ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

洞
門
の
地
方
へ
の
展
開
は
、
地
方
支
配
者
か
ら
下
暦
部
に
ま
で
進
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
繹
者
の
個
人
的
力
量
が
問
題
と
な

つ
た
の
で
、
叢
林
の
規
矩
は
必
要
で
は
な
か
つ
た
。
そ
こ
に
怨
霊
の
苦

し
み
を
脱
却
せ
し
め
、
紳
佛
の
冥
助
を
得
る
諸
種
の
秘
法
の
傳
授
、
即

ち
切
紙

・
口
訣
の
密
授
が
生
じ
て
來
る
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
此
れ

ら
が
固
有
の
信
仰
を
も

つ
た
地
方
下
暦
民
に
ま

で
輝
を

一
般
化
す
る
上

に
果
し
た
役
割
は
、
極
め
て
大
き
か
つ
た
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

兎
も
角
も
、
以
上
の
如
く
議
展
途
上
の
曹
洞
教
團
は
、
未
だ
奇
妙
な

覗
範
が
強
い
力
を
も
つ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
叢
林
を

形
、成
し
清
規
を
制
定
す
る
段
階
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
述

べ
て
來
た
邊
り
に
こ
の
時
期
の
清
規
が
現
存
せ
ぬ
理
由
の

一
牛
が
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(註
省
略
)

以
上
は
室
町
前
期
の
輝
の
規
範
に
つ
い
て
の
考
・察
で
あ
る
。
然
し
、
紙
敷
の

都
合
上
詳
述
で
き
な
か
つ
た
が
、
こ
れ
も
所
期
の
目
的
に
近
づ
こ
う
と
す
る

模
索
で
あ
る
か
ら
、
不
充
分
な
鮎
は
他
の
機
會
に
槍
討
し
た
い
と
思
う
。
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