
の
と
し
、
ま
た
単
な
る
隠
遁
僧
に
と
ど
ま
ら
ず
将
軍
家
、
天
皇
家
ま
で
そ
の
信
仰
が
及
ん
だ
と
い
う
事
実
を

見
た
と
き
、「
普
及
本
」
の
伝
記
で
は
わ
か
ら
な
い
新
た
な
祐
天
像
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
章

●
第
一
節
　
祐
天
の
現
世
利
益

第
一
項
　
悪
霊
祓
い

第
二
章
に
お
い
て
、
長
々
と
祐
天
の
生
涯
を
横
割
り
に
し
て
見
て
き
た
。
ま
だ
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
こ
と

も
多
く
、
未
調
査
の
史
料
も
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
不
完
全
で
あ
っ
て
も
一
度
ま
と
め
て

お
く
こ
と
が
今
後
の
調
査
研
究
へ
役
立
つ
と
信
じ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
の
結
果
か
ら
、
祐
天
の
生
涯
を
通
し
て
見
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

言
え
る
の
か
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
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●
祐
天
の
行
蹟
に
対
す
る

一
考
察



祐
天
の
名
は
、
飯
沼
弘
経
寺
の
随
身
時
代
の
死
霊
得
脱
を
巡
る
事
績
か
ら
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ず

間
違
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
祐
天
の
人
生
の
転
機
と
な
っ
た
よ
う
な
事
績
は
、
祐
天
の
ど
の
よ
う
な
宗
教
観
か
ら
来
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
十
七
歳
浄
土
教
の
学
問
を
始
め
て
二
十
五
年
を
経
た
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
の

祐
天
の
立
場
は
明
確
で
は
な
い
が
、
檀
通
を
師
と
仰
ぐ
所
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
田
舎
の
檀

林
に
医
学
の
発
達
し
て
い
な
い
当
時
、
難
題
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
往
生
を
約
束
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
狂
乱
し
苦
し
ん
で
い
る
人
を
目
の
前
に
し
た
と
き
に
、
修
行
僧
に
何
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
医
者
も
さ
じ
を
投
げ
、
村
人
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
女
性
に
対
し
、
心
あ

る
村
人
が
最
後
に
頼
っ
た
の
が
弘
経
寺
に
い
た
僧
侶
祐
天
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
十
五
年
間
勉
強
し
た
中
に

は
お
そ
ら
く
そ
の
解
決
法
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
祐
天
は
悩
ん
だ
に
違
い
な
い
。
悩
ん
で
も
得
ら
れ
た
答
は

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
憑
む
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
狂
乱
し
た
女
性
の
気
を
鎮
め
る
た
め
に
百
萬
遍
の

数
珠
を
作
り
一
心
に
念
仏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
人
と
の
一
体
感
を
も
作
り
出
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
続

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幸
い
に
も
そ
の
女
性
の
気
も
鎮
ま
っ
て
い
っ
た
。
当
時
の
馮
霊
信
仰
と
相
ま
っ
て
、

祐
天
の
名
は
静
か
に
し
か
し
確
実
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
祐
天
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
祐
天
が
純
粋
な
浄
土
教
者
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
祐
天
の
思
想
を
見
て
い
け
ば
証
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
の

論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
今
は
一
般
的
な
馮
霊
信
仰
と
仏
教
の
関
係
を
探
っ
て
み
た
い
。





古
代
よ
り
物
の
怪
的
な
憑
き
物
の
信
仰
と
仏
教
、
特
に
密
教
と
の
か
か
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
と

も
と
は
空
海
の
修
し
た
後
七
日
御
修
法
に
よ
る
玉
体
加
持
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
重
病
に

か
か
っ
た
僧
侶
を
不
動
法
を
修
し
て
平
癒
さ
せ
た
な
ど
の
霊
験
記
か
ら
、
貴
族
か
ら
庶
民
へ
と
民
俗
化
し
て

い
く
過
程
の
中
で
、
馮
霊
信
仰
の
加
持
祈
祷
に
よ
る
除
跋
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
山
折
哲
雄
『
日
本
人
の
霊
魂
観
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
一
年
）。

祐
天
の
事
績
を
考
え
た
と
き
問
題
と
な
る
の
は
、
密
教
か
ら
来
た
修
法
が
明
ら
か
に
病
気
平
癒
な
ど
の
現

世
利
益
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
教
の
僧
侶
と
し
て
学
問
を
し
、
相
承
を
受
け
実

践
を
し
て
き
た
祐
天
は
、
今
現
に
苦
し
ん
で
い
る
人
を
見
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
百
萬
遍
を
修
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

近
年
、
高
田
衛
氏
は
祐
天
を
称
し
て
「
悪
霊
祓
い
師
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
も
、
馮
霊
を
現
実
の
も
の
と
認

め
か
つ
除
跋
を
目
的
と
し
て
念
仏
を
し
た
と
す
る
解
釈
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
は
言
え
な
い
。

第
一
に
馮
霊
を
祐
天
が
認
め
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
の
教
義
か
ら
言
え
ば
無
記
の
立
場
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
人
間
の
考
え
の
及
ば
な
い
こ
と
と
捉
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
当

時
の
医
学
や
科
学
の
知
識
か
ら
言
え
ば
、
当
然
不
可
思
議
な
る
も
の
と
い
う
漠
然
と
し
た
概
念
で
の
存
在
を

認
め
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
祐
天
の
見
方
は
、
そ
の
死
霊
な
ど
の
怨
念
に
執
着
す
る
こ
と

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
狂
乱
し
た
人
の
病
気
を
治
す
の
で
は
な
く
、
後
世
を
願
っ
た
念
仏
を
し

た
と
言
っ
た
ほ
う
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
極
言
す
れ
ば
、
祐
天
が
十
念
を
授
け
た
の
ち
、
そ
の
人
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の
病
気
が
治
ろ
う
治
る
ま
い
と
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
目
標
は
あ
く
ま
で
も
往
生
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
伝
記
中
に
出
て
く
る
名
号
の
験
益
は
「
信
者
の
信
力
」
に
よ
る
と
明
解
に

言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
普
及
本
」
の
系
統
で
は
、
い
ず
れ
も
悪
霊
得
脱
を
目
的
と
し
て
祐
天
が
活
躍
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の

問
題
の
理
解
を
妨
げ
て
い
る
。

一
般
に
悪
霊
祓
い
を
目
的
と
し
て
念
仏
を
し
た
例
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
唯
真
先
生
（『
仏
教
民
俗

学
』
講
座
・
日
本
の
民
俗
宗
教
２
、
昭
和
五
十
五
年
、
三
六
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
祈
祷
の
機
能
は
あ
っ
た
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
疫
病
な
ど
の
流
行
に
よ
り
百
万
遍
を
修
し
た
例
は
多
く
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
鎮

魂
は
あ
っ
て
も
悪
霊
祓
い
の
例
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
、
祐
天
が
意
図
し
て
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
隆

光
ら
と
綱
吉
の
前
で
真
っ
向
か
ら
呪
術
比
べ
を
行
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
そ

し
て
、
綱
吉
と
は
理
論
で
勝
負
し
た
の
で
あ
る
。

明
確
な
言
葉
と
し
て
は
出
て
こ
な
い
が
、
儒
教
倫
理
を
尊
び
、
祈
祷
に
走
っ
た
綱
吉
と
堂
々
と
渡
り
合
っ

た
理
論
と
い
う
も
の
に
は
、
合
理
的
な
浄
土
教
理
論
の
展
開
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
も

し
祈
祷
と
念
仏
の
力
比
べ
の
よ
う
な
話
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
祐
天
は
綱
吉
の
気
を
ひ
く
だ
け
の
根
拠
を
示

せ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
も
し
浄
土
教
義
を
逸
脱
し
た
行
為
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
檀
林
主
に
な
る
と
き
に
、
当
然
宗
内
か

ら
猛
反
発
が
出
た
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、





祐
天
に
は
大
勢
の
弟
子
が
お
り
、
な
か
に
は
観
徹
の
よ
う
な
学
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
一

番
弟
子
で
あ
る
祐
海
は
二
十
四
歳
（
祐
天
伝
通
院
住
職
時
代
）
に
し
て
『
愚
蒙
安
心
章
』
を
著
し
、
そ
の
最

初
に
「
浄
土
宗
祈
祷
の
事
」
と
言
う
題
名
で
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
奥
書
き
に
お
い
て
祐
海
は
「
師
に
常
随

給
仕
し
衆
人
に
対
し
教
化
し
玉
ふ
安
心
の
お
も
む
き
を
粗
億
持
せ
ん
か
た
め
筆
記
」
し
た
と
し
、

今
思
に
難
有
事
あ
り
此
書
近
従
の
僧
某
に
隠
し
ひ
そ
か
に
師
の
高
覧
に
入
る
に
や
或
時
師
の
仰

せ
に
あ
れ
ハ
よ
ふ
書
た
な
と
御
称
賛
あ
り
き
右
此
書
ハ
殊
之
外
古
ひ
た
り
故
に
粗
再
治
し
清
書

す
る
者
也

と
記
す
。

そ
の
内
容
は
、
祐
天
の
思
想
に
迫
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
そ
の
詳
細
な
検
討
は
さ
し
お
き
、
問
題

と
な
る
箇
所
の
み
を
抜
い
て
み
た
い
。

夫
祈
祷
の
意
地
を
い
は
ば
、
滅
罪
生
善
と
て
罪
を
ほ
ろ
ぼ
し
善
を
生
る
を
以
、
祈
祷
と
せ
り
故

に
祈
り
い
の
ら
る
ヽ
意
に
た
だ
　
　
菩
提
心
あ
り
と
い
へ
ど
も
祈
る
心
に
唯
現
世
を
執
し
ま
た
、

た
ま
た
ま
い
の
る
心
実
有
と
い
へ
と
も
い
の
ら
る
る
心
に
誠
な
け
れ
ば
佛
神
の
本
意
に
か
な
は

ざ
る
故
、
か
つ
て
得
益
な
し
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現
世
に
執
し
菩
提
心
な
き
祈
り
い
か
で
か
是
佛
意
に
叶
は
め
爰
を
心
義
門
に
は
、
天
下
和
順
等

の
勝
れ
た
る
現
益
乃
経
文
あ
り
と
い
へ
ど
も
穢
土
を
厭
い
浄
土
を
欣
ふ
を
本
意
と
し
て
南
無
阿

弥
陀
仏
と
浄
土
に
廻
す
る
の
時
は
彼
土
の
功
熏
此
土
に
熏
じ
て
現
世
安
穏
な
り
と
い
へ
り
。
故

に
所
願
な
り
て
祈
祷
を
作
さ
ば
、
厭
願
の
意
地
を
本
と
し
て
滅
罪
生
善
を
念
ず
べ
し

祐
海
の
著
作
で
あ
る
が
祐
天
の
言
葉
と
解
せ
ば
、
祐
天
は
祈
祷
を
祈
る
心
と
し
て
そ
こ
に
誠
が
な
け
れ
ば

願
は
成
就
し
な
い
こ
と
、
そ
こ
に
現
世
に
執
着
す
る
心
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

の
見
解
は
、
浄
土
宗
の
教
義
を
出
な
い
も
の
と
確
信
す
る
。
し
た
が
っ
て
祐
天
の
行
っ
た
行
為
は
悪
霊

解
脱
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
狂
乱
し
た
女
性
の
往
生
を
願
う
た
め
の
も
の
で
、
村
人
と
と
も
に
誠

の
心
で
実
践
を
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
善
の
一
つ
の
表
れ
の
中
に
、
そ
の
女
性
の
精
神
が

安
定
し
て
き
た
と
見
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

祐
天
の
行
っ
た
実
践
と
結
果
が
庶
民
の
間
に
真
に
理
解
さ
れ
ず
、
念
仏
が
除
跋
し
た
と
い
う
短
絡
的
な
見

方
に
な
り
、
後
世
の
「
普
及
本
」
伝
記
の
発
生
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
、
祐
天
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
幸
い
し
た
。
そ
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
け
れ
ば
一
介
の
隠
遁
僧

を
桂
昌
院
が
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
祐
天
の
想
い
と
は
裏
腹
に
世
に

流
言
は
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。




