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論
　
文禅

宗
文
化
へ
の
憧
憬 

　

―
　

『
禅
林
小
歌
』『
禅
林
小
歌
註
』
に
み
る
浄
土
学
僧
の
自
己
矛
盾

上
野
麻
美

は
じ
め
に

　
『
禅
林
小
歌
』（
応
永
年
間
成
立
）
は
、
室
町
期
浄
土
宗
の
学
僧
了
誉
聖
冏
が
吟
じ
た
「
小
歌
ら
し
き
も
の
」
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
現
存

す
る
諸
本
を
見
る
限
り
、
作
品
単
独
で
は
遺
っ
て
お
ら
ず
、
弟
子
の
酉
誉
聖
聡
が
注
記
を
付
し
た
『
禅
林
小
歌
註
』
と
い
う
か
た
ち
で
存
在

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
『
禅
林
小
歌
註
』
に
つ
い
て
は
、
本
体
部
分
と
注
記
部
分
は
分
け
て
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
ま
ず
本
体
部
分
で
あ
る
聖
冏
著
『
禅
林
小
歌
』
に
つ
い
て
論
じ
、
続
い
て
聖
聡
著
『
禅
林
小
歌
註
』
に
言
及
す
る
こ
と
と
し
よ
）
1
（

う
。

　

先
学
に
拠
れ
ば
、『
禅
林
小
歌
』
お
よ
び
『
禅
林
小
歌
註
』
は
禅
宗
批
判
を
目
的
と
し
た
著
作
と
さ
れ
、
室
町
期
浄
土
学
僧
に
よ
る
他
宗

批
判
の
あ
り
よ
う
を
知
る
う
え
で
非
常
に
興
味
深
い
内
容
を
も
つ
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
戯
歌
的
な
内
容
と
形
式
で
構
成
さ
れ
る
と
い
う

一
風
変
わ
っ
た
姿
を
も
つ
ゆ
え
か
、
こ
れ
ま
で
本
書
に
関
し
て
本
格
的
な
研
究
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
先
行
研
究
と
し
て

は
わ
ず
か
に
榊
泰
純
「『
禅
林
小
歌
註
』
に
つ
い
）
2
（

て
」
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
先
学
が
指
摘
し
た
、
聖
冏
の
禅
宗
批
判
の
意
図
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
強
硬
な
姿
勢
に
矛
盾
し
て
、
彼
が
禅
宗
文
化
に
強

い
憧
憬
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
私
見
を
検
証
す
る
。
加
え
て
、
そ
う
し
た
師
に
忠
実
で
あ
っ
た
弟
子
聖
聡
の
禅
宗
受
容
に

つ
い
て
も
言
及
し
た
い
と
思
う
。
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一
、
聖
冏
の
禅
宗
批
判

　

ま
ず
始
め
に
、
聖
冏
が
『
禅
林
小
歌
』
に
お
い
て
禅
宗
批
判
を
展
開
し
た
背
景
を
、
当
時
の
浄
土
宗
教
団
の
状
況
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

南
禅
寺
の
学
僧
虎
関
師
錬
著
『
元
亨
釈
書
』
巻
第
二
七
諸
宗
志
に
は
「
寓
）
3
（

宗
」
と
評
さ
れ
る
ご
と
く
、
聖
冏
が
登
場
し
た
室
町
前
期
に
お

い
て
、
浄
土
宗
は
未
だ
独
立
し
た
一
教
団
と
し
て
の
組
織
を
整
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
宗
か
ら
の
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、

な
か
で
も
幕
府
の
庇
護
下
で
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
禅
宗
か
ら
の
批
判
は
痛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
、
夢
窓
疎
石
に
よ
る

『
夢
中
問
答
集
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
）
4
（
る
。
夢
窓
は
、
浄
土
宗
が
念
仏
と
い
う
易
行
を
勧
め
、
難
行
を
嫌
う
こ
と
を
批
判
し
、「
釈
尊
一
代
の

説
法
、
多
く
は
こ
れ
浄
土
宗
よ
り
嫌
は
る
る
難
行
門
の
説
な
り
―
中
略
―
如
来
は
無
知
に
し
て
、
か
や
う
に
枝
葉
の
法
門
を
多
く
説
き
給
へ

る
な
ら
む
や
」（
八
二
「
易
行
門
と
難
行
）
5
（
門
」）
と
問
い
詰
め
る
。
さ
ら
に
、《
仏
説
の
な
か
に
、
実
義
を
す
っ
か
り
明
ら
か
に
し
た
了
義
経

と
、
実
義
を
隠
し
て
方
便
を
説
く
不
了
義
経
の
二
種
が
あ
り
、
我
々
末
代
の
衆
生
は
前
者
に
依
る
べ
き
で
、
後
者
に
依
っ
て
は
な
ら
ぬ
》
と

説
い
た
う
え
で
「
凡
夫
の
外
に
仏
あ
り
、
穢
土
の
外
に
浄
土
あ
り
と
説
け
る
は
、
不
了
義
の
経
な
り
。
―
中
略
―
浄
土
宗
に
は
、
穢
土
の
外

に
浄
土
あ
り
。
凡
夫
の
外
に
仏
あ
り
と
、
立
て
ら
れ
た
り
。
了
義
大
乗
の
説
と
は
申
す
べ
か
ら
ず
」（
八
三
「
了
義
・
不
了
義
」）
と
真
っ
向

か
ら
否
定
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
、
浄
土
宗
の
中
興
を
図
り
、
教
学
の
整
備
や
伝
法
制
度
の
確
立
を
進
め
て
い
っ
た
の
が
、
聖
冏
で
あ

る
。
聖
冏
は
多
く
の
教
学
書
を
記
し
、
そ
れ
を
弟
子
た
ち
に
伝
授
し
た
。
聖
聡
は
そ
の
第
一
の
高
弟
で
あ
る
。
聖
冏
は
聖
聡
と
と
も
に
、
談

義
所
を
拠
点
と
し
た
学
僧
教
育
に
も
尽
力
し
、
教
団
組
織
の
拡
充
を
図
っ
て
き
た
。

　

そ
う
し
た
浄
土
宗
教
団
内
部
の
改
革
の
一
方
で
、
聖
冏
が
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
の
が
、
他
宗
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
理
論
武
装
で
あ
っ

た
。
そ
れ
を
最
も
顕
著
に
表
明
し
た
も
の
が
『
破
邪
顕
正
義
』（
永
和
三
年
・
別
称
『
鹿
島
問
）
6
（

答
』）
で
あ
る
。
本
書
は
、
常
陸
国
鹿
島
神
宮

で
の
、
参
詣
の
女
と
翁
の
問
答
の
筆
録
と
い
う
形
態
を
と
り
、
女
が
神
道
や
仏
教
他
宗
派
の
説
に
つ
い
て
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
翁
が
答
え
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る
か
た
ち
を
と
っ
て
、
聖
冏
が
自
説
を
唱
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
浄
土
宗
に
対
す
る
疑
問
や
偏
見
に
答
え
、
浄
土

宗
へ
の
帰
依
を
勧
め
る
民
衆
教
化
を
目
的
と
し
た
書
と
解
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
問
答
形
式
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、『
破
邪
顕
正
義
』
は
先
に
見
た
夢
窓
疎
石
の
『
夢
中
問
答
集
』
を
強
烈
に
意
識
し
て
記
さ
れ
た

著
作
で
あ
る
。
夢
窓
の
浄
土
宗
批
判
に
対
し
、『
破
邪
顕
正
義
』
に
お
い
て
聖
冏
は
翁
の
口
を
借
り
て
「
我
、
昔
此
の
事
を
記
さ
る
る
書

（『
夢
中
問
答
集
』）
を
見
て
、
大
に
驚
て
笑
ひ
今
に
休
ま
ず
」（
第
八
「
夢
窓
国
師
以
説
教
多
少
判
難
易
二
道
之
）
7
（
事
」）、「
我
、
ま
た
昔
、
彼

の
義
（『
夢
中
問
答
集
』）
を
読
む
時
、
此
の
段
に
至
り
て
即
ち
嘆
息
す
」（
第
十
五
「
夢
窓
国
師
以
浄
土
判
属
小
乗
之
事
」）
と
い
っ
た
、
対

決
姿
勢
を
露
わ
に
し
た
語
り
出
し
か
ら
始
め
る
。
聖
冏
は
夢
窓
の
批
判
に
対
し
、
あ
ら
た
に
二
蔵
二
教
の
教
判
を
組
織
し
、《
華
厳
宗
・
天

台
宗
・
禅
宗
な
ど
の
教
え
は
唯
理
唯
性
を
論
ず
る
抽
象
的
な
理
論
に
と
ら
わ
れ
た
教
え
で
あ
る
か
ら
、
性
頓
教
と
名
付
け
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
浄
土
門
の
教
え
は
事
と
理
の
相
即
縦
横
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
相
頓
教
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
浄
土
門
の
い
う
頓
と
は
事
理
具

頓
の
頓
で
あ
り
、
仏
意
の
一
乗
、
即
相
不
退
、
見
生
無
生
の
教
え
で
あ
る
か
ら
華
厳
宗
・
天
台
宗
・
禅
宗
が
説
く
性
頓
教
の
教
え
よ
り
す
ぐ

れ
た
も
の
で
あ
る
》
と
説
い
て
、
浄
土
門
が
深
遠
な
思
想
体
系
を
有
す
る
教
え
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
）
8
（
る
。

　

夢
窓
の
説
に
反
論
し
つ
つ
、
聖
冏
は
浄
土
宗
の
正
当
性
を
主
張
し
な
が
ら
、
痛
烈
な
禅
宗
批
判
を
返
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
に
み
る
ご

と
く
、
浄
土
宗
中
興
を
図
る
聖
冏
に
と
っ
て
、
禅
宗
は
敵
対
す
る
一
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
禅
林
小
歌
』
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
背
景
を
負
っ
て
記
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
聖
冏
は
『
禅
林
小
歌
』
に
お
い
て
、『
宗
鏡
録
』『
碧
巌

録
』
な
ど
禅
宗
で
重
ん
じ
ら
れ
る
教
学
書
を
列
挙
し
、「
祖
師
の
語
録
は
多
け
れ
ど
も
文
字
さ
ら
に
闕
け
た
れ
ば
其
の
理
を
読
む
事
能
わ
ず
。

声
菩
二
蔵
の
教
門
も
是
る
機
に
は
益
無
き
也
」
と
断
じ
、「
教
外
別
伝
不
立
文
字
の
修
行
に
真
理
の
処
な
し
」
と
、
禅
宗
に
お
け
る
二
大
中

心
教
義
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
内
容
か
ら
見
て
、
従
来
説
の
通
り
、『
禅
林
小
歌
』
を
禅
宗
批
判
の
書
と
解
す
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
し
か
し
作
品
を
深
く

読
み
込
む
と
、
表
面
上
の
批
判
的
な
姿
勢
と
は
矛
盾
す
る
「
ゆ
か
し
い
」
気
分
を
も
っ
て
書
か
れ
た
著
作
だ
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。
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で
は
、
そ
う
し
た
印
象
を
生
む
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
以
下
、
検
証
し
て
い
こ
う
。

二
、
聖
冏
の
禅
宗
摂
取

　

さ
て
、
前
項
に
お
い
て
聖
冏
の
禅
宗
批
判
の
様
子
を
確
認
し
た
が
、
そ
の
内
容
を
見
る
に
、
聖
冏
が
敵
対
す
る
禅
宗
の
教
義
に
か
な
り
明

る
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
検
討
を
要
す
る
の
は
、
浄
土
僧
の
聖
冏
が
ど
こ
で
禅
宗
を
学
ん
だ
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
『
破
邪
顕
正
義
』
の
冒
頭
に
は
「
余
、
髫
年
の
当
初
よ
り
偏
に
心
を
講
肆
し
に
留
め
に
き
。
五
五
歳
の
末
よ
り
専
ら
眼
を
其
の
扉
に
掛
く
。

爾
よ
り
已
来
、
南
北
に
往
還
し
東
西
に
遍
歴
す
れ
ど
も
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
は
聖
冏
が
二
十
五
歳
の
と
き
始
め
た
遊
学
の
旅
を
指
す
も
の
と

解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
学
僧
の
遊
学
は
、
学
僧
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
談
義
所
を
拠
点
と
し
て
、
室
町
期
に
は
各
宗
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
ら
し
い
。
聖
冏
の
師
了
実
、
聖
冏
の
弟
子
聖
聡
も
遊
学
の
旅
に
出
て
い
）
9
（
る
。
ま
た
、
談
義
所
は
各
宗
派
が
そ
れ
ぞ
れ
に
経
営
し
て
い
た
が
、

そ
こ
に
他
宗
派
の
僧
侶
が
学
ぶ
例
も
あ
）
10
（

り
、
学
僧
た
ち
の
宗
派
を
越
え
た
交
流
は
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
『
了
誉
上
人
）
11
（
伝
』
を
は
じ
め
と
す
る
聖
冏
の
諸
伝
に
は
、
彼
は
真
言
を
祐
存
（
宥
尊
）
に
、
天
台
を
真
源
に
、
禅
を
月
庵
と
天
命
に
学
ん

だ
と
記
さ
れ
、
こ
れ
は
先
に
み
た
聖
冏
二
十
五
歳
の
遊
学
の
旅
の
履
歴
と
重
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
遊
学
の
さ
い
に
禅
宗
を
学
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
聖
冏
が
教
え
を
請
う
た
月
庵
宗
光
は
妙
心
寺

流
の
僧
で
元
に
渡
っ
て
修
行
し
た
が
、
延
元
二
年
（
一
三
三
七
）
に
は
茨
城
郡
古
内
（
常
北
町
）
の
清
音
寺
に
復
庵
宗
己
を
訪
ね
て
お
り
、

貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
に
は
但
馬
に
大
明
寺
を
開
き
、
そ
こ
に
住
し
）
12
（
た
。
ま
た
、
月
察
天
命
は
瓜
連
弘
願
寺
の
開
山
大
拙
祖
能
の
弟
子
で

あ
っ
た
ら
し
）
13
（

い
。

　

聖
冏
は
こ
の
二
人
の
禅
僧
に
参
じ
禅
宗
の
教
義
を
学
び
つ
つ
、
禅
家
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
浄
土
宗
側
か
ら
の
理
論
武
装
を
図
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
遊
学
の
後
、
彼
が
最
初
に
著
し
た
の
が
『
破
邪
顕
正
義
』
で
あ
っ
）
14
（

た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
研
鑽
の
目
的
が
知
ら
れ
よ
う
。
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三
、『
禅
林
小
歌
』
に
描
か
れ
た
禅
宗
文
化

　

さ
て
、
こ
う
し
て
禅
僧
の
も
と
に
参
じ
て
聖
冏
が
学
ん
だ
も
の
は
、
教
義
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
禅
宗
寺
院
を
舞
台
と
し
て
当
時
隆
盛
し
た

文
芸
を
含
む
、
禅
宗
文
化
全
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
『
禅
林
小
歌
』
そ
の
も
の
が
饒
舌
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
『
禅
林
小
歌
』
は
冒
頭
で
「
唐
様
と
号
し
て
室
を
飾
り
衆
を
集
め
興
を
催
す
宴
有
り
」
と
場
面
設
定
を
説
明
し
、
そ
の
後
、
宴
会
場
の
室

礼
、
供
さ
れ
る
料
理
、
食
器
、
茶
、
香
、
道
具
類
に
つ
い
て
詳
細
な
記
事
を
列
挙
す
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
禅
宗
文
化
を
象
徴
す
る
「
唐

様
」
つ
ま
り
中
国
文
化
に
強
く
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

当
時
の
禅
宗
寺
院
は
、
中
国
か
ら
高
僧
を
招
い
て
教
え
を
受
け
る
こ
と
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
ま
た
中
国
へ
留
学
す
る
僧
も
少
な
く

な
か
っ
）
15
（

た
。
ゆ
え
に
自
然
と
寺
院
内
で
の
文
化
も
唐
様
に
染
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
禅
林
小
歌
』
に
記
さ
れ
る
、
宴
を
演
出
す
る
装
置
「
山
水
向
の
会
処
」
を
説
明
す
る
記
述
が
、
室
町
前
期

の
禅
宗
寺
院
で
の
「
会
所
」
の
様
子
を
鮮
や
か
に
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

会
所
と
は
、
広
義
に
は
各
種
会
合
の
た
め
に
人
々
が
集
う
場
所
を
い
う
が
、
狭
義
に
は
中
世
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
遊
興
の
た
め
の
部
屋
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
目
的
と
し
た
専
用
の
建
物
を
い
っ
）
16
（

た
。
そ
う
し
た
会
所
で
は
茶
会
も
行
わ
れ
て
お
り
、『
喫
茶
往
来
』（
南
北
朝
後
期
〜
室

町
初
期
成
立
）
に
は
そ
の
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
。
こ
こ
に
『
喫
茶
往
）
17
（
来
』
が
記
す
、
会
所
の
室
礼
を
説
明
し
た
部
分
を
引
い
て
み
よ
う
。

　

左
は
思
恭
の
彩
色
の
釈
迦
。
霊
山
説
化
の
粧
巍
々
た
り
。
右
は
牧
渓
の
墨
絵
の
観
音
。
普
陀
示
現
の
姿
蕩
々
。
普
賢
文
殊
を
脇
絵
と
な

す
。
寒
山
拾
得
面
飾
と
な
す
。
前
に
重
陽
、
後
に
対
月
。
不
言
丹
菓
の
脣
吻
々
。
無
瞬
青
蓮
の
眸
妖
々
。
卓
は
金
襴
を
懸
け
、
胡
銅
の
花

瓶
を
置
く
。
机
は
錦
繡
を
敷
き
、
鍮
石
の
香
匙
火
箸
を
立
つ
。
嬋
娟
た
る
兮
、
瓶
外
の
花
飛
。

　

一
読
し
て
す
ぐ
に
気
付
く
の
は
『
禅
林
小
歌
』
の
記
す
会
所
の
室
礼
の
様
子
に
共
通
す
る
点
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
禅
林
小
歌
』
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で
も
、
元
代
の
画
家
と
さ
れ
る
張
思
恭
が
描
い
た
釈
迦
像
三
尊
像
や
、
宋
代
の
画
家
牧
渓
の
牛
の
画
な
ど
、
中
国
の
画
家
の
絵
を
会
所
の
室

礼
と
し
て
飾
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
卓
に
金
襴
を
敷
き
、
香
匙
・
火
箸
・
花
瓶
と
い
っ
た
唐
物
の
道
具
類
を
飾
っ
て
い
る
点
も
同
じ

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
は
、『
喫
茶
往
来
』
に
記
さ
れ
る
会
所
で
も
『
禅
林
小
歌
』
と
同
様
「
闘
茶
」
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
闘

茶
と
は
、
茶
の
産
地
に
よ
っ
て
本
茶
と
非
茶
と
を
飲
み
分
け
得
点
を
争
う
遊
び
で
、
本
茶
を
栂
尾
茶
（
室
町
時
代
は
宇
治
茶
）
と
し
、
そ
れ

以
外
の
産
地
を
非
茶
と
し
）
18
（

た
。
左
に
『
喫
茶
往
来
』
に
見
え
る
闘
茶
の
記
事
を
引
い
て
み
よ
う
。

　

亭
主
の
息
男
、
茶
菓
を
献
ず
。
梅
桃
の
若
冠
、
建
盞
を
通
す
。
左
に
湯
瓶
を
提
げ
、
右
に
茶
筅
を
曳
く
。
上
位
よ
り
末
座
に
至
る
ま
で

茶
を
献
ず
。
―
中
略
―
或
は
四
種
十
服
の
勝
負
。
或
は
都
鄙
善
悪
の
批
判
。
啻
に
当
座
の
興
を
催
す
に
あ
ら
ず
。
将
に
又
生
前
の
活
計
な

り
。
何
事
か
こ
の
如
し
。
盧
同
云
く
「
茶
少
な
く
湯
多
き
は
則
ち
雲
脚
散
る
。
茶
多
く
湯
少
き
は
則
ち
粥
面
聚
ま
る
」
と
云
々
。

右
に
見
え
る
「
四
種
十
服
」
と
は
、
四
種
の
茶
葉
を
十
杯
に
配
し
た
も
の
を
各
人
が
飲
み
、
各
杯
の
種
類
を
当
て
る
と
い
う
、
闘
茶
の
基
本

的
な
形
式
で
あ
っ
た
。
闘
茶
に
は
種
々
の
遊
び
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
、『
禅
林
小
歌
』
に
見
え
る
闘
茶
に
関
す
る
記
事
で
は
、「
十
服
茶
」

「
二
種
四
服
」「
四
季
三
種
」
と
い
っ
た
形
式
の
名
称
と
簡
単
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
に
見
え
る
唐
代
の
詩
人
盧
同
の
言
葉
は
、

『
禅
林
小
歌
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
禅
林
小
歌
』
と
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
『
喫
茶
往
来
』
が
描
く
、
会
所
お
よ
び
茶
会
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
禅
宗
寺
院
に

お
け
る
茶
礼
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
19
（

る
。
こ
の
点
か
ら
推
測
す
る
に
、『
禅
林
小
歌
』
も
当
時
の
禅
宗
寺
院
の
会
所
お
よ
び
茶
会
の
様
子

を
鮮
や
か
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
禅
僧
た
ち
の
唐
様
趣
味
の
様
相
を
、
聖
冏
は
月
庵
宗
之
、
月
察
天
命
に
参
禅
し
た
さ
い
に
、
禅
の
教
義
と
と
も
に
見
聞
き
し
た
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と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
聖
冏
は
諸
伝
に
よ
る
と
、
和
歌
を
頓
阿
に
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。
実
際
、
聖
冏
は
和
歌
に
も
造
詣
が
深
く
、『
古
今
和
歌
集
』
の
序

を
注
釈
し
た
『
古
今
序
註
』
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
頓
阿
に
学
ん
だ
と
い
う
伝
は
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
頓
阿
は
足
利
将
軍
家

に
も
重
用
さ
れ
た
、
京
都
在
住
の
歌
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
聖
冏
の
遊
学
は
京
都
に
ま
で
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
聖
冏
の
伝
記
に

は
彼
が
京
都
を
訪
れ
た
と
記
す
『
新
撰
往
生
伝
』（
寛
政
五
年
）
20
（
序
）
や
『
了
誉
聖
冏
禅
師
絵
詞
伝
』（
文
政
五
年
）
21
（
刊
）
が
存
在
す
る
。
足
利
将

軍
家
に
重
用
さ
れ
た
頓
阿
に
師
事
し
な
が
ら
京
に
住
ま
う
聖
冏
が
、
室
町
幕
府
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
京
都
五
山
を
中
心
と
す
る
禅
宗
文
化
に

触
れ
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

あ
る
い
は
そ
の
機
会
は
京
都
以
外
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
浄
土
本
朝
高
僧
伝
（
浄
土
鎮
流
祖
伝
）』（
正
徳
三
年
）
22
（

刊
）
や
『
新
撰

往
生
伝
』（
寛
政
五
年
）
23
（
序
）
に
は
、
聖
冏
が
鎌
倉
建
長
寺
を
訪
れ
た
さ
い
「
禅
林
小
歌
一
篇
」
を
詠
ん
だ
と
記
さ
れ
、
聖
冏
の
遊
学
先
の
ひ

と
つ
に
鎌
倉
建
長
寺
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
記
事
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
建
長
寺
は
鎌
倉
五
山
第
一
の
寺
格
を
も
ち
、
夢
窓
に
も
縁

が
深
く
、
宋
・
元
の
僧
侶
の
来
朝
が
相
次
い
だ
寺
で
唐
物
禅
宗
文
化
花
盛
り
の
寺
で
あ
っ
た
。
管
見
の
限
り
で
は
、
聖
冏
が
建
長
寺
で
学
ん

だ
と
い
う
記
録
は
先
述
の
伝
記
資
料
の
他
は
な
く
、
史
実
と
し
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
関
東
に
住
す
る
聖
冏
が
、
建
長
寺
の
隆
盛
ぶ
り
と

そ
の
華
や
か
な
文
化
を
見
聞
き
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　
『
禅
林
小
歌
』
に
見
ら
れ
る
、
聖
冏
の
禅
宗
文
化
に
関
す
る
知
識
の
豊
か
さ
は
、
彼
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
環
境
の
賜
で
あ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

四
、「
小
歌
」
と
禅
宗

　

さ
て
、
少
し
視
点
を
変
え
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
小
歌
」
な
の
か
、
を
検
討
し
て
み
た
い
。
小
歌
と
は
室
町
時
代
中
期
以
降
に
貴
族
・
武

士
・
僧
侶
・
庶
民
の
各
階
層
に
広
く
愛
唱
さ
れ
た
流
行
歌
謡
を
い
い
、
比
較
的
短
い
詞
章
と
定
形
の
音
調
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
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小
歌
の
特
徴
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、『
禅
林
小
歌
』
は
か
な
り
異
質
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
作
品
の
内
容
の

大
半
は
禅
宗
文
化
を
象
徴
す
る
様
々
な
物
の
名
、
地
名
、
人
名
の
羅
列
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
並
べ
方
に
一
定
の
規
則
は
な
い
。

形
式
か
ら
見
れ
ば
往
来
物
に
近
く
、『
異
訓
庭
訓
往
来
』
に
は
類
似
し
た
記
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
24
（
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
狂
言
小
歌
に
分
類

さ
れ
る
「
物
尽
く
し
」
の
形
式
に
類
似
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
音
調
・
音
律
が
な
い
点
が
一
般
的
な
小
歌
と
決
定
的
に
性
格
を
異

に
す
る
。
こ
う
し
た
事
情
ゆ
え
か
、
こ
の
作
品
が
い
わ
ゆ
る
「
小
歌
」
の
作
例
と
し
て
研
究
さ
れ
た
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
で
は
皆
無
で

あ
る
。

　

そ
の
く
ら
い
に
こ
の
作
品
は
小
歌
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
「
小
歌
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
小
歌
の
特
異
な
一
例
と
扱
う
か
、
小
歌
と
は

別
物
と
見
る
か
の
判
断
を
す
る
用
意
は
今
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
聖
冏
が
こ
の
作
品
を
「
小
歌
」
と
称
し
た
と
こ
ろ
に
、
強
烈
な
意
図
を

読
む
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る
。

　

何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
室
町
期
の
小
歌
に
は
禅
宗
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
点
で
あ
）
25
（

る
。
小
歌
に
は
室
町
期
禅
宗
の
五
山
文
学
の
影

響
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
歌
集
『
閑
吟
集
』
の
編
者
を
禅
僧
と
推
定
す
る
説
も
あ
）
26
（
る
。

　
『
閑
吟
集
』
仮
名
序
に
は
「
或
は
僧
侶
佳
句
を
吟
ず
る
廊
下
の
）
27
（

声
」
と
語
ら
れ
、
小
歌
の
担
い
手
と
し
て
僧
侶
の
関
与
が
は
っ
き
り
と
記

さ
れ
る
。『
閑
吟
集
』
所
収
の
小
歌
に
関
し
、
特
に
禅
宗
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
判
断
し
て
、
こ
こ
に
い
う
僧
侶
を
禅
僧
と
す

る
こ
と
に
問
題
は
な
か
ろ
う
。

　

先
に
み
た
ご
と
く
、
室
町
期
の
禅
寺
で
は
盛
ん
に
茶
会
や
詩
会
が
行
わ
れ
て
い
た
。
小
歌
は
そ
う
し
た
遊
興
に
付
随
す
る
宴
会
の
場
面
で

歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
ま
さ
に
、「
小
歌
」
は
『
禅
林
小
歌
』
が
描
く
、
禅
僧
た
ち
の
遊
興
の
場
を
象

徴
す
る
文
芸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
聖
冏
は
作
品
の
冒
頭
に
い
う
ご
と
く
、
痛
烈
な
皮
肉
を
込
め
て
「
笑
吟
」
し
た
の
で
あ
る
。
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五
、
弟
子
聖
聡
の
注
釈

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
聖
冏
作
『
禅
林
小
歌
』
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
次
に
、
弟
子
聖
聡
に
よ
っ
て
注
釈
が
付
さ
れ
た
『
禅
林
小
歌
註
』

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
注
釈
書
に
関
し
て
、
榊
泰
純
は
聖
聡
の
付
け
た
注
に
は
、
聖
冏
の
指
示
に
よ
る
も
の
と
、
聖
聡
が
独
自

に
付
け
た
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。
前
者
は
「
端
的
に
覚
え
書
き
的
に
施
さ
れ
」
後
者
は
「
し
ば
し
ば
本
文
と
は
か
け
離

れ
る
き
ら
い
の
感
じ
ら
れ
る
、
や
や
長
文
の
注
」
と
し
て
区
別
す
）
28
（
る
。
し
か
し
、
榊
が
後
者
す
な
わ
ち
聖
聡
が
独
自
に
付
け
た
注
と
解
す
る

玉
泉
坊
説
話
は
聖
冏
著
『
了
誉
古
今
序
注
』
に
載
り
、
顔
烏
顔
貌
説
話
は
聖
冏
著
の
説
経
台
本
と
推
定
さ
れ
る
「
了
誉
草
」（『
当
麻
曼
陀
羅

疏
』
巻
二
）
29
（
九
）
を
出
典
と
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
榊
の
分
類
は
妥
当
性
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
聖
聡
の

付
し
た
注
記
に
関
し
て
聖
冏
の
指
示
の
有
無
を
判
別
す
る
こ
と
で
き
な
い
。

　

そ
も
そ
も
聖
聡
が
注
を
付
す
さ
い
に
聖
冏
の
指
示
を
受
け
た
か
否
か
が
問
題
で
は
な
く
、
師
聖
冏
の
著
作
に
見
え
る
記
事
を
、
弟
子
聖
聡

が
注
記
に
使
っ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
聖
聡
は
聖
冏
の
高
弟
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
師
聖
冏
を
通
し
て
、
聖
冏
も
禅
宗
教
義
お
よ
び
禅
文
化
に
関
す
る
深
い
知
識
を
も
っ
て
い
た
と
考
え

る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
師
か
ら
の
教
え
が
『
禅
林
小
歌
註
』
に
見
る
詳
細
な
注
記
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

聖
聡
の
年
譜
を
見
る
限
り
、
彼
が
聖
冏
の
よ
う
に
禅
僧
に
直
接
教
え
を
請
う
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
、
聖
冏
と
は
異
な
り
、
聖
聡
の
著
作

に
は
禅
宗
教
義
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
著
作
に
は
『
林
間
録
』『
臨
済
録
』『
宗
鏡
録
』『
大
蔵
一
覧
集
』

と
い
っ
た
禅
籍
が
引
用
さ
れ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
）
30
（
い
な
か
で
も
『
大
蔵
一
覧
集
』
を
頻
用
し
て
お
り
、『
禅
林
小
歌
註
』
の
注
記
に
見
え

る
、
雲
居
道
膺
禅
師
譚
・
法
融
法
師
譚
・
破
竈
堕
和
尚
譚
は
、
高
確
率
で
文
言
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
本
書
か
ら
引
用
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
聖
聡
が
禅
宗
の
教
義
に
も
明
る
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
お
そ
ら
く
聖
聡
は
師
聖
冏
を
通

し
て
禅
宗
教
学
を
学
び
禅
宗
文
化
を
知
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
わ
り
に
　

―
　

禅
宗
文
化
へ
の
憧
憬

　

夢
窓
疎
石
は
、
茶
や
文
芸
に
興
じ
る
こ
と
を
『
夢
中
問
答
集
』
で
こ
う
戒
め
て
い
る
。

　

唐
人
の
常
の
習
ひ
に
て
、
皆
茶
を
愛
す
る
こ
と
は
、
食
を
消
し
気
を
散
ず
る
養
生
の
た
め
な
り
。
薬
も
皆
一
服
の
分
量
定
ま
れ
り
。
過

分
な
る
時
は
亦
た
た
り
を
な
す
。
こ
の
故
に
茶
を
も
飲
み
す
ご
す
を
ば
、
医
書
に
こ
れ
を
制
し
た
り
。
昔
、
廬
同
陸
羽
等
が
茶
を
好
み
け

る
は
、
困
睡
を
さ
ま
し
、
蒙
気
を
散
じ
て
、
学
を
た
し
な
ま
む
た
め
な
り
と
、
申
し
伝
へ
た
り
。
我
が
朝
の
栂
の
尾
の
上
人
、
建
仁
の
開

山
、
茶
を
愛
し
給
ひ
け
る
は
、
蒙
を
散
じ
睡
を
さ
ま
し
て
、
道
行
の
助
け
と
な
し
給
は
む
た
め
な
り
き
。
今
時
世
間
に
、
け
し
か
ら
ず
茶

を
も
て
な
さ
る
や
う
を
見
れ
ば
、
養
生
の
分
に
も
な
る
べ
か
ら
ず
。
い
は
む
や
そ
の
中
に
学
の
た
め
道
の
た
め
と
思
へ
る
人
あ
る
べ
し
や
。

一
へ
世
間
の
費
え
と
な
り
、
仏
法
の
す
た
る
る
因
縁
た
り
。
然
ら
ば
則
ち
、
茶
を
好
む
こ
と
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
の
心
に
よ
り
て
、

損
あ
り
益
あ
り
。
た
だ
山
水
を
好
み
、
茶
を
好
む
こ
と
の
み
に
あ
ら
ず
。
詩
歌
管
弦
等
の
一
切
の
事
も
亦
、
か
く
の
ご
と
し
。
詩
歌
管
弦

そ
の
し
な
異
な
れ
ど
も
、
人
の
心
の
邪
悪
な
る
を
調
へ
て
、
清
雅
な
ら
し
め
む
た
め
な
り
。
然
れ
ど
も
、
今
時
の
や
う
を
見
れ
ば
、
こ
れ

を
能
芸
と
し
て
、
我
執
を
お
こ
さ
る
る
故
に
、
清
雅
の
道
は
す
た
れ
て
、
邪
悪
の
縁
と
の
み
な
れ
り
。 

（
五
七
「
仏
法
と
世
法
」）

　

夢
窓
は
「
今
時
世
間
に
」
と
し
て
、
世
間
一
般
に
広
が
る
風
潮
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
聖
冏
は
そ
れ
に
対
し
て
、《
禅
僧
た
ち
こ
そ

が
、
そ
う
し
た
風
潮
を
蔓
延
さ
せ
て
い
る
張
本
人
で
は
な
い
か
》
と
、
唐
物
趣
味
や
文
芸
に
興
じ
る
彼
ら
の
姿
を
、
戯
れ
歌
に
載
せ
て
禅
宗

を
痛
烈
に
揶
揄
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
戯
れ
歌
に
は
、
単
に
他
宗
を
揶
揄
し
攻
撃
す
る
だ
け
で
は
な
い
も
の
を
、
私
は
感
じ
と
れ
る
と
思
う
。
先
述
の
と

お
り
、
浄
土
宗
僧
で
あ
り
な
が
ら
聖
冏
も
聖
聡
も
禅
宗
文
化
に
非
常
に
詳
し
い
。
そ
こ
に
は
当
時
流
行
の
唐
様
文
化
へ
の
押
さ
え
が
た
い
憧

憬
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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唐
様
趣
味
は
、
時
の
為
政
者
た
る
室
町
将
軍
家
の
趣
向
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
室
町
殿
の
唐
様
趣
味
に
彩
ら
れ
た
会
所
は
、
荘
厳
を
極

め
て
豪
勢
な
遊
興
装
置
と
し
て
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
時
代
の
空
気
を
吸
っ
た
聖
冏
に
も
聖
聡
に
も
そ
れ
は
憧
れ
の
文
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

先
述
の
と
お
り
聖
冏
は
和
歌
に
造
詣
が
深
か
っ
た
。
頓
阿
に
師
事
し
都
の
文
化
サ
ロ
ン
を
経
験
し
た
聖
冏
に
と
っ
て
、
会
所
で
繰
り
広
げ

ら
れ
る
遊
興
の
会
合
に
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ゆ
え
に
『
禅
林
小
歌
』
お
よ
び
『
禅
林
小
歌
註
』
を
単
に

禅
宗
批
判
の
書
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
に
私
は
抵
抗
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

唐
様
を
愛
で
る
禅
宗
文
化
は
、
禅
僧
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
当
時
の
文
化
人
知
識
人
の
間
で
広
く
流
行
し
た
。
聖
冏
や
聖
聡
が
そ
う
し
た
流

行
に
憧
れ
を
抱
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
聖
冏
が
『
禅
林
小
歌
』
の
冒
頭
で
自
ら
を
作
者
と
し
て
名
乗
る
と
き
、「
陰
士
聖
冏
笑
吟
」

と
記
す
意
図
に
は
、
単
に
唐
様
趣
味
に
興
じ
る
禅
僧
た
ち
を
嘲
笑
す
る
意
味
だ
け
で
は
な
く
、「
戯
歌
ゆ
え
に
お
許
し
を
」
と
い
っ
た
弁
解

の
意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
揶
揄
し
つ
つ
も
、
自
ら
も
そ
う
し
た
文
化
に
強
く
惹
か
れ
る
、
隠
し
が
た
い
思
い
が
あ
る
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
た
禅
宗
文
化
へ
の
憧
憬
が
そ
の
後
の
浄
土
宗
の
動
向
に
も
影
響
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
伊
藤
真
昭

は
、
浄
土
宗
中
興
祖
で
あ
っ
た
聖
冏
の
活
躍
し
た
時
期
以
降
、
浄
土
宗
寺
院
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
浄
土
宗
の

存
在
形
態
に
つ
い
て
、
禅
宗
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
）
31
（
る
。
伊
藤
は
京
都
知
恩
院
を
筆
頭
例
に
、
中
世
後
期
京
都
の
浄
土
寺
院
に
、
禅
宗

風
の
建
物
や
禅
宗
風
の
服
装
の
僧
侶
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
三
河
国
岡
崎
信
光
明
寺
を
例
に
、
禅
宗
風
の
建
築
様
式
が
地
方
の
浄
土

宗
寺
院
に
も
波
及
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
伊
藤
は
、
こ
う
し
た
両
宗
の
類
似
性
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
王
家
の
葬
送
を
担
う
宗
派

と
し
て
禅
宗
と
浄
土
宗
が
接
近
し
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
聖
冏
や
聖
聡
が
抱
い
た
、
浄
土
宗
僧
に
よ
る
禅
宗
文
化
へ
の
憧

憬
が
そ
の
素
地
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。

　

外
来
の
文
化
に
深
い
興
味
を
も
ち
、
遠
い
異
国
の
地
に
思
い
を
馳
せ
る
楽
し
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
も
人
々
の
心
を
魅
了
す

る
。
異
国
は
お
ろ
か
京
の
都
で
さ
え
も
遥
か
に
遠
い
東
国
の
片
田
舎
に
暮
ら
す
聖
冏
や
聖
聡
に
と
っ
て
、
唐
様
を
愛
で
る
禅
宗
文
化
は
、
よ
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り
一
層
強
い
憧
れ
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
敵
対
す
る
禅
宗
へ
の
痛
烈
な
批
判
を
目
的
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
禅
宗
文
化
へ
の
隠

し
が
た
い
強
烈
な
憧
憬
を
抱
く
と
い
う
自
己
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、「
笑
吟
」
し
た
聖
冏
の
諧
謔
に
こ
そ
、『
禅
林
小
歌
』
の
真
骨
頂
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注（
1
）
以
下
、『
禅
林
小
歌
』
お
よ
び
『
禅
林
小
歌
註
』
の
引
用
は
、
拙
稿
「『
禅
林
小
歌
註
』（
天
和
三
年
版
『
序
語
類
要
』
の
内
）
翻
刻
」（「
人
文
自
然
科

学
論
集
」
一
三
七
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
拠
り
、
原
漢
文
を
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
改
め
た
。

（
2
）
大
谷
旭
雄
編
『
聖
聡
上
人
典
籍
研
究
』（
大
本
山
増
上
寺
、
一
九
八
九
年
十
二
月
）

（
3
）
藤
田
琢
司
編
『
訓
読
元
亨
釈
書
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
）

（
4
）
坪
井
俊
映
「
禅
宗
徒
の
専
修
念
仏
批
判
」（『
法
然
浄
土
教
の
研
究
』
隆
文
館
、
一
九
八
二
年
二
月
）

（
5
）
以
下
、『
夢
中
問
答
集
』
の
引
用
は
、
川
瀬
一
馬
訳
注
『
夢
中
問
答
集
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
）
に
拠
る
。
本
文
（　

）
内
は
引
用
者
注
。

（
6
）
伊
藤
正
義
「
了
誉
伝
稿
」（「
文
学
史
研
究
」
十
五
号
、
一
九
七
四
年
七
月
）

（
7
）
以
下
、『
破
邪
顕
正
義
』
の
引
用
は
、『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
二
巻
（
山
喜
坊
仏
書
林
、
一
九
七
六
年
八
月
）
に
拠
り
、
原
漢
文
を
私
に
漢
字
仮
名
交

じ
り
文
に
改
め
た
。
引
用
文
（　

）
内
は
引
用
者
注
。

（
8
）
坪
井
俊
映
「
聖
冏
教
学
の
浄
土
宗
史
上
に
お
け
る
地
位
　

―
　

特
に
三
巻
七
書
を
中
心
と
し
て
　

―
　

」（「
仏
教
文
化
研
究
」
三
九
号
一
九
九
四
年
九
月
）

（
9
）
菊
池
勇
次
郎
「
中
世
に
お
け
る
浄
土
宗
鎮
西
義
の
展
開
」（
笠
原
一
男
編
『
封
建
・
近
代
に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
の
展
開
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
六

月
）

（
10
）
廣
田
哲
通
「『
鎮
増
私
聞
書
』
か
ら
み
た
直
談
・
談
義
（
下
）」（「
春
秋
」
三
二
五
号
、
一
九
九
一
年
一
月
）

（
11
）
鈴
木
英
之
「
真
誉
相
関
撰
『
了
誉
上
人
伝
』
解
題
・
翻
刻
」（『
中
世
学
僧
と
神
道
　

―
　

了
誉
聖
冏
の
学
問
と
思
想
　

―
　

』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
年

八
月
）

（
12
）
玉
山
成
元
「
了
誉
聖
冏
の
生
涯
」「
三
康
文
化
研
究
所
年
報
」
二
三
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）

（
13
）
瓜
連
町
史
編
さ
ん
委
員
会
『
瓜
連
町
史
』
第
六
節
「
中
世
の
寺
院
の
信
仰
　

―
　

一
、
浄
土
宗
と
常
福
寺
」（
茨
城
県
那
珂
郡
瓜
連
町
、
一
九
八
六
年
七

月
）

（
14
）
伊
藤
正
義
前
掲
論
文
注
6
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（
15
）
今
泉
淑
夫
『
禅
僧
た
ち
の
室
町
時
代　

中
世
禅
林
も
の
が
た
り
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）

（
16
）
村
井
康
彦
「
会
所
の
文
芸
（
中
）
　

―
　

日
本
文
化
小
史
15
　

―
　

」（「
日
本
美
術
工
芸
」
三
四
七
号
、
一
九
六
七
年
八
月
）、
島
尾
新
「
会
所
と
唐
物
―

室
町
時
代
前
期
の
権
力
表
象
装
置
と
そ
の
機
能
」（
鈴
木
博
之
他
編
『
中
世
の
文
化
と
場
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
五
月
）。

（
17
）
以
下
、
引
用
は
『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
に
拠
り
、
原
漢
文
を
私
に
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
改
め
た
。

（
18
）
筒
井
紘
一
「
闘
茶
の
研
究
」（「
茶
湯
」
一
号
、
一
九
六
九
年
七
月
）

（
19
）
谷
晃
「
喫
茶
往
来
　

―
　

闘
茶
会
の
あ
り
さ
ま
を
描
く
　

―
　

」「（
茶
道
雑
誌
」
第
六
一
巻
九
号
、
一
九
九
七
年
九
月
）

（
20
）『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
七
巻
（
山
喜
坊
仏
書
林
、
一
九
七
〇
年
九
月
）

（
21
）
鈴
木
英
之
「
鳳
誉
鸞
州
撰
『
了
誉
聖
冏
禅
師
絵
詞
伝
』
乾
・
坤
　

―
　

解
題
と
翻
刻
　

―
　

」（「
論
叢　

ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
」
十
九
号
、
二
〇
一
〇

年
十
二
月
）

（
22
）
前
掲
資
料
注
20

（
23
）
前
掲
資
料
注
20

（
24
）
山
岸
徳
平
『
堤
中
納
言
物
語
評
解
』「
よ
し
な
し
ご
と
」（
有
精
堂
出
版
、
一
九
五
四
年
十
一
月
）

（
25
）
井
出
幸
男
『
中
世
歌
謡
の
史
的
研
究　

室
町
小
歌
の
時
代
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
五
年
一
月
）

（
26
）
吾
郷
寅
之
進
『
中
世
歌
謡
の
研
究
』
第
四
章
三
「
禅
林
文
学
と
閑
吟
集
歌
謡
」（
風
間
書
房
、
一
九
八
一
年
三
月
）。
小
笠
原
恭
子
「『
閑
吟
集
』
　

―
　

編
者
像
夢
想
　

―
　

」（『
室
町
芸
文
論
攷
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
一
年
十
二
月
）。

（
27
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
九
月
）

（
28
）
前
傾
論
文
注
2

（
29
）『
浄
土
宗
全
書
』
第
十
三
巻
（
山
喜
坊
仏
書
林
、
一
九
七
一
年
二
月
）

（
30
）
拙
稿
「『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
所
収
説
話
出
典
考
」（「
人
間
文
化
論
叢
」
四
巻
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
拙
稿
「『
大
経
直
談
要
註
記
』
所
収
説
話
出
典

考
」（「
富
士
論
叢
」
五
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
九
月
）。

（
31
）「
中
世
後
期
浄
土
宗
に
お
け
る
禅
宗
的
要
素
」（『
禅
と
そ
の
周
辺
学
の
研
究　

竹
貫
元
勝
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
永
田
文
昌
堂
、
二
〇
〇
五
年
一

月
）


