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元
亨
釈
書
は
周
知
の
如
く
、
東
福
寺
の
住
僧
聖
一
派
の
虎
関
師
錬
に
よ
つ
て

撰
述
さ
れ
た
、
我
国
に
お
け
る
僧
伝
の
ま
と
ま
つ
た
も
の
と
し
て
は
最
初
の
も

の
で
あ
り
、
又
紀
伝
体
の
歴
史
書
の
濫
膓
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。
撰
者
師
錬

(
一
二
七
八
-
一
三
四
六
)
は
、
初
期
の
五
山
文
学
の
代
表
的
禅
僧
で
も
あ

り
、
釈
書
が
脱
稿
し
た
頃
 (
一
三
二
二
)
は
、
日
本
禅
宗
二
十
四
流
と
い
わ
れ

る
も
の
も
主
な
も
の
は
ほ
ぼ
出
揃
つ
た
時
代
で
、
彼
の
生
き
た
時
代
は
、
鎌
倉

を
中
心
と
し
た
大
陸
輸
入
の
禅
が
徐
々
に
我
国
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
過
渡
期
で

あ
つ
た
。
本
論
で
は
釈
書
を
中
心
に
、
他
の
著
述

・
伝
記
等
を
勘
案
し
つ
つ
、

師
錬
の
仏
教
受
用
・
禅
宗
受
用
の
性
格
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

 
さ
て
師
錬
は
、
元
亨
釈
書
が
日
本
仏
教
全
体
を
包
括
す
る
こ
と
を
自
負
し
、

入
蔵
勅
許
を
請
う
上
奏
文
を
奉
る
こ
と
二
度
に
及
ん
で
い
る
が
、
実
際
に
は
禅

宗
中
心
の
史
伝
書
に
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
伝
智
の
部
の
立
伝
者
十
人
の
構
成

が
、
最
初
に
菩
提
達
磨
を
掲
げ
、
最
後
に
栄
西
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て

も
明
ら
か
で
あ
り
、
元
興
寺
道
昭
な
ど
も
伝
禅
者
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
そ
の
立
場
は
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
全
体
の
構
成
に
於

て
も
、
十
科
中
の
伝
智

・
慧
解

・
浄
禅
の
三
部
分
が
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
巻
十
九
度
掘
論
に
も
明
ら
か
で
、
釈
書
の
禅
宗
重
視
の
立
場
は
明
白

で
あ
る
。
こ
の
外
巻
八
桑
田
道
海
・
無
為
昭
元
等
の
舎
利
出
現
に
つ
い
て
の

賛
、
そ
の
他
従
釈
書
が
禅
宗
を
特
別
扱
い
し
て
い
る
例
は
多
く
あ
る
が
、
し
か

し
こ
れ
だ
け
で
師
錬
の
立
場
が
尽
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
巻

一

伝
智
の
部
に
は
、
道
昭
や
最
澄

・
栄
西
等
が
禅
を
伝
え
る
以
前
、
既
に
推
古
朝

に
菩
提
達
磨
が
渡
来
し
て
い
た
と
す
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
、
密
教
が
空
海
以

前
に
既
に
善
無
畏
三
蔵
に
よ
つ
て
我
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
し
で
い
る
よ
う
に
、

達
磨
の
場
合
と
同
様
史
実
と
は
認
め
得
な
い
善
無
畏
来
朝
説
を
敢
て
主
張
し
て

お
り
、
こ
の
点
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
師
錬

は
、
達
磨
は
片
岡
山
で
聖
徳
太
子
に
会
つ
た
後
に
遷
化
し
た
と
し
、
達
磨
忌
は

十
二
月

一
日
に
修
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
、
明
極
楚
俊
等
・に
も
こ
れ
を
奨
め

て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
様
に
善
無
畏
も
我
国
に
来
朝
し
て
毘
盧
遮
那
経
を
伝
え

た
こ
と
を
主
張
し
、
善
無
畏
の
項
に
は
別
に
論
を
設
け
、
二
師
の
来
朝
に
つ
い

て
か
な
り
強
引
と
思
わ
れ
る
釈
論
を
敢
て
試
み
て
お
り
、
「二
師
共
大
法
之
始

祖
也
。」
と
ま
で
い
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
師
錬
は
元
亨
釈
書
を
撰
す
る
に
際
し
、

密
教
に
も
特
別
に
意
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
こ
で

師
錬
の
密
教
者
と
し
て
の
一
面
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

い
つ
た
い
、
栄
西
・
円
爾
弁
円
・
無
本
覚
心
等
鎌
倉
初
期
の
禅
者
達
は
い
ず

れ
も
、
密
教
を
併
せ
修
す
る
兼
修
的
禅
者
で
あ
り
、
禅
よ
り
真
言
が
す
ぐ
れ
て

い
る
こ
と
を
い
う
栄
西
の
弟
子
も
い
る
。
東
福
寺
も
抑
兼
修
的
な
寺
と
し
て
出

発
し
た
の
で
あ
り
、
円
爾
の
孫
弟
子
師
錬
に
兼
修
的
性
格
が
あ
る
の
は
む
し
ろ

自
然
で
あ
る
。
た
だ
し
師
錬
の
著
書
に
は
密
教
に
関
す
る
も
の
は
な
く
、
後
に

作
ら
れ
た
夢
巌
祖
応
の
虎
関
知
尚
行
状
や
卍
元
師
蛮
の
伝
記
類
も
、
師
錬
を
密

教
者
と
し
て
扱
う
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
弟
子
竜
泉
令
埣
撰
海
蔵
和

尚
紀
年
録
に
よ
れ
ば
、
永
仁
五
年
・
嘉
元
二
年

・
応
長
元
年
・
正
和
元
年

・
同

二
年
等
々
に
密
教
修
学
の
記
事
が
多
く
あ
り
、
自
ら
も
密
法
・
護
摩
法
を
た
び

た
び
修
し
て
い
る
。
竜
泉
も
、
師
錬
自
ら
密
教
に
つ
い
て
弟
子
達
に
語
る
こ
と

は
な
か
つ
た
と
し
て
い
る
が
、
彼
が
密
教
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
認
め
て
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お
り
、
済
北
集
な
ど
で
も
密
教
に
つ
い
て
は
屡
々
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
師
錬
に
は
禅
者
と
し
て
の
外
に
、
濃
厚
な
密
教
者
と
し
て
の
一
面
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
、
こ
の
立
場
か
ら
釈
書
を
見
る
な
ら
、
い
た
る
所
に
見
ら
れ
る
神

異
霊
怪
的
密
教
臭
、
あ
る
い
は
三
論
の
学
者
等
が
中
国
に
留
学
中
密
教
や
虚
空

蔵
求
聞
持
法
を
受
け
た
こ
と
を
し
き
り
に
記
し
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る

し
、
さ
ら
に
善
無
畏
三
蔵
を
敢
て
伝
智
の
部
に
立
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
意
図
も
自
ら
理
解
出
来
る
。
次
に
、
師
錬
の
こ
の
よ
う
な
兼
修
的
性
格
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
自
身
の
う
ち
に
受
用
統

一
さ
れ
て
い
た
か
が
問
題
と
な
る
。

以
下
榜
伽
経
の
扱
い
方
を
手
が
か
り
と
し
て
こ
の
点
を
考
察
し
て
み
る
。

 
師
錬
に
は
仏
語
心
論
と
題
す
る
四
巻
樗
伽
の
注
釈
書
が
あ
る
が
、
彼
自
身
の

後
序
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書
を
作
る
意
図
は
達
磨
以
来
の
正
し
い
伝
統
を
明
ら
か

に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
樗
伽
経
は
、
弁
顕
密
二
教
論

や
略
付
法
伝
等
に
し
き
り
に
引
用
さ
れ
、
法
身
説
法
説
の
重
要
な
根
拠
と
な

る
、
密
教
で
も
重
要
視
さ
れ
る
経
典
で
あ
る
。
師
錬
も
仏
語
心
論
に
於
て
、

「日
、
教
主
者
何
。
日
、
比
経
説
主
毘
盧
法
身
。
日
、
法
身
無
相
無
有
言
説
、

何
故
是
経
立
法
身
説
。
日
、
法
仏
無
説
是
応
仏
談
、
非
真
仏
説
、
云
云
」
(巻

一
)
と
あ
り
法
身
説
法
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
樗
伽
経
の
説
主

は
毘
盧
舎
那
法
身
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
正
労
論
で
は
、
「世
無
二
仏
、

国
無
二
王
。
釈
迦
毘
盧

一尊
也
。
法
体
云
毘
盧
、
応
体
云
釈
迦
。
名
字
有
二
、

其
体

一
也
。」
(済
北
集
巻
一
五
)
と
あ
り
、
釈
迦
と
毘
盧
舎
那
と
は
一
体
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
て
お
り
、
結
局
師
錬
は
、
樗
伽
経
を
媒
介
と
し
て
禅
と
密
教
の

融
合
統

一
を
考
え
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
師
錬
の
立

場
は
い
か
な
る
経
緯
を
経
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
海
蔵
和
尚
紀
年
録
に
よ
れ
ば
、
師
錬
が
樗
伽
経
の
箋
釈
を
な
す
こ
と
を
は
じ

め
て
思
い
立
ち
誓
い
を
立
て
た
の
は
永
仁
四
年
十
九
才
の
時
と
さ
れ
る
。
彼
は

こ
の
時
期
円
覚
寺
で
桃
渓
徳
悟
に
参
じ
た
り
、
寿
福
寺
で
法
相
を
学
ん
だ
り
し

て
い
る
。
周
知
の
如
く
寿
福
寺
は
、
栄
西
が
北
条
政
子
を
開
基
と
し
て
開
創

し
、
代
々
密
法
が
修
さ
れ
た
寺
で
、
師
錬
が
こ
こ
に
学
ん
だ
頃
は
、
悲
願
坊
阿

闇
梨
蔵
隻
郎
誉
の
資
寂
庵
上
昭
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
期
師
錬
は
、
鎌
倉
の

大
陸
輸
入
の
純
粋
禅
を
学
ぶ
と
共
に
、
密
教
を
も
併
せ
修
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
彼
が
樗
伽
経
の
箋
釈
を
な
す
誓
願
を
立
て
た
動
機
は
、
樗
伽
経
が

禅
密
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
彼
は

こ
の
時
同
時
に
樗
伽
寺
を
建
て
ん
こ
と
を
誓
つ
た
と
い
う
。
樗
伽
寺
の
開
創
は

師
錬
滅
後
に
な
る
が
、
こ
の
樗
伽
寺
建
立
の
外
護
者
は
近
衛
基
嗣
で
あ
り
、
師

錬
は
基
嗣
の
た
め
に
た
び
た
び
護
摩
法
を
修
し
て
い
る
。
結
局
基
嗣
も
師
錬
に

対
し
て
は
す
ぐ
れ
た
密
教
者
と
し
て
期
待
し
た
の
で
あ
り
、
樗
伽
寺
も
禅
密
兼

修
の
寺
を
目
ざ
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
釈
書
編
集
の
際
の

師
錬
の
立
場
は
ほ
ぼ
理
解
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
最
後
に
彼
の
禅
宗
観
に
つ

い
て
、
釈
書
立
伝
中
の
禅
者
の
う
ち
曹
洞
宗
は
道
元

一
人
で
、
禅
僧
撰
別
が
著

る
し
く
臨
済
宗
に
偏
向
し
て
い
る
点
に
一
言
ふ
れ
て
お
く
。

抑
師
錬
は
五
家
弁
の
撰
者
で
、
中
国
禅
宗
五
家
は
す
べ
て
馬
祖
下
よ
り
出
た

と
す
る
持
論
の
持
主
で
あ
り
、
師
錬
の
立
場
か
ら
は
青
原
下
を
標
榜
す
る
曹
洞

宗
道
元
教
団
は
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。
栄

西
や
円
爾
の
伝
に
比
し
、
道
元
伝
が
極
め
て
短
文
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
彼

の
対
曹
洞
宗
の
評
価
は
推
察
で
き
る
。
し
か
し
道
元
教
団
に
も
既
に
幾
人
か
の

入
宋
僧
が
お
り
、
越
前

・
加
賀

・
肥
後
等
に
お
け
る
進
出
は
無
視
で
き
な
い
も

の
が
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
師
錬
は
道
元
伝
中
に
、
道
元
の
教
化
は
北
地
に
広

が
つ
て
い
る
が
中
土
に
は
及
ん
で
い
な
い
、
と
簡
単
な
賛
を
附
し
て
い
る
が
、

こ
の
師
錬
の
筆
は
逆
に
、
越
前

・
加
賀
地
方
に
お
け
る
道
元
教
団
の
存
在
を
既

に
認
め
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
事
実
を
示
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
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