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近
代
曹
洞
宗
史
に
お
け
る
石
川
素
童
禅
師
の
功
績

愛
知
学
院
大
学
名
誉
教
授　

川
口　

高
風

（
１
）
名
古
屋
の
寺
院
数

名
古
屋
か
ら
来
ま
し
た
愛
知
学
院
大
学
の
川
口
で
す
。
改
め
て
、
こ
ん
に
ち
は
。
こ
れ
か
ら
一
時
間
ほ
ど
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
石
川
素
童
禅
師
が
愛
知
県
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
明
治
期
の
曹
洞
宗
の
研
究
を
少
し
行
な
っ
て
い
る
者
と
い
う
こ
と
か
ら
、
私
に
依

頼
が
来
た
か
と
思
い
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
、
も
っ
と
適
任
の
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
恐
縮
で
す
が
私
が
お
引
き
受
け
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
少
し
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
お
話
し
し
ま
す
内
容
で
す
が
、
第
一
に
石
川
禅
師
が
生
ま
れ
育
っ
た
、
愛
知
・
尾
張
・
名
古
屋
の
仏
教
に
つ
い
て
、
そ
し
て
石
川

禅
師
の
伝
記
を
み
て
、
石
川
禅
師
が
何
を
な
さ
っ
た
か
、
そ
し
て
、
ま
た
、
そ
の
功
績
を
眺
め
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
名
古
屋
の
仏
教
の
こ
と
を
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
し
て
、
こ
ん
な
資
料
を
作
り
ま
し
た
。
名
古
屋
は
愛
知
県
の
県
庁
所
在
地

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
特
徴
と
い
え
ば
で
す
ね
、
全
国
一
、
お
寺
が
多
い
所
で
す
。
寺
院
は
４
５
８
５
个
寺
あ
り
、
全
国
一
位
で
、
次
に

大
阪
府
の
３
３
０
１
、
兵
庫
県
の
３
２
１
４
、
滋
賀
県
の
３
０
７
５
、
京
都
府
の
３
０
２
６
と
続
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
神
社
の
数
は
３

３
６
３
社
で
、
全
国
第
４
位
だ
そ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
愛
知
県
に
は
、
全
国
寺
院
数
で
は
７
５
９
１
１
个
寺
あ
る
内
の
、
七
分
程
度
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が
愛
知
県
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
愛
知
県
内
を
分
類
し
て
み
ま
す
と
、
一
番
多
い
の
は
名
古
屋
で
す
。
資
料
で
は
１
０
１
２
个

寺
と
な
っ
て
い
ま
す
。
約
４
５
０
０
个
寺
の
う
ち
の
約
１
０
０
０
个
寺
が
名
古
屋
を
中
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
だ

ん
だ
ん
と
、
寺
院
の
統
廃
合
が
行
わ
れ
、
最
近
で
は
９
８
３
个
寺
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ア
バ
ウ
ト
で
い
え
ば
１
０
０
０
个
寺
と
い
う

こ
と
で
い
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
二
番
目
が
自
動
車
で
有
名
な
豊
田
市
。
三
番
目
が
、
家
康
が
居
城
し
た
岡
崎
城
の
あ
る
岡
崎
、
そ
れ
に
続
い
て
一
宮
、
西
尾
、

豊
橋
、
豊
川
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
一
番
は
何
と
い
っ
て
も
名
古
屋
で
す
ね
。
名
古
屋
の
区
ご
と
に
み
て
み
ま
す
と
、
一
番
多
い
の
は

中
区
の
１
２
５
个
寺
で
す
。
１
０
０
０
个
寺
の
う
ち
の
一
割
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
続
い
て
中
川
区
、
中
村
区
と
な
り
ま
す
が
、
名
古
屋

は
家
康
が
九
男
の
義
直
の
た
め
に
新
し
く
作
っ
た
町
で
す
。
そ
の
た
め
、
織
田
家
の
居
城
で
あ
っ
た
清
須
の
町
よ
り
移
っ
て
き
た
寺
院
が

多
い
こ
と
も
一
つ
の
特
徴
で
す
。

（
２
）
名
古
屋
寺
院
の
宗
派

次
に
、
宗
派
を
見
て
み
ま
す
と
、
天
台
宗
が
29
个
寺
、
高
野
山
真
言
宗
な
ど
各
宗
派
が
あ
り
ま
す
。
真
宗
大
谷
派
は
２
７
９
个
寺
、
曹

洞
宗
は
２
２
７
个
寺
で
あ
る
た
め
、
１
０
０
０
个
寺
の
う
ち
、
真
宗
大
谷
派
と
曹
洞
宗
で
約
半
分
の
５
０
０
个
寺
を
占
め
て
い
る
と
い
う

特
徴
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
残
っ
た
あ
と
の
５
０
０
个
寺
を
他
の
宗
派
で
構
成
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。
尾
張
門
徒
と
い

い
ま
し
て
真
宗
大
谷
派
の
多
い
こ
と
は
、
真
宗
所
で
あ
り
、
信
仰
の
篤
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
東
別
院
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
真
宗
に

曹
洞
宗
が
つ
い
て
い
っ
た
感
じ
に
も
受
け
と
れ
る
の
で
す
。

（
３
）
名
古
屋
寺
院
の
歴
史
的
・
地
理
的
配
置

次
に
、
歴
史
的
な
配
置
か
ら
寺
院
を
な
が
め
て
み
ま
す
と
、
江
戸
初
期
の
慶
長
頃
に
、
織
田
信
長
の
居
城
し
て
い
た
清
須
か
ら
名
古
屋
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に
城
を
作
る
時
、
つ
ま
り
、
清
須
越
し
の
寺
院
、
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
名
古
屋
に
あ
っ
た
寺
院
、
そ
れ
か
ら
清
須
以
外
の
地
か
ら
移
っ

て
き
た
寺
院
、
そ
れ
か
ら
慶
長
遷
府
後
に
造
営
さ
れ
た
寺
院
、
慶
長
遷
府
後
に
復
興
さ
れ
た
寺
院
と
い
う
よ
う
に
、
５
つ
の
分
類
が
で
き

ま
す
。
さ
ら
に
、
地
理
的
配
置
か
ら
な
が
め
て
み
ま
す
と
、
名
古
屋
に
通
ず
る
東
西
南
北
四
方
の
街
道
の
関
門
と
し
て
配
置
さ
れ
た
寺
院

が
あ
り
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
東
の
北
側
だ
と
木
曾
街
道
、
そ
れ
こ
そ
信
州
へ
と
通
ず
る
街
道
、
西
の
方
は
東
海
道

か
ら
来
て
美
濃
路
に
通
ず
る
美
濃
街
道
、
南
の
方
だ
と
東
海
道
、
そ
れ
か
ら
西
の
南
側
に
は
姫
街
道
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
街
道
の

要
所
ご
と
に
大
き
な
寺
院
が
あ
る
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
東
西
南
北
四
方
よ
り
名
古
屋
に
攻
め
て
き
た
者
に
対
し

ど
う
す
る
か
と
い
う
対
策
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
の
砦
を
考
え
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
曹
洞
宗
寺
院
だ
け
で
は
な
く
、

全
て
の
宗
派
に
わ
た
り
ま
す
。
お
寺
の
本
堂
や
庫
裏
な
ど
の
天
井
は
高
い
で
し
ょ
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
弓
を
射
る
と
き
に

天
井
が
高
く
な
い
と
弓
が
射
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
庫
裏
の
ほ
う
も
天
井
を
高
く
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
大

き
な
梁
で
も
っ
て
天
井
も
高
く
し
て
い
る
の
で
す
。

二
番
目
と
し
て
、
集
団
的
に
配
置
さ
れ
た
寺
院
で
す
。
こ
れ
は
一
つ
の
寺
町
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
そ
こ
の
一
つ
の
筋
に
お
寺
を
集
め

る
。
曹
洞
宗
な
ら
曹
洞
宗
を
一
つ
の
筋
道
に
集
め
る
。
こ
れ
を
禅
寺
町
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
日
蓮
宗
な
ら
日
蓮
宗
を
集
め
る
の
で
す
。

そ
れ
を
法
華
寺
町
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
10
个
寺
、
15
个
寺
ま
た
は
20
个
寺
が
固
め
ら
れ
て
寺
町
の
で
き
た
の
が
名
古
屋
市
内
の
東

区
と
中
区
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
と
し
て
、
町
を
整
備
す
る
た
め
に
配
置
さ
れ
た
寺
院
、
こ
れ
は
区
画
整
理
に
よ
っ
て
で
き
た

空
間
に
、
つ
ま
り
、
間
所
に
集
会
所
の
よ
う
な
小
さ
な
お
堂
、
説
教
所
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
作
り
、
そ
れ
が
発
展
し
て
寺
院
に
な
っ
た

と
い
う
例
で
す
。

（
４
）
名
古
屋
寺
院
の
多
い
理
由

次
に
、
名
古
屋
に
寺
院
の
多
い
理
由
で
す
が
、
こ
じ
つ
け
も
少
し
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
愛
知
県
全
体
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
古
代
か
ら
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愛
知
県
下
に
は
大
き
な
神
社
が
多
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
宗
教
信
仰
が
盛
ん
な
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
熱
田
神

宮
を
は
じ
め
、
津
島
神
社
、
国
府
宮
神
社
、
真
清
田
神
社
、
猿
投
神
社
、
挙
母
神
社
、
知
立
神
社
、
吉
田
神
社
、
砥
鹿
神
社
な
ど
が
あ
り
、

氏
神
信
仰
や
豊
作
を
祈
願
す
る
な
ど
の
宗
教
行
事
に
よ
っ
て
、
自
然
と
宗
教
へ
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
背
景
か

ら
寺
院
も
多
く
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

二
番
目
、
尾
張
は
濃
尾
平
野
の
肥
沃
な
丘
陵
地
を
背
景
に
経
済
的
な
基
盤
が
安
定
し
た
所
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
濃
尾
平
野
の
肥

沃
な
地
に
大
き
な
河
川
に
囲
ま
れ
、
広
い
平
野
が
多
い
た
め
で
す
。
農
業
が
盛
ん
と
な
り
自
然
と
多
く
の
作
物
が
採
れ
る
の
で
す
。
稲
作

地
帯
で
あ
り
経
済
的
に
も
豊
か
に
な
る
の
で
す
。

三
番
目
は
戦
国
時
代
に
は
信
長
や
秀
吉
、
家
康
が
出
て
全
国
統
一
に
向
け
て
多
く
の
戦
乱
を
体
験
し
た
た
め
、
戦
国
期
の
よ
う
な
苦
し

み
を
繰
り
返
し
た
く
な
い
と
の
民
衆
の
願
い
か
ら
仏
教
信
仰
が
篤
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
尾
張
で
は
﹁
一
人
出
家
す
れ
ば

九
族
天
に
生
ず
﹂
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
九
族
と
は
高
祖
父
、
曾
祖
父
、
祖
父
、
父
、
自
分
、
子
、
孫
、
曾
孫
、
玄
孫
の
総
称
で
、
一
人

出
家
の
福
徳
は
九
族
に
及
ぶ
と
い
う
篤
い
信
仰
心
が
あ
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
名
古
屋
出
身
の
お
坊
さ
ん
は
多
く
、
大
商
家
か
ら

出
家
し
た
人
が
多
か
っ
た
。
一
人
出
家
す
れ
ば
、
そ
の
家
が
繁
盛
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

少
し
余
談
で
す
け
れ
ど
も
、
尾
張
の
出
身
で
黄
泉
無
著
と
い
う
、
江
戸
時
代
の
学
僧
が
い
ま
す
。
こ
の
方
の
出
身
は
江
崎
家
と
い
っ
て
、

酒
や
醬
油
を
売
っ
た
り
し
て
い
る
酒
造
業
で
し
た
。
そ
の
黄
泉
さ
ん
が
、
兄
弟
の
中
で
一
番
頭
が
良
く
、
そ
の
た
め
出
家
さ
せ
ら
れ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
晩
年
に
長
崎
の
晧
台
寺
の
ご
住
職
様
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
長
崎
は
外
国
と
の
貿
易
が
許
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
外
国
の
情
報
が
、
一
番
早
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
地
で
し
た
。
そ
こ
で
、
黄
泉
は
中
国
の
商
人
よ
り
普
通
の
醬
油
で
は
な
く

て
、
白
醬
油
を
教
わ
る
の
で
す
。
黄
泉
は
そ
れ
を
生
家
の
江
崎
家
に
話
し
、
江
崎
家
で
そ
れ
を
作
っ
て
販
売
し
た
と
こ
ろ
、
大
繁
盛
し
た

と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
尾
張
は
、
大
根
と
坊
さ
ん
の
名
産
地
と
ま
で
言
わ
れ
ま
し
た
。
大
根
は
な
に
か
と
い
う
と
、
普
通
の
太
い
大
根

で
は
な
く
て
、
守
口
漬
に
使
っ
て
い
る
、
細
く
て
長
い
、
宮
重
大
根
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
が
い
っ
ぱ
い
取
れ
た
の
で
す
ね
。
そ
し
て
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坊
さ
ん
も
た
く
さ
ん
お
っ
た
と
。
江
戸
期
に
は
多
く
の
叢
林
が
あ
り
ま
し
た
。
雲
水
の
修
行
道
場
の
こ
と
で
す
。
明
治
期
に
な
る
と
認
可

僧
堂
、
そ
れ
か
ら
専
門
僧
堂
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
雲
水
が
修
行
す
る
僧
堂
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

四
番
目
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
地
理
的
に
は
江
戸
、
上
方
の
東
西
文
化
交
流
の
接
点
と
し
て
、
文
化
人
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た

こ
と
で
す
。
そ
こ
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
化
を
作
る
た
め
、
当
時
の
文
化
人
で
あ
っ
た
僧
侶
の
育
成
に
力
を
入
れ
た
。
ま
た
、
県
内
に
は
城
下

町
が
多
く
あ
り
ま
す
。
名
古
屋
を
筆
頭
に
、
豊
田
、
岡
崎
、
豊
橋
な
ど
に
城
が
あ
り
、
城
を
防
衛
す
る
砦
と
し
て
集
め
ら
れ
た
寺
院
の
寺

町
が
で
き
た
た
め
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
が
名
古
屋
に
お
寺
の
多
い
理
由
で
は
な
い
か
な
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
明
治
以
後
で
す
け
れ
ど
も
、
両
本
山
の
貫
首
に
就
い
た
方
を
な
が
め
て
み
ま
す
と
、
永
平
寺
で
は
、
森
田
悟
由
禅
師
、
熊
澤
泰

禅
禅
師
、
佐
藤
泰
舜
禅
師
、
そ
れ
に
現
住
の
福
山
諦
法
禅
師
で
す
。
總
持
寺
で
は
、
独
住
一
世
で
あ
る
諸
嶽
奕
堂
禅
師
、
石
川
素
童
禅
師
、

杉
本
道
山
禅
師
、
福
山
界
珠
禅
師
、
熊
澤
泰
禅
禅
師
、
成
田
芳
髄
禅
師
、
独
住
二
十
五
世
で
現
住
の
江
川
辰
三
禅
師
が
愛
知
県
の
出
身
で

す
。
總
持
寺
を
見
る
限
り
、
明
治
以
後
の
独
住
禅
師
二
十
五
人
の
う
ち
の
八
人
が
愛
知
県
出
身
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
特
記
す

べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
愛
知
県
の
中
心
地
で
あ
る
名
古
屋
は
、
信
仰
の
篤
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
特
色
を
強
く
感
じ

ま
す
。
最
近
、
名
古
屋
メ
シ
と
か
い
っ
て
い
ま
す
が
、﹁
き
し
め
ん
﹂
と
か
、
う
な
ぎ
を
千
切
り
に
し
て
、
そ
れ
を
お
茶
漬
け
に
し
て
食
べ

る
﹁
ひ
つ
ま
ぶ
し
﹂、
そ
れ
か
ら
味
噌
味
の
﹁
味
噌
う
ど
ん
﹂
と
か
が
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
少
し
、
私
も
そ
う
で
す
が
、
ア
ク
セ

ン
ト
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
名
古
屋
弁
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ち
ょ
っ
と
高
く
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
言
葉
が
汚
い

と
も
言
わ
れ
ま
す
。
老
人
の
会
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
例
え
ば
あ
な
た
の
こ
と
を
﹁
お
み
ゃ
あ
さ
ん
﹂
と
い
い
、﹁
お
ま
え
さ
ん
﹂
で
は
な

く
て
、﹁
ま
え
﹂
が
﹁
み
﹂
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
猫
が
鳴
い
て
い
る
よ
う
だ
と
い
わ
れ
、﹁
お
み
ゃ
あ
さ
ん
﹂、
み
ゃ
ー
み
ゃ

ー
み
ゃ
ー
み
ゃ
ー
と
言
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
私
は
石
川
禅
師
も
名
古
屋
弁
で
喋
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当

然
、
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。
石
川
禅
師
も
、﹁
き
し
め
ん
﹂
を
食
べ
な
が
ら
、﹁
お
み
ゃ
あ
さ
ん
﹂
と
名
古
屋
弁
で
喋
り
、
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説
教
法
話
な
ど
を
行
な
っ
て
接
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

（
５
）
石
川
禅
師
の
略
年
表

 

さ
て
、
名
古
屋
の
お
話
を
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
次
に
石
川
禅
師
の
略
年
表
を
、﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
の
年
表
か
ら
拾
っ
て
み
ま
し
た
。
こ

の
後
、
尾
崎
先
生
、
菅
原
先
生
も
レ
ジ
ュ
メ
を
作
ら
れ
、
伝
記
な
ど
を
発
表
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
に
よ
っ
て
略
年
表
を

作
っ
て
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
を
み
ま
す
と
、
そ
の
記
事
の
下
に
出
典
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
天
保
十
二
年
の

十
二
月
一
日
に
石
川
素
童
禅
師
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
﹁
大
圓
玄
致
禅
師
小
傳
﹂
と
か
、﹁
行
状
﹂
な
ど
と
い
う
よ
う
に
出
典
資
料
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
の
特
徴
と
も
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
石
川
禅
師
の
略
伝
が
元
治
元
年
︵
１
８
６
４
︶
か
ら
、
次
は
明
治
十
三
年
に
飛
び
ま
す
。﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
で
見
る
限
り
は
、

そ
の
間
の
こ
と
、
例
え
ば
、
住
職
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
間
が
ど
う
し
て
抜
け
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
の
で

す
。
明
治
十
一
年
九
月
に
、
永
平
寺
で
二
祖
懐
弉
禅
師
六
百
回
大
遠
忌
に
随
侍
し
て
い
る
こ
と
が
年
表
に
は
な
い
の
で
す
。
次
に
、
伝
記

資
料
の
出
典
の
一
つ
と
し
て
﹁
一
、
明
治
十
一
年
九
月
二
大
尊
遠
諱
賞
勲
簿　

永
平
寺
蔵
﹂
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
か
ら
四
十
年
ほ
ど

前
の
永
平
寺
二
祖
国
師
七
百
回
大
遠
忌
の
時
に
、
私
は
少
し
ば
か
り
永
平
寺
の
資
料
を
見
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
﹁
賞
勲
簿
﹂
に

よ
り
ま
す
と
、
配
役
人
員
と
し
て
、
教
授
師
鼎
三
、
引
請
師
肎
菴
、
説
教
師
柏
巌
⋮
⋮
と
あ
り
ま
す
。
次
に
監
院
寮
と
し
て
監
院
及
び
賞

勲
長
と
し
て
良
範
、
補
助
と
し
て
戒
鱗
、
絶
三
、
素
童
、
禅
隆
と
続
い
て
あ
り
ま
す
。
教
授
師
を
務
め
た
鼎
三
が
私
の
お
寺
の
二
十
八
世

住
職
で
あ
り
、
教
授
師
と
し
て
活
躍
な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
、
当
時
は
永
平
寺
の
西
堂
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
二
祖
懐
弉
禅

師
顕
彰
に
努
め
た
鼎
三
を
何
と
か
世
に
紹
介
す
べ
き
で
な
い
か
と
先
輩
に
い
わ
れ
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
鼎
三
の
研
究
を
行
な
っ
た
の
で

す
。こ

の
﹁
賞
勲
簿
﹂
は
永
平
寺
に
あ
り
、
監
院
寮
に
中
書
記
兼
賞
勲
係
と
し
て
素
童
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
初
め
は
わ
か
ら
な
か
っ
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た
で
す
。
こ
れ
が
石
川
素
童
で
あ
る
こ
と
を
。
し
か
し
、
こ
れ
は
名
古
屋
の
石
川
素
童
だ
よ
と
先
輩
に
教
わ
り
ま
し
て
、
ど
う
し
て
石
川

素
童
禅
師
が
若
か
り
し
頃
に
永
平
寺
に
い
た
の
か
不
明
で
し
た
。
そ
れ
は
当
時
の
永
平
寺
の
監
院
は
良
範
と
あ
り
、
こ
の
方
が
長
森
良
範

と
い
い
ま
し
て
、
彦
根
の
清
凉
寺
の
住
職
で
番
打
良
範
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
厳
し
い
人
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
警
策
を
バ
ン
バ
ン
と
打
っ
た
人

で
し
た
。
そ
う
い
う
方
に
、
石
川
禅
師
は
随
侍
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
随
身
し
た
長
森
良
範
が
監
院
で
あ
っ
た
た
め
、
二
祖
国
師
の
大
遠
忌
が
あ
る
か
ら
、
お
前
も
来
い
と
い
う
こ
と
で
随
喜
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。﹁
賞
勲
簿
﹂
の
上
に
筆
の
頭
に
朱
肉
を
つ
け
て
、
ポ
ン
と
上
に
押
す
の
で
す
。
わ
か
り
ま
す
か
?　
こ
れ
は
、
賞
勲
と
し
て

例
え
ば
絡
子
︵
安
陀
衣
︶
を
差
し
上
げ
た
時
、
袈
裟
を
差
し
上
げ
時
に
、
ポ
ン
ポ
ン
と
押
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
文
書
が
残
っ
て
お
り
ま

す
。
石
川
禅
師
は
、
事
務
的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

石
川
禅
師
は
、
若
か
り
し
頃
、
出
身
地
の
名
古
屋
の
東
区
の
大
曾
根
に
閑
貞
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
授
戒
会
に
、
鼎
三
が
戒
師
で

来
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
九
歳
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
両
親
に
つ
い
て
行
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
鼎
三
さ
ん
は
御
授
戒
の

血
脈
を
い
た
だ
い
た
り
し
て
、
仏
教
に
対
す
る
信
仰
を
篤
く
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
祖
国
師
大
遠
忌
に
は
鼎
三
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
、
随
侍
し
た
長
森
良
範
も
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
遠
忌
行
事
に
参
加
し
て
大
変
に
喜
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
た
だ
随
侍
し
て
い
た
だ
け
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
遠
忌
に
、
鼎
三
が
懐
弉
禅
師
の
﹃
光
明
蔵
三

昧
﹄
と
い
う
著
作
を
校
訂
し
て
永
平
寺
僧
堂
版
と
し
て
出
版
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
事
務
的
な
こ
と
、
刊
行
す
る
ま
で
の
事
務
書
類
を

石
川
禅
師
が
書
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
永
平
寺
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
光
明
蔵
三
昧
の
彫
刻
に
関
す
る
こ
と
、
刊
行
に
か
か
る
お
金

の
こ
と
、
何
部
を
発
行
す
る
か
な
ど
、
石
川
禅
師
の
書
い
た
事
務
的
書
類
な
ど
は
全
部
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
石
川
禅
師
は
仏
縁
を
大

切
に
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
感
じ
ま
し
た
。
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（
６
）
總
持
寺
の
分
離
独
立
問
題

さ
て
、
明
治
十
三
年
以
後
、
同
二
十
五
年
に
は
總
持
寺
の
分
離
独
立
問
題
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
実
は
そ
の
前
の
同
十
七
年
に
、
禅

師
は
總
持
寺
の
監
院
さ
ん
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
分
離
独
立
問
題
が
起
き
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
あ
る
の
で
す
け

れ
ど
も
、
私
は
永
平
寺
で
の
調
査
に
お
い
て
、
永
平
寺
に
あ
る
資
料
に
よ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
總
持
寺
の
能
登
の
祖
院
に
も
分
離

資
料
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
伺
い
し
て
、
能
登
の
祖
院
に
も
行
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
箱
が
あ
っ
て
分
離
資
料
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
祖
院
は
火
災
で
燃
え
て
何
も
な
い
の
だ
と
い
う
推
測
ば
っ
か
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
存
在
す
る
こ
と

が
確
認
で
き
て
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
少
し
く
、
分
離
独
立
問
題
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
の
で
す
。

そ
れ
に
関
す
る
資
料
が
﹁
總
持
寺
分
離
独
立
問
題
﹂
と
い
う
項
目
で
す
。
ど
う
し
て
總
持
寺
が
曹
洞
宗
よ
り
分
離
独
立
す
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
、
勿
論
石
川
禅
師
は
監
院
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
な
り
政
治
的
な
強
い
方
に
誘
導
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。
永
平
寺
の
調
査
に
お

い
て
、
こ
れ
に
関
す
る
文
書
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
便
箋
の
罫
の
用
紙
の
真
ん
中
の
折
込
の
所
に
、
総
本
山
と
書
い
た

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
永
平
寺
が
臥
雲
禅
師
の
時
に
、
総
本
山
論
を
唱
え
、
永
平
寺
を
総
本
山
、
總
持
寺
を
大
本
山
と
い
う
よ
う

に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
た
。
そ
の
た
め
総
本
山
と
あ
る
罫
の
用
紙
を
そ
の
調
査
の
時
に
い
っ
ぱ
い
見
ま
し
た
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
ね
。

そ
れ
に
関
す
る
問
題
の
著
作
は
、
足
立
普
明
の
﹃
足
立
普
明
意
見
書
﹄、
金
山
貫
苗
の
﹃
曹
洞
宗
時
事
小
言
﹄
と
か
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
安
達
達
淳
の
﹃
能
山
独
立
曹
洞
革
新
論
﹄、
こ
れ
に
は
分
離
独
立
す
る
理
由
が
多
く
載
っ
て
い
ま
す
。
見
る
か
ら
に
生
々
し
い
意
見

で
あ
り
ま
す
。
私
は
若
い
大
学
院
時
代
に
明
治
の
両
山
分
離
問
題
は
研
究
す
る
な
と
、
あ
る
先
輩
の
方
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
タ
ブ
ー
だ
と
。
両
山
分
離
の
事
は
、
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
こ
の
研
究
を

し
な
い
と
、
近
代
曹
洞
宗
の
歴
史
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
て
、
少
し
く
、
両
山
分
離
問
題
以
前
の
こ
と
を
一
生
懸
命
や
っ
て
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み
て
、
そ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
大
分
年
齢
も
と
り
、
や
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ

の
安
達
達
淳
の
﹃
能
山
独
立
曹
洞
革
新
論
﹄
と
大
辻
是
山
の
﹃
両
山
は
分
離
す
べ
か
ら
ず
﹄
の
二
冊
が
總
持
寺
の
立
場
、
そ
れ
か
ら
永
平

寺
の
立
場
を
表
す
良
い
資
料
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
岡
田
泰
明
の
﹃
曹
洞
宗
問
題
意
見
書
﹄
や
﹃
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
史
論
﹄
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
今
、
私
は
こ
う
や
っ
て

両
山
の
立
場
を
主
張
す
る
著
作
を
刊
行
順
に
並
べ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
張
を
対
照
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
と
、
本
当
に
生
々
し
く

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
雑
誌
で
の
討
論
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
分
離
派
の
﹁
第
一
義
﹂、﹃
活
波
瀾
﹄、﹃
新
世
界
﹄、﹃
能
嶽
教
報
﹄

が
總
持
寺
系
の
意
見
。
非
分
離
派
と
し
て
、﹃
洞
上
真
報
﹄、﹃
扶
宗
会
雑
誌
﹄、﹃
曹
洞
宗
正
義
﹄、﹃
教
海
指
針
﹄、﹃
如
是
﹄
で
、
交
戦
す

る
の
で
す
ね
。

こ
の
当
時
、
明
治
二
十
五
、
二
十
六
年
く
ら
い
に
は
、
国
会
に
ま
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
当
時
内
務
大
臣
、
そ
し
て
大
蔵
大
臣
も
務
め

ら
れ
た
井
上
馨
が
仲
介
に
入
っ
て
、
両
山
が
和
合
し
た
の
で
す
ね
。
そ
の
た
め
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
永
平
寺
東
京
別
院
の
長
谷
寺

に
井
上
馨
さ
ん
の
立
派
な
墓
が
あ
る
の
は
、
そ
の
両
山
分
離
を
防
い
で
く
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
井
上
馨
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

年
表
の
分
離
独
立
問
題
に
つ
い
て
の
出
典
を
見
ま
す
と
、﹃
明
教
新
誌
﹄
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
通
仏
教
の
仏
教
新
聞
で
す
、
こ
れ
を
み
る

と
、
少
し
生
々
し
い
で
す
が
、
す
ご
く
石
川
禅
師
の
行
動
が
わ
か
り
ま
す
。
結
果
的
に
は
明
治
二
十
八
年
に
峨
山
禅
師
の
法
嗣
二
十
五
人

に
合
わ
せ
て
洞
門
現
時
二
十
五
哲
と
し
て
、
總
持
寺
の
分
離
独
立
運
動
を
し
た
二
十
五
名
を
讃
え
る
本
が
水
野
霊
牛
と
い
う
人
が
著
し
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
ト
ッ
プ
は
石
川
禅
師
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
石
川
禅
師
は
何
を
し
た
か
、
名
目
上
は
独
立
す
る
立
場
で
あ
り

ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
分
離
し
な
く
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
終
わ
る
と
、
明
治
三
十
一
年
に
は
、
總
持
寺
が
火
災
に
遭
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
ど
う
す
る
か
。
当
時
の
石
川
監
院
は
大
変

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
石
川
監
院
は
東
京
の
豪
徳
寺
、
神
奈
川
の
大
雄
山
最
乗
寺
に
も
住
職
し
て
お
り
ま
す
。
続
い
て
、
總
持
寺
の
貫
首
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と
な
り
ま
す
。
貫
首
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
焼
け
た
ま
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
復
興
す
る
に
あ
た
り
、
明
治
三
十
九
年
の
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
が
、
總
持
寺
の
鶴
見
へ
の
移
転
で
あ
り
ま
す
。

（
７
）
總
持
寺
の
鶴
見
へ
の
移
転

總
持
寺
の
鶴
見
移
転
に
つ
い
て
は
、
資
料
と
し
て
﹁
両
本
山
非
移
転
事
件
顚
末
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
、
例
の
門
前

町
の
所
有
だ
そ
う
で
す
が
、
私
は
佃
和
雄
先
生
と
い
う
民
俗
、
歴
史
学
の
専
門
の
方
か
ら
お
聞
き
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
顚
末
記
も
生

々
し
い
で
す
。
ま
た
、
祖
院
に
あ
り
ま
す
啓
沃
書
、
そ
れ
か
ら
近
年
発
見
さ
れ
ま
し
た
、
横
浜
の
建
功
寺
の
枡
野
宏
道
老
師
の
書
い
た
日

記
の
﹃
驢
事
馬
事
﹄
と
い
う
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、﹁
両
本
山
非
移
転
事
件
顚
末
﹂
の
目
次
だ
け
を
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
挙
げ
て
み

ま
し
た
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
總
持
寺
を
鶴
見
へ
移
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
賛
成
か
反
対
か
と
い
う
﹁
一
、
起
因
﹂、﹁
二
、

両
本
山
非
移
転
同
盟
俱
楽
部
ノ
設
置
﹂、
続
い
て
﹁
石
川
師
ノ
帰
山
﹂﹁
会
見
﹂
⋮
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
目
次
に
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ

そ
石
川
禅
師
が
暴
漢
に
襲
わ
れ
て
命
を
失
い
そ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
載
っ
て
お
り
ま
す
。
幸
い
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な

ら
ず
に
来
ま
し
た
。
細
か
な
こ
と
は
尾
崎
先
生
に
や
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
で
、
石
川
禅
師
は
能
登
か
ら
鶴
見
へ
移
る
こ
と
の
船

頭
取
り
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
祖
院
を
残
す
と
い
う
こ
と
で
、
祖
院
の
復
興
、
祖
院
の
再
建
を
は
か
り
ま
し
た
。
本
山
が
鶴
見

へ
移
る
こ
と
に
な
り
、
祖
院
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
出
た
た
め
、
祖
院
を
別
院
と
い
う
形
に
す
る
の
で
す
。
總
持
寺
の
別
院
。
曹

洞
宗
と
い
う
の
は
絶
え
ず
永
平
寺
と
總
持
寺
の
騒
動
で
フ
ィ
フ
テ
ィ
フ
ィ
フ
テ
ィ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す

と
、
永
平
寺
系
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
東
京
麻
布
に
あ
る
長
谷
寺
を
永
平
寺
東
京
別
院
と
し
て
、
總
持
寺
は
別
院
の
祖
院
と
し
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
呼
ぶ
時
に
は
別
院
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
祖
院
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
別
院
の
成
立
も
そ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。

鶴
見
へ
移
転
す
る
時
、
や
は
り
名
古
屋
で
建
物
の
刻
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
写
真
は
仏
殿
の
起
工
式
の
も
の
で
、
名
古
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屋
の
万
松
寺
で
起
工
式
を
行
い
ま
し
た
。
左
側
に
は
明
治
四
十
一
年
九
月
二
日
に
撮
影
さ
れ
た
名
古
屋
の
熱
田
の
白
鳥
に
あ
る
仏
殿
作
事

場
で
す
。
こ
の
仏
殿
の
作
事
場
の
白
鳥
と
い
う
と
こ
ろ
は
私
の
住
職
地
の
法
持
寺
境
内
に
こ
の
よ
う
な
作
事
場
が
出
来
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
が
、
場
所
の
特
定
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
し
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
法
持
寺
の
す
ぐ
そ
ば
に
白
鳥
貯
木
場
が
あ
り
、
木
曾
の
檜
な
ど
を
木
曾
川
を
通
じ
て
、
伊

勢
湾
に
流
し
そ
れ
を
堀
川
を
通
し
て
名
古
屋
城
ま
で
運
ぶ
、
こ
の
堀
川
を
通
る
途
中
に
貯
木
場
が
あ
っ
て
、
そ
の
す
ぐ
横
に
木
造
り
作
事

場
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
事
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
何
れ
に
し
て
も
、
名
古
屋
で
仏
殿
の
木
造
り
は
行

わ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
名
古
屋
港
か
ら
海
で
運
ん
で
横
浜
ま
で
運
ば
れ
た
と
私
は
聞
い
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
し
て
名
古
屋
で

こ
う
し
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
永
平
寺
で
も
そ
う
で
す
が
、
本
山
に
近
く
の
経
済
的
に
豊
か
な
地
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
名
古

屋
に
な
っ
た
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
石
川
禅
師
の
出
身
地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
永
平
寺
で
も
か
な
り
名
古
屋

か
ら
の
財
閥
、
大
商
家
が
色
々
な
こ
と
で
援
助
し
て
い
る
。
總
持
寺
は
東
京
が
近
い
で
す
が
、
経
済
面
は
と
も
か
く
、
信
仰
面
で
は
名
古

屋
の
方
が
篤
か
っ
た
こ
と
か
ら
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
、
仏
殿
の
作
事
場
が
私
の
住
職
し
て
い
る
法
持
寺
の
境
内
地
で
は
な
か
っ
た
か
と
い

い
ま
し
た
の
は
、
法
持
寺
三
十
二
世
の
明
達
慧
等
と
い
う
方
が
、
石
川
禅
師
の
随
行
長
な
ど
を
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で

す
。
な
お
、﹁
總
持
寺
と
近
代
禅
僧
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
駒
澤
大
学
の
禅
文
化
歴
史
博
物
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
図
録
が
あ
り
、
そ
の
四

十
二
頁
に
そ
の
時
の
石
川
禅
師
の
労
苦
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。

（
８
）
石
川
禅
師
の
著
書
と
弟
子

禅
師
に
は
多
く
の
著
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。
自
著
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
高
橋
竹
迷
さ
ん
に
よ
っ
て
禅
師
の
御
垂
示
や
教

誨
、
法
話
が
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。﹃
大
本
山
總
持
寺
御
由
来
抄
﹄
は
禅
師
御
自
身
の
著
作
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
、
畔
上
楳
仙

禅
師
の
著
述
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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﹃
大
圓
玄
致
禅
師
語
録
﹄
は
、
お
弟
子
の
稲
寸
篤
恭
、
山
田
奕
鳳
ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、﹃
伝
光
録
白
字
弁
﹄
は
石
川
禅
師
の
提
唱
、

御
垂
示
し
た
も
の
を
侍
者
が
筆
録
し
、
新
井
石
禅
禅
師
が
補
筆
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、﹃
夜
明
簾
﹄﹃
戒
会
指
南
記
﹄
が
あ

り
ま
す
が
、
大
正
四
年
に
鴻
盟
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
﹃
獅
子
吼
﹄
は
、
好
評
に
よ
っ
て
同
十
一
月
に
﹃
現
代
と
修
養
﹄
と
改
題
し
て
再
版

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、﹃
法
華
経
﹄
の
寿
量
品
や
安
楽
品
に
石
川
禅
師
が
訓
点
を
付
し
た
経
本
も
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
お
弟
子
を
み
ま
す
と
、
先
に
出
ま
し
た
稲
寸
篤
恭
を
始
め
、
三
川
啓
明
、
大
野
囲
山
、
山
田
奕
鳳
、
小
出
牧
宗
、
渡
辺
弁
宗
、
石

川
素
禅
が
い
ま
す
が
、
石
川
大
玄
師
の
﹁
禅
の
人
間
像
︱
石
川
素
童
︱
﹂
に
よ
り
ま
す
と
、
当
時
は
七
人
の
侍
と
い
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
っ
て
、﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
の
大
系
譜
を
み
る
と
、
大
石
明
道
、
三
浦
素
啓
、
丹
下
專

證
ら
の
名
が
あ
り
ま
し
た
。
弟
子
た
ち
の
よ
い
と
こ
ろ
は
、
い
い
孫
弟
子
、
曾
孫
弟
子
ら
を
育
成
し
た
こ
と
で
あ
り
、
禅
師
号
の
大
圓
玄

致
禅
師
か
ら
大
圓
会
と
い
う
法
孫
の
会
が
で
き
て
い
る
の
で
す
。
や
は
り
そ
れ
は
石
川
禅
師
の
人
徳
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
弟
子
と
共
に
そ
の
法
孫
が
繁
栄
す
る
こ
と
が
、
一
番
の
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
９
）
石
川
禅
師
と
縁
者

縁
者
と
し
て
明
達
慧
等
と
新
井
石
禅
の
二
人
の
名
前
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
明
達
慧
等
と
い
う
の
は
後
に
苗
字
を
山
田
と

改
姓
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
住
職
し
て
い
る
法
持
寺
の
三
十
二
世
住
職
で
す
。
白
鳥
鼎
三
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
方
で
す
ね
。
こ
の
方
は

石
川
禅
師
の
随
行
長
と
か
特
選
議
員
、
宗
務
顧
問
所
の
顧
問
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
役
を
務
め
て
お
り
ま
す
。
石
川
禅
師
が
鶴
見
の
總
持
寺

で
の
入
仏
式
だ
っ
た
で
し
た
か
、
そ
の
時
の
写
真
が
絵
葉
書
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
先
導
師
と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ

う
か
、
石
川
禅
師
の
前
を
先
導
し
て
い
る
写
真
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
法
持

寺
は
白
鳥
鼎
三
を
始
め
、
弟
子
で
あ
り
法
持
寺
二
十
九
世
の
鷹
林
冷
生
、
弟
弟
子
で
三
十
世
の
大
島
天
珠
と
続
き
、
鼎
三
は
永
平
寺
の
西

堂
、
冷
生
は
永
平
寺
の
後
堂
か
ら
監
院
を
務
め
て
い
ま
す
。
永
平
寺
監
院
時
代
は
貫
首
が
森
田
悟
由
禅
師
で
あ
り
、
両
山
分
離
問
題
が
あ
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っ
た
時
で
す
。
ま
た
、
弟
弟
子
の
大
島
天
珠
も
永
平
寺
後
堂
で
し
た
。
つ
ま
り
、
バ
リ
バ
リ
の
永
平
寺
系
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
大
島
天
珠

の
弟
子
の
明
達
慧
等
は
、
急
に
總
持
寺
側
に
近
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
石
川
禅
師
の
魅
力
と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

石
川
禅
師
に
よ
っ
て
總
持
寺
と
の
縁
が
深
く
な
っ
た
の
で
す
ね
。

も
う
一
人
は
新
井
石
禅
禅
師
で
す
。
總
持
寺
の
禅
師
に
な
ら
れ
た
方
で
す
が
、
か
つ
て
は
永
平
寺
貫
首
の
森
田
悟
由
禅
師
の
随
行
長
、

永
平
寺
の
副
監
院
、
曹
洞
宗
宗
務
院
の
教
学
部
長
、
名
古
屋
の
護
国
院
住
職
に
就
い
て
い
ま
す
。
護
国
院
と
は
今
の
永
平
寺
名
古
屋
別
院

で
す
ね
。
護
国
院
住
職
時
代
ま
で
は
バ
リ
バ
リ
の
永
平
寺
系
で
あ
り
、
将
来
は
永
平
寺
の
禅
師
に
な
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
た
方
で
し
た
。
護
国
院
の
住
職
に
な
っ
た
の
が
大
正
四
年
七
月
で
、
護
国
院
を
認
可
僧
堂
に
し
て
開
単
し
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
翌
年
の
大
正
五
年
五
月
に
大
雄
山
最
乗
寺
の
織
田
雪
巌
老
師
が
遷
化
さ
れ
た
た
め
、
突
如
と
し
て
、
最
乗
寺
の
住
職
に
新
井
石
禅
が

推
挙
さ
れ
た
の
で
す
。
護
国
院
住
職
に
な
っ
て
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
抜
擢
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
石
川
禅
師
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

そ
れ
こ
そ
引
き
抜
き
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
石
川
禅
師
が
遷
化
さ
れ
た
後
の
總
持
寺
の
貫
首
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
人

事
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
永
平
寺
系
に
い
た
新
井
石
禅
を
、
人
物
本
位
と
い
う
こ
と
で
總
持
寺
系
に
し
た
の
で
し
た
。
現

在
の
名
古
屋
は
大
体
五
分
五
分
に
寺
院
の
政
治
的
系
統
を
分
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
伽
藍
法
で
み
る
と
、
バ
リ
バ
リ
の
永
平
寺
系
の
法
統

と
し
て
も
、
人
法
は
ほ
と
ん
ど
總
持
寺
系
で
す
。
し
か
し
、
政
治
的
に
は
フ
ィ
フ
テ
ィ
フ
ィ
フ
テ
ィ
に
調
整
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ

は
石
川
禅
師
が
か
な
り
永
平
寺
系
の
寺
院
を
總
持
寺
系
に
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
明
達
慧
等
、
新
井
石
禅
は
そ
の
代
表
的
な
方
と

思
わ
れ
ま
す
。
当
時
、
新
井
石
禅
は
悩
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。﹃
新
井
石
禅
全
集
﹄
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
、
最
乗
寺
住
職
に

推
挙
さ
れ
た
時
、
宗
門
の
た
め
に
自
分
は
最
乗
寺
へ
行
く
と
。
そ
れ
を
聞
い
た
、
永
平
寺
系
の
弘
津
説
三
は
驚
嘆
し
ま
し
た
が
、
永
平
寺

系
の
方
々
に
根
回
し
し
て
、
新
井
石
禅
の
最
乗
寺
転
住
を
ス
ム
ー
ズ
に
押
し
進
め
た
の
で
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
こ
う
い
う
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
代
表
的
な
方
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
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（
10
）
石
川
禅
師
の
伝
記
資
料

伝
記
資
料
と
し
て
、
ベ
ー
ス
に
な
っ
た
の
は
﹁
大
圓
玄
致
禅
師
行
実
﹂
で
す
。
こ
れ
は
語
録
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
石
川
大
玄
師

の
﹁
禅
の
人
間
像
︱
石
川
素
童
︱
﹂、
そ
れ
か
ら
駒
澤
大
学
禅
文
化
博
物
館
よ
り
発
行
さ
れ
た
﹃
總
持
寺
と
近
代
禅
僧
﹄、
ま
た
、﹃
跳

龍
﹄
に
平
成
二
十
八
年
五
月
か
ら
連
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
桂
川
道
雄
師
の
﹁
石
川
素
童
禅
師
の
大
い
な
る
足
音
﹂、
こ
れ
ら
が
石
川
禅
師

の
行
実
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
や
さ
し
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和
元
年
三
月
六
日
号
の
﹁
中
外

日
報
﹂
で
圭
室
文
雄
先
生
が
、﹁
百
回
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
﹂
と
題
し
て
石
川
禅
師
の
こ
と
や
、
總
持
寺
の
移
転
の
事
な
ど
に
つ
い
て

も
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
論
文
は
そ
の
他
に
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
禅
師
の
評
価
を
見
る
と
、
神
通
力
を
も
っ
た
人

物
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
両
山
分
離
問
題
、
總
持
寺
の
鶴
見
へ
の
移
転
、
さ
ら
に
祖
院
の
復
興
な
ど
と
、
い
っ
ぱ
い
大
き
な
仕

事
を
な
さ
っ
た
方
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
私
は
少
し
裏
面
史
的
な
こ
と
か
ら
な
が
め
て
み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
少
し
生
々
し
い
話
が
出
ま
し
た
が
、
御
寛
恕
く
だ
さ
い
。

偉
大
な
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
細
か
な
こ
と
に
も
、
気
配
り
の
あ
っ
た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
人
物
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
し
た
。

拙
い
話
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


