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真
言
宗
や
天
台
宗
の
伝
授
を
受
け
る
禅
僧
も
少
な
か
ら
ず
お
り
ま
す
。
浄
土
宗
に
強

い
興
味
を
持
ち
、
念
仏
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
懸
命
に
調
べ
よ
う
と
す
る
禅
僧
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
念
仏
も
禅
と
同
じ
よ
う
に
本
来
は
仏
教
の
在
り
方
の
一
つ

で
す
の
で
、
禅
を
主
に
し
て
い
る
禅
僧
で
も
念
仏
を
行
う
こ
と
は
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
禅
僧
は
学
問
を
行
い
ま
す
の
で
、
南
都
六
宗
と
言
わ
れ
る
、
た
と

え
ば
東
大
寺
は
宗
派
で
言
う
と
華
厳
宗
、
興
福
寺
は
法
相
宗
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ

ら
天
台
宗
・
真
言
宗
が
入
る
以
前
の
時
代
の
宗
派
を
勉
強
す
る
禅
僧
も
い
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
座
禅
に
打
ち
込
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
政
治
と
は
縁
遠

い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

禅
僧
の
場
合
は
、
中
国
の
古
典
や
詩
も
勉
強
し
ま
す
の
で
、
知
識
人
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
知
識
の
上
に
、
政
治
の
顧
問
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は

中
国
語
が
あ
る
程
度
出
来
ま
す
の
で
、
中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
そ
の
他
と
の
外
交

の
担
い
手
と
し
て
活
躍
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
政
治
の
中
心
に
関
わ
っ
て
い
く

禅
僧
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
幅
広
く
勉
強
し
、
政
治
の
中
で
も
活
躍
し
て
い
く
と

い
う
の
が
中
世
、
そ
し
て
江
戸
時
代
を
通
じ
た
禅
僧
の
在
り
方
で
す
。
そ
の
よ
う
に

政
権
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
と
、
反
面
、
政
権
の
方
か
ら
統
制
さ
れ
る
と
い
う
仕
組

み
が
出
来
上
が
っ
て
き
ま
す
。

以
下
、
五
山
以
下
の
話
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
対
象
と
な
る
の
は
、
禅
僧
全
体
と

い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
世
で
は
、
夢
窓
疎
石
と
い
う
禅
僧
の
教
え
を
受
け

た
人
達
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
禅
僧
た
ち
は
、
室
町
幕
府
と
の
関
係
を
強
く
し
て
い
き

只
今
、
御
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
山
家
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

今
日
は
、「
禅
宗
寺
院
と
室
町
幕
府
」
と
い
う
題
で
お
話
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し

た
。
前
半
は
お
も
に
五
山
の
話
、
京
都
や
鎌
倉
の
話
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
後
半
は
、

今
館
長
に
も
御
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
鹿
児
島
県
内
の
十
刹
・
諸
山
に
認
定

さ
れ
た
禅
宗
寺
院
の
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
普
段
鹿
児
島
県
の
こ

と
を
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
勉
強
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
後
半
は
特
に
理
解
不
十
分
な

状
態
で
お
話
し
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
お
許
し
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
導
入
と
し
て
、
禅
僧
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
お
話
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
禅
僧
と

い
う
と
、
た
と
え
ば
永
平
寺
さ
ん
な
ど
の
よ
う
に
、
修
行
の
場
面
、
深
遠
な
場
所
で

座
禅
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
は
必
ず
し

も
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
禅
と
い
う
も
の
は
仏
教
を
構
成
す
る
要

素
の
一
つ
で
、
そ
こ
を
特
化
し
た
形
で
禅
宗
と
い
う
の
が
成
立
し
て
参
り
ま
す
の
で
、

初
期
の
段
階
で
は
、
他
の
宗
派
の
素
養
も
身
に
付
け
る
の
が
当
然
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
状
態
の
禅
宗
の
こ
と
を
少
し
前
ま
で
は
、
兼
修
禅
と
い
う
言
い
方
を
し
て
、
そ

れ
に
対
し
て
座
禅
に
打
ち
込
む
、
只
管
打
坐
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
禅
宗
を
純
粋
禅
と

い
う
言
い
方
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
表
現
の
仕
方
に
従
え
ば
、
兼
修
禅

も
多
分
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
密
教
で
あ
る
、

禅
宗
寺
院
と
室
町
幕
府〜

鹿
児
島
県
内
の
十
刹
・
諸
山
〜
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で
あ
る
幕
府
が
決
め
る
、
よ
り
端
的
に
言
え
ば
将
軍
が
認
定
す
る
と
い
う
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
五
山
・
十
刹
以
下
に
認
定
さ
れ
た
お
寺
で
は
、
そ
の
お
寺

の
ト
ッ
プ
で
あ
る
住
持
は
、
推
薦
を
受
け
た
う
え
で
で
は
あ
り
ま
す
が
、
将
軍
が
決

定
し
任
命
し
ま
す
。
こ
の
将
軍
に
よ
る
住
持
任
命
は
、
五
山
・
十
刹
・
諸
山
と
言
わ

れ
る
禅
寺
の
大
き
な
特
徴
に
な
っ
て
き
ま
す
。

通
常
ど
の
位
の
任
期
に
な
る
か
と
い
う
と
、
三
年
二
夏
と
い
い
ま
す
が
、
大
体
夏

を
二
つ
過
ご
す
期
間
と
な
り
ま
す
。
夏
の
修
行
期
間
を
夏
安
居
（
げ
あ
ん
ご
）
と
言

い
、
こ
の
期
間
が
修
行
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
の
で
、
修
行
期
間
を
二
回
経
験

し
て
、
足
掛
け
三
年
く
ら
い
が
大
体
一
つ
の
任
期
に
な
り
ま
す
。
任
期
を
終
え
る
と

ま
た
次
の
階
梯
に
登
っ
て
次
の
禅
寺
の
住
持
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
な
か
に
は
、
任

命
は
さ
れ
た
け
れ
ど
も
実
際
に
は
そ
の
お
寺
に
赴
か
な
い
と
こ
と
も
し
ば
し
ば
起
こ

り
ま
す
が
、
本
来
の
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

将
軍
が
住
持
を
任
命
し
、
必
ず
し
も
推
薦
ど
お
り
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
住
持
の

お
弟
子
さ
ん
が
次
の
住
持
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
禅
僧
の
場
合
、
住
持
に
な
っ

た
際
に
、
自
分
の
師
匠
が
誰
で
あ
る
か
言
明
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
の
で
、
誰
の

弟
子
が
誰
で
あ
る
と
い
う
の
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
法
の
相
承
関
係

で
、
血
縁
を
示
す
系
図
と
同
様
の
法
系
図
が
出
来
ま
す
。
そ
の
た
め
宗
派
が
明
確
で
、

何
々
派
と
い
う
言
い
方
が
で
き
ま
す
。
天
台
宗
、
真
言
宗
の
場
合
に
は
、
色
々
な
法

流
が
あ
っ
て
、
ひ
と
り
の
僧
侶
は
、
法
流
を
色
々
な
お
師
匠
さ
ん
か
ら
学
び
ま
す
の

で
、
師
匠
が
複
数
い
る
こ
と
が
多
く
な
る
の
と
異
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
禅
宗
の
場

合
、
放
っ
て
置
け
ば
一
つ
の
お
寺
の
住
持
は
弟
子
た
ち
に
ず
っ
と
相
承
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
諸
山
以
上
に
認
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
現
象
は
、

原
則
と
し
て
は
起
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
十
方
住
持
と
い
い
ま
す
。
十
方
、

つ
ま
り
色
々
な
方
面
か
ら
住
持
を
任
命
す
る
と
い
う
十
方
住
持
が
諸
山
以
上
の
住
持

ま
す
の
で
、
室
町
幕
府
に
よ
る
、
五
山
・
十
刹
・
諸
山
と
い
う
禅
寺
の
制
度
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
禅
宗
は
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
に
わ
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
う

ち
臨
済
宗
の
禅
僧
た
ち
、
そ
の
中
で
も
、
室
町
幕
府
で
は
主
流
派
と
な
る
夢
窓
疎
石

の
法
を
継
ぐ
人
た
ち
が
中
心
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
禅
僧
た
ち
と
は
、
た
と
え
ば
臨
済
宗
で
あ
れ
ば
、
夢
窓
一
派
と
は
距

離
を
お
い
て
い
る
、
お
寺
で
言
え
ば
、
京
都
に
大
徳
寺
と
か
妙
心
寺
と
か
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
い
る
禅
僧
、
あ
る
い
は
曹
洞
宗
の
禅
僧
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
禅
僧
も
さ
き
に
挙
げ
た
二
つ
の
特
徴
を
持
っ
て
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
徳
寺
や
妙
心
寺
を
拠
点
に
し
て
い
る
禅
僧
達
と
い
う
の
は
、

室
町
幕
府
の
下
で
は
、
五
山
・
十
刹
・
諸
山
と
い
う
仕
組
み
の
外
に
で
て
し
ま
い
ま

す
が
、
室
町
幕
府
が
徐
々
に
弱
く
な
っ
て
い
き
ま
す
と
、
逆
に
妙
心
寺
等
の
禅
僧
達

が
勢
力
を
強
め
て
い
っ
て
、
地
方
の
戦
国
大
名
に
影
響
力
を
強
め
て
い
き
ま
す
。
東

国
で
い
う
と
武
田
氏
や
今
川
氏
の
政
治
顧
問
に
な
っ
て
い
る
の
は
ほ
ぼ
妙
心
寺
派
の

禅
僧
で
す
し
、
中
に
は
曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
が
そ
う
い
う
位
置
を
占
め
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
た
だ
、
今
日
は
、
室
町
幕
府
に
よ
る
統
制
で
あ
る
、
五
山
以
下
の
話
だ
け

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

で
は
、
五
山
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
、
中
国
の
南
宋

十
三
世
紀
初
頭
、
日
本
で
い
う
と
鎌
倉
時
代
の
初
め
の
頃
、
中
国
で
、
五
山
・
十

刹
・
甲
刹
と
い
う
言
い
方
の
三
段
階
で
禅
宗
系
の
寺
院
を
管
理
す
る
制
度
が
確
立
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
ろ
日
本
に
は
中
国
か
ら
盛
ん
に
情
報
が
入
っ
て
き
ま
す
の
で
、
鎌

倉
幕
府
、
北
条
氏
の
政
権
が
導
入
し
て
い
き
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
五
山
・
十
刹
・
諸

山
と
い
う
形
で
禅
宗
寺
院
が
体
系
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

ど
の
お
寺
を
五
山
と
す
る
か
、
ど
の
お
寺
を
十
刹
と
す
る
か
と
い
う
の
は
、
政
権
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の
原
則
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
に
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
は
い
か
な
い

の
で
、
特
定
の
宗
派
か
ら
し
か
住
持
に
な
ら
な
い
お
寺
も
五
山
の
中
に
は
あ
り
ま
す
。

特
定
の
宗
派
か
ら
し
か
住
持
に
な
ら
な
い
、
特
定
の
禅
僧
の
弟
子
に
相
承
さ
れ
て
い

く
禅
寺
を
徒
弟
院
（
つ
ち
え
ん
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

禅
宗
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
耳
慣
れ
な
い
読
み
方
を
す
る
用
語
が
と
て
も
多
い

で
す
。
こ
れ
も
な
じ
み
に
く
い
一
因
で
す
。
今
で
も
、
同
じ
言
葉
で
も
臨
済
宗
と
曹

洞
宗
で
読
み
方
が
違
っ
た
り
し
ま
す
の
で
、
我
々
も
困
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
お

話
し
て
い
る
な
か
で
も
、「
十
刹
」
は
「
じ
ゅ
っ
さ
つ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

辞
書
を
引
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
振
り
仮
名
で
多
い
の
は
「
じ
っ
せ

つ
」
と
い
う
読
み
方
で
す
。
今
日
は
「
じ
ゅ
っ
さ
つ
」
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
様
子
で
読
み
は
だ
い
ぶ
面
倒
で
す
。

次
に
、
五
山
・
十
刹
・
諸
山
そ
れ
ぞ
れ
の
話
に
移
り
ま
す
。
五
山
は
お
お
よ
そ
五

つ
の
禅
院
か
ら
な
り
ま
す
。
一
位
か
ら
五
位
ま
で
の
順
位
が
あ
り
ま
す
。
十
刹
は
そ

の
下
に
あ
っ
て
、
十
の
禅
院
か
ら
な
り
、
一
位
か
ら
十
位
ま
で
あ
る
の
が
本
来
の
形

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
諸
山
は
順
位
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
も
と
も
と
数
も
決
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
日
本
全
国
に
広
く
存
在
し
て
い
ま
す
。

最
初
に
五
山
で
す
。
ど
の
よ
う
な
お
寺
が
五
山
に
な
っ
た
か
を
最
初
に
ご
紹
介
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
五
山
の
場
合
に
は
鎌
倉
と
京
都
の
地
域
に
し
か
認
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ま
ず
鎌
倉
で
す
。
五
山
と
な
っ
た
の
は
、

表
に
挙
げ
た
五
つ
の
寺
院
だ
け
で
す
。
成
立
年
代
順
に
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。

最
初
に
挙
げ
た
浄
妙
寺
と
い
う
の
は
、
成
立
は
文
治
四
（
一
一
八
八
）
年
と
か
な

り
古
い
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
禅
宗
寺
院
と
し
て
意
味
を
持
つ
の
は
鎌
倉
の
末
の

頃
で
す
。
再
興
は
足
利
貞
氏
と
な
っ
て
い
ま
す
。
貞
氏
は
、
足
利
尊
氏
の
御
父
様
で

表１　五山の寺院
寺名 開創 開山 開基
【鎌倉】 　

浄妙寺 文治４ 1188 退耕行勇
足利義兼
再興足利貞氏

寿福寺 正治２ 1200 栄西 北条政子
建長寺 建長５ 1253 蘭渓道隆 北条時頼
円覚寺 弘安５ 1282 無学祖元 北条時宗
浄智寺 弘安４以降 1281 大休正念（兀庵普寧・南洲宏海） 北条師時

【京都】 　
建仁寺 建仁２ 1202 栄西 源頼家
東福寺 寛元元 1243 円爾 九条道家

万寿寺 正嘉年中に禅寺に 1257-
59 十地上人覚空（東山湛照） （郁芳門院）

南禅寺 元応４ 1291 無関玄悟 亀山天皇
大徳寺 嘉暦元 1326 宗峰妙超 花園天皇
天龍寺 暦応２ 1339 夢窓疎石 足利尊氏
相国寺 永徳２ 1382 夢窓疎石（春屋妙葩） 足利義満
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せ
ま
す
。
こ
の
道
を
西
に
行
く
と
、
山
を
越
え
る
前
に
寿
福
寺
が
あ
り
ま
す
の
で
、

や
は
り
古
い
立
地
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
方
、
建
長
寺
・
円
覚
寺
・
浄

智
寺
は
、
鎌
倉
中
心
部
か
ら
は
、
巨
袋
坂
や
亀
ヶ
谷
坂
を
超
え
た
先
に
あ
り
、
鎌
倉

の
周
縁
部
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

今
度
は
京
都
の
話
で
す
。
京
都
は
五
つ
以
上
あ
り
、
表
１
に
従
っ
て
順
に
説
明
し

ま
す
。
一
番
古
い
の
は
建
仁
寺
で
す
。
源
頼
家
、
す
な
わ
ち
頼
朝
の
次
の
将
軍
が
栄

西
を
招
じ
て
開
山
し
た
と
い
う
お
寺
で
す
。
鎌
倉
で
言
え
ば
寿
福
寺
と
同
じ
位
置
づ

け
の
お
寺
に
な
り
ま
す
。
武
家
に
と
っ
て
の
禅
宗
寺
院
と
い
え
ば
ま
ず
建
仁
寺
に
な

り
ま
す
。
建
仁
寺
の
場
所
は
、
鎌
倉
幕
府
が
六
波
羅
探
題
を
置
い
た
場
所
に
な
り
ま

す
。
も
と
も
と
平
家
が
京
都
で
根
拠
地
に
し
て
い
た
場
所
で
、
そ
の
後
鎌
倉
幕
府
に

な
っ
て
も
根
拠
地
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
に
幕
府
と
関
係
が
深
い
建
仁
寺
が
造
ら

れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
東
福
寺
が
次
に
成
立
し
ま
す
。
摂
政
・
関
白
に
任
ぜ
ら
れ
る
、
藤
原

道
長
の
流
れ
を
汲
む
家
の
一
つ
で
あ
る
九
条
家
が
中
心
と
な
っ
て
、
他
の
摂
関
家
も

協
力
し
て
建
て
た
禅
寺
で
す
。
万
寿
寺
も
東
福
寺
と
性
格
の
類
似
し
た
禅
寺
で
す
。

京
都
の
禅
寺
で
一
番
重
要
な
の
は
、
亀
山
上
皇
が
造
っ
た
南
禅
寺
で
す
。
天
皇
家

の
創
建
し
た
禅
寺
と
し
て
は
初
め
て
の
も
の
で
、
高
い
寺
格
を
誇
り
ま
す
。
同
様
に

天
皇
家
と
関
わ
る
の
は
大
徳
寺
で
す
が
、
あ
と
で
お
話
す
る
よ
う
に
、
大
徳
寺
は
後

に
五
山
の
枠
か
ら
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
こ
ま
で
が
鎌
倉
時
代
の
成
立
で
、
こ
こ
か
ら
室
町
幕
府
の
時
代
に
な
る
と
、
天

龍
寺
と
相
国
寺
と
い
う
禅
寺
が
造
ら
れ
ま
す
。
嵯
峨
に
あ
る
天
龍
寺
は
、
も
と
は
亀

山
殿
と
い
う
天
皇
の
離
宮
で
あ
っ
た
場
所
で
、
後
醍
醐
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
後

醍
醐
天
皇
以
下
の
戦
没
者
を
弔
う
施
設
と
し
て
足
利
尊
氏
ら
が
造
立
し
た
禅
院
で
す
。

相
国
寺
は
三
代
将
軍
で
あ
る
足
利
義
満
の
時
に
造
立
し
た
禅
寺
で
す
。
足
利
将
軍
家

す
。
実
際
は
尊
氏
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
機
能
し
た
よ
う
な
も
の
で
す
の
で
場
合
に

よ
っ
て
は
鎌
倉
の
最
後
に
回
し
て
い
た
だ
い
て
も
よ
い
で
す
。
そ
こ
で
、
二
番
目
の

寿
福
寺
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。
寿
福
寺
は
北
条
政
子
が
開
基
と
な
っ
て
い
ま
す
。

頼
朝
・
政
子
時
代
に
栄
西
を
招
じ
て
開
創
し
ま
し
た
の
で
、
鎌
倉
の
禅
宗
の
寺
と
し

て
は
一
番
古
い
由
緒
を
持
ち
ま
す
。
た
だ
し
、
栄
西
自
体
も
含
め
て
、
禅
と
い
う
要

素
に
特
化
し
た
禅
宗
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
下
の
建
長
寺
、
円
覚
寺
、
浄
智
寺
は
、
渡
来
僧
、
中
国

で
修
行
さ
れ
た
中
国
人
で
、
日
本
に
き
た
禅
僧
に
対
し
、
北
条
氏
が
禅
寺
を
用
意
し

て
、
開
山
に
招
い
た
と
い
う
も
の
で
す
の
で
、
よ
り
禅
の
要
素
が
強
い
禅
宗
に
な
り

ま
す
。
建
長
寺
、
円
覚
寺
は
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。

建
長
寺
の
開
山
は
蘭
渓
道
隆
で
す
。
蘭
渓
道
隆
と
い
う
方
は
、
日
本
か
ら
招
い
た

の
で
は
な
く
て
、
色
々
な
事
情
が
あ
り
、
日
本
か
ら
行
っ
て
い
た
お
坊
さ
ん
と
一
緒

に
日
本
に
渡
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
高
僧
で
す
。
少
し
話
は
ず
れ
ま
す
が
、

蘭
渓
道
隆
は
鹿
児
島
と
も
非
常
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
肝
付
町

に
道
隆
寺
と
い
う
、
ま
さ
に
道
隆
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
今
は

跡
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
肝
付
氏
関
係
の
石
塔
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
壮
観
で
す
。

蘭
渓
道
隆
が
日
本
に
き
て
最
初
に
開
い
た
お
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
道
隆
寺
と
い

う
名
前
を
付
け
て
い
る
と
い
う
伝
承
を
持
っ
て
い
ま
す
。
肝
付
氏
の
居
城
で
あ
る
高

山
城
の
す
ぐ
側
に
あ
り
、
一
定
の
由
緒
の
あ
る
寺
院
だ
と
推
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
道

隆
と
の
関
係
は
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
蘭
渓

道
隆
は
鹿
児
島
県
に
由
緒
の
あ
る
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
少
し
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

鎌
倉
と
い
う
都
市
は
、
古
い
時
代
の
中
心
軸
は
東
西
方
向
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
浄
妙
寺
は
東
の
金
沢
へ
行
く
道
沿
い
、
東
西
軸
に
位
置
し
、
古
い
成
立
を
窺
わ
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の
氏
寺
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
。
尊
氏
の
時
代
に
は
、
幕
府
の
中
心
が
置

か
れ
て
い
た
足
利
直
義
の
邸
宅
に
隣
接
し
て
、
等
持
寺
と
い
う
氏
寺
が
あ
り
ま
し
た
。

義
満
は
花
の
御
所
、
室
町
殿
を
新
た
に
造
っ
た
時
に
、
そ
の
傍
ら
に
氏
寺
も
新
設
し

て
、
相
国
寺
を
造
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
順
位
で
す
。
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
上
と
下
は
、
同
じ
内
容
で
す
が
並
べ

る
順
番
を
変
え
て
あ
り
ま
す
。
上
は
京
都
と
鎌
倉
を
分
け
て
順
に
並
べ
、
下
は
京

都
・
鎌
倉
一
緒
に
し
て
順
位
に
従
っ
て
並
べ
ま
し
た
。

鎌
倉
幕
府
の
時
に
ど
う
だ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
鎌
倉
幕
府
の

も
と
五
山
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
五
つ

の
寺
院
が
何
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
建
長
寺
、
円
覚
寺
、

寿
福
寺
、
浄
智
寺
は
間
違
い
な
く
、
も
う
一
つ
は
、
ど
う
も
京
都
の
建
仁
寺
が
入
っ

て
い
た
と
考
え
る
の
が
有
力
か
と
思
い
ま
す
。
南
禅
寺
は
、
天
皇
が
造
ら
れ
た
の
で
、

別
格
で
准
五
山
に
な
っ
て
い
ま
す
。

後
醍
醐
天
皇
の
時
期
に
な
る
と
鎌
倉
の
要
素
が
少
し
減
っ
て
い
き
ま
す
。
建
長
寺
、

円
覚
寺
は
寺
格
が
高
い
の
で
残
り
ま
す
が
、
京
都
に
あ
る
建
仁
寺
に
加
え
て
、
東
福

寺
、
万
寿
寺
が
入
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
大
徳
寺
が
天
皇
家
の
関
係
の
禅
寺
と
い
う

こ
と
で
、
南
禅
寺
と
と
も
に
五
山
の
中
に
入
っ
て
き
ま
す
。
建
武
政
権
で
も
順
位
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
南
禅
寺
と
大
徳
寺
が
天
皇
家
の
お
寺
と
い
う
こ
と
で
寺
格
が
高

か
っ
た
の
は
わ
か
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
が
一
位
で
ど
ち
ら
が
二
位
で
あ
っ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
の
で
す
。

室
町
幕
府
に
な
り
、
天
龍
寺
が
創
建
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
順
番
が
は
っ

き
り
し
ま
す
。
建
武
政
権
時
に
も
五
を
超
え
て
い
た
の
に
、
天
龍
寺
が
新
し
く
一
つ

増
え
ま
す
の
で
、
一
位
と
二
位
に
つ
い
て
は
、
京
都
と
鎌
倉
の
両
方
で
設
け
る
こ
と

表２　五山　位次の変遷　上表は京都・鎌倉別　下表は位次別
　 南禅 天龍 相国 建仁 東福 万寿 大徳 臨川 建長 円覚 寿福 浄智 浄妙

鎌倉幕府 准 ○？ ○ ○ ○ ○

建武政権 ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 十刹 ◎は別格

暦応５頃　1342 1 2 4 5 1 2 3 准 ※１延文元に仏心寺が
　准になっている

延文３頃　1358 1 2 4 5 ５＊ 十刹 1 2 3 ５＊ ５＊ ＊はやや下

永和３　1377 1 2 4 5 5東福下 1 2 3 ５＊ ５＊

康暦２　1380 1 2 4 5 ５＊ 准十刹 1 2 3 ５＊ ５＊

至徳３頃　1386 上 1 2 3 4 5 十刹 十刹 1 2 3 4 5

応永８　1401 上 2 1 3 4 5 十刹 十刹 1 2 3 4 5

応永１７　1410 上 1 2 3 4 5 十刹 十刹 1 2 3 4 5

　 南禅 天龍 建長 相国 円覚 建仁 寿福 東福 浄智 万寿 浄妙 大徳 臨川

鎌倉幕府 准 ○ ○ ○？ ○ ○

建武政権 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 十刹 ◎

暦応５頃 1 2 1 2 4 3 5 准

延文３頃 1 2 1 2 4 3 5 ５＊ ５＊ ５＊ 十刹

永和３ 1 2 1 2 4 3 5 ５＊ ５＊ 5東福下

康暦２ 1 2 1 2 4 3 5 ５＊ ５＊ ５＊ 准十刹

至徳３頃 上 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 十刹 十刹

応永３ 上 2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 十刹 十刹

応永１７ 上 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 十刹 十刹
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に
な
り
ま
す
。
寺
院
ご
と
に
み
る
と
、
鎌
倉
で
は
建
長
寺
、
円
覚
寺
の
寺
格
が
高

く
、
建
武
政
権
で
は
大
徳
寺
、
南
禅
寺
、
室
町
幕
府
で
は
将
軍
家
と
関
わ
り
の
深
い

天
龍
寺
、
相
国
寺
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
五
山
の
十
刹
以
下
と
は
異
な
る
特
徴
と
し

て
、
鎌
倉
と
京
都
か
ら
し
か
選
ば
れ
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
京
都
・
鎌
倉
で

一
位
、
二
位
を
分
け
る
、
あ
る
い
は
双
方
で
一
位
か
ら
五
位
を
設
け
る
場
合
、
同
じ

位
の
関
係
に
は
、
か
な
り
気
を
遣
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
く
ま
で
同
格
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
厳
密
に
規
定
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
五
山
の
一
位
と
五
山
の
二
位
だ
っ

た
ら
、
五
山
の
二
位
の
住
持
は
五
山
の
一
位
の
住
持
に
、
下
の
者
と
し
て
礼
を
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、
京
都
と
鎌
倉
の
同
じ
一
位
同
士
で
あ
れ
ば
、
同
じ
格
と
し

て
礼
を
取
る
こ
と
を
決
め
て
い
ま
す
。

次
に
、
こ
れ
ま
で
省
略
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

五
山
の
中
に
最
終
的
に
組
み
込
ま
れ
な
い
禅
寺
に
つ
い
て
で
す
。
ま
ず
は
、
建
武
政

権
の
時
に
重
要
視
さ
れ
た
大
徳
寺
で
す
。
至
徳
三
（
一
三
八
六
）
年
に
十
刹
九
位
に

確
認
さ
れ
ま
す
が
、
永
享
三
（
一
四
三
一
）
年
に
は
願
い
に
よ
り
十
刹
か
ら
も
外
れ

て
い
ま
す
。
天
皇
家
由
来
の
お
寺
な
の
で
、
本
来
は
手
厚
い
保
護
を
受
け
る
べ
き
お

寺
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
大
徳
寺
は
大
応
派
の
徒
弟
院
で
あ
る
こ
と
を
守
り
ま
す
。

禅
宗
で
は
師
匠
関
係
が
は
っ
き
り
し
ま
す
の
で
、
師
匠
の
名
を
と
っ
て
何
々
派
と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
大
徳
寺
開
山
は
大
応
国
師
南
浦
紹
明
の
弟
子
宗
峰
妙
超
で
、

大
徳
寺
は
そ
の
門
弟
で
住
持
を
継
承
す
る
こ
と
を
選
び
ま
す
。
十
方
住
持
の
精
神
に

反
す
る
の
で
次
第
に
五
山
か
ら
離
れ
、
最
後
は
十
刹
か
ら
も
離
れ
て
独
自
路
線
を
進

み
ま
す
。
独
自
路
線
を
行
く
大
徳
寺
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
妙
心
寺
の
門
派
は
、
さ
き

ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
地
方
に
展
開
し
て
い
き
、
戦
国
時
代
に
は
と
て
も
力
を

持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
東
福
寺
お
よ
び
万
寿
寺
、
こ
れ
ら
も
聖
一
派
の
徒
弟
院
で
す
。
聖
一
国
師

に
な
り
ま
す
。
京
都
一
位
と
し
て
南
禅
寺
、
二
位
と
し
て
新
し
く
で
き
た
天
龍
寺
、

鎌
倉
の
一
位
と
し
て
建
長
寺
、
二
位
と
し
て
円
覚
寺
。
そ
し
て
三
、四
、五
位
は
京
都

と
鎌
倉
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。
初
代
将
軍
の
足
利
尊
氏
が
亡
く
な
っ
た
少
し
後
く
ら

い
に
な
る
と
、
五
山
の
五
番
目
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
少
し
低
い
寺
格
を
設
定
し
て
、

五
の
位
を
少
し
増
や
し
ま
す
。
＊
印
を
つ
け
た
と
こ
ろ
で
す
。
鎌
倉
で
二
つ
、
京
都

で
一
つ
、
増
や
し
て
い
ま
す
。
そ
の
の
ち
臨
川
寺
と
い
う
お
寺
を
五
山
の
中
に
入
れ

た
時
期
が
あ
り
ま
す
の
で
、
表
は
分
け
て
あ
り
ま
す
。
臨
川
寺
に
つ
い
て
は
後
で
ご

説
明
し
ま
す
。

次
に
五
山
が
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
相
国
寺
が
創
建
さ
れ
た
時
で
す
。
足
利
義
満

の
時
代
に
な
り
、
自
ら
造
っ
た
相
国
寺
を
五
山
の
中
に
入
れ
た
い
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
五
と
い
う
数
は
さ
ら
に
足
ら
な
く
な
り
、
大
幅
な
改
編
を
し
ま
す
。
ま
ず
は
圧

倒
的
に
寺
格
が
高
い
南
禅
寺
を
一
位
よ
り
上
、
五
山
よ
り
上
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
し
て
、
天
龍
寺
を
一
位
、
相
国
寺
を
二
位
に
し
て
京
都
だ
け
で
も
五
つ
決
め
て
し

ま
い
ま
す
。
一
方
鎌
倉
は
独
自
に
五
つ
決
め
、
建
長
寺
・
円
覚
寺
の
一
、二
位
は
残

し
た
上
で
、
三
、四
、五
位
を
決
め
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
五
山
と
言
い
な
が
ら
も

十
一
の
禅
寺
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
安
定
し
て
、
室
町
幕
府
が

存
続
し
た
う
ち
は
機
能
し
、
あ
る
意
味
で
は
現
在
ま
で
、
も
ち
ろ
ん
現
在
は
意
味
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
寺
格
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
ま
と
め
を
し
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
、
五
山
は
、
鎌
倉
幕
府
の
時
は
鎌

倉
中
心
で
あ
り
、
建
武
政
権
の
時
に
は
追
加
が
あ
っ
て
京
都
中
心
で
し
た
。
天
龍
寺

開
創
に
伴
っ
て
一
、二
位
が
京
都
・
鎌
倉
並
立
に
な
り
、
尊
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
に

准
五
位
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
頃
ま
で
は
鎌
倉
中
心
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で

す
が
、
相
国
寺
開
創
に
伴
っ
て
南
禅
寺
を
上
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
部
で
十
一
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入
り
、
夢
窓
派
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
禅
寺
、
夢
窓
派
の
徒
弟
院
で
し
た
。
細
川
頼

之
は
、
臨
川
寺
を
五
山
と
す
る
こ
と
で
十
方
住
持
と
し
、
春
屋
妙
葩
に
代
表
さ
れ
る

夢
窓
派
の
勢
力
を
弱
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
春
屋
妙
葩
ら
は
反
対
し
、

復
活
後
に
五
山
か
ら
外
し
、
徒
弟
院
に
戻
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
相
国
寺
で
す
。
こ
れ
も
同
様
に
夢
窓
派
の
動
向
と
関
係
し
ま
す
。
相

国
寺
は
基
本
的
に
十
方
住
持
制
を
と
り
ま
す
が
、
天
龍
寺
と
同
じ
く
夢
窓
派
の
影
響

が
強
い
禅
寺
で
す
。
夢
窓
派
の
中
で
は
、
天
龍
寺
よ
り
も
上
で
あ
る
と
い
う
意
識
が

強
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
夢
窓
派
の
中
で
、
天
龍
寺
で
は
な
く
相
国
寺
を
一
位
に

し
て
し
ま
お
う
と
考
え
た
禅
僧
た
ち
が
お
り
、
表
２
に
み
え
る
よ
う
に
、
義
満
の
政

権
期
に
、
相
国
寺
を
一
位
に
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
将
軍
が
義
持
に
変
わ
っ
た
あ
と
、

元
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

次
に
十
刹
の
話
を
少
し
だ
け
い
た
し
ま
す
。
建
武
政
権
期
に
ど
の
禅
寺
が
十
刹
で

あ
っ
た
か
は
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
浄
妙
寺
、
豊
後
万
寿
寺
な
ど
が
確

認
さ
れ
、
五
山
に
な
る
前
の
南
禅
寺
も
入
っ
て
い
ま
す
。
室
町
幕
府
に
な
っ
て
か
ら

の
十
刹
の
リ
ス
ト
は
五
山
で
確
認
で
き
る
の
と
同
じ
時
期
の
四
種
類
ほ
ど
確
認
さ
れ

ま
す
。
暦
応
五
（
一
三
四
二
）
年
、
延
文
三
（
一
三
五
八
）
年
で
は
い
ず
れ
も
十
箇

寺
、
康
暦
二
（
一
三
八
〇
）
年
で
は
十
箇
寺
に
収
ま
ら
な
く
な
り
、
准
十
刹
六
箇
寺

を
設
け
て
、
十
一
位
か
ら
十
六
位
と
し
て
い
ま
す
。
至
徳
二
（
一
三
八
六
）
年
の
リ

ス
ト
は
、
や
や
信
頼
度
が
落
ち
ま
す
が
、
五
山
が
京
都
と
関
東
に
分
か
れ
た
よ
う
に
、

関
東
十
刹
が
設
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
十
刹
の
数
は
増
え
て
い
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
十
刹
は
京
都
・
鎌
倉
に
限
り
ま
せ
ん
。
康
暦
二
年
ま
で
に
、
京
都
・
鎌

倉
で
は
な
い
寺
院
で
十
刹
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
筑
前
聖
福
寺
、
豊
後
万
寿
寺
、
上

野
長
楽
寺
、
駿
河
清
見
寺
な
ど
で
す
。

円
爾
を
祖
と
す
る
門
派
で
継
承
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
大
徳
寺
と
は
異
な
り
、
東
福

寺
と
万
寿
寺
は
、
五
山
の
地
位
を
維
持
し
ま
す
。
五
山
で
あ
り
な
が
ら
徒
弟
院
で
あ

り
続
け
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
一
因
と
し
て
、
五
山
の
中
心
を
な
す
夢
窓
疎
石
の
派

と
関
係
が
近
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
異
例
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
す
の
で
、
五
山
の
中
で
は
特
殊
な
扱
い
を
受
け
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
足
利
義
満

幼
少
期
に
政
権
を
担
っ
た
細
川
頼
之
は
、
東
福
寺
に
様
々
な
統
制
を
加
え
よ
う
と
し

ま
す
。
万
寿
寺
住
持
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
儀
礼
的
な
部
分
で
、
他
の
五
山
寺
院
の
住

持
か
ら
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

あ
と
は
、
臨
川
寺
と
相
国
寺
で
す
。
表
２
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
、
ご
く
短
期
間
、

臨
川
寺
は
、
五
山
の
中
に
入
っ
て
き
ま
す
。
永
和
に
入
っ
て
、
康
暦
に
外
れ
る
、
こ

れ
は
一
三
七
九
年
の
康
暦
の
政
変
と
い
う
事
件
と
関
係
し
ま
す
。
足
利
義
満
は
、
お

父
さ
ん
の
義
詮
が
亡
く
な
っ
て
幼
い
う
ち
に
将
軍
に
な
り
ま
す
の
で
、
幼
少
期
十
数

年
は
、
管
領
で
あ
っ
た
細
川
頼
之
が
支
え
ま
す
。
そ
の
細
川
頼
之
が
失
脚
す
る
事
件

が
康
暦
の
政
変
で
す
。
夢
窓
疎
石
の
後
継
者
と
な
っ
た
春
屋
妙
葩
は
、
も
と
も
と
は

頼
之
と
関
係
が
深
か
っ
た
の
で
す
が
、
頼
之
が
政
治
を
担
っ
て
い
る
う
ち
、
頼
之
と

対
立
し
、
春
屋
妙
葩
は
京
都
を
離
れ
て
隠
遁
し
て
し
ま
い
ま
す
。
京
都
で
は
春
屋
妙

葩
と
は
別
の
夢
窓
疎
石
の
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
ま
す
。
康
暦
の
政
変
で
頼
之
が
失
脚

す
る
と
、
春
屋
妙
葩
は
復
活
し
ま
す
。
こ
の
状
況
の
変
化
か
ら
考
え
る
と
、
臨
川
寺

を
五
山
に
入
れ
た
の
は
細
川
頼
之
た
ち
の
意
向
で
、
そ
こ
か
ら
外
し
て
も
と
に
戻
し

た
の
は
、
復
活
し
て
き
た
春
屋
妙
葩
ら
の
考
え
方
で
あ
っ
た
と
わ
か
り
ま
す
。
春
屋

妙
葩
ら
は
あ
く
ま
で
臨
川
寺
は
十
刹
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
そ
れ
に
反
す
る
考
え
方

を
持
っ
て
い
た
細
川
頼
之
た
ち
は
五
山
の
中
に
入
れ
て
し
ま
お
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
て
い
る
徒
弟
院
と
か
十
方
住
持
と
い
う
こ
と
と
関
係
し

ま
す
。
臨
川
寺
は
、
も
と
は
後
醍
醐
天
皇
皇
子
が
建
て
た
寺
で
、
夢
窓
の
管
轄
下
に
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表
３
に
、
主
要
な
十
刹
寺
院
と
そ
の
順
位
の
変
遷
を
ま
と
め
ま
し
た
。
鎌
倉
と
京

都
に
分
け
て
い
ま
す
が
、
表
中
の
順
位
は
共
通
の
順
位
に
な
り
ま
す
。
順
位
は
お
お

よ
そ
固
定
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
一
番
上
に
あ
る
鎌
倉
の
禅
興
寺
は
、
い
ま
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
塔
頭
で
あ
っ
た
明
月
院
は
現
存
し
、
紫
陽
花
で
有
名
に
な
っ
た
お

寺
で
す
。
禅
興
寺
は
蘭
渓
道
隆
を
招
じ
た
、
由
緒
あ
る
お
寺
で
す
。
二
番
目
の
東
勝

寺
も
い
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若
宮
大
路
の
東
の
筋
を
す
こ
し
東
に
入
る
と
、
滑
川
を

わ
た
る
と
こ
ろ
に
東
勝
寺
橋
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
最
後
の
執
権
北
条
高
時
の
腹
切

や
ぐ
ら
が
そ
の
先
に
あ
り
、
そ
の
手
前
が
東
勝
寺
跡
で
す
。
つ
ま
り
東
勝
寺
と
い
う

の
は
北
条
氏
滅
亡
の
場
所
に
な
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
万
寿
寺
も
今
は
な
い
お
寺
で

す
。
京
都
で
は
、
真
如
寺
は
嵯
峨
に
あ
り
、
江
戸
初
期
に
復
興
さ
れ
て
い
ま
す
。
安

国
寺
は
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。
臨
川
寺
は
先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
。
等
持
寺
も
さ
き

ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
足
利
直
義
邸
の
隣
に
あ
っ
た
、
京
都
で
の
最
初
の
足
利

氏
の
氏
寺
で
す
。
氏
寺
の
た
め
、
最
初
は
十
刹
に
は
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
康
暦

に
は
十
刹
の
中
で
も
非
常
に
格
の
高
い
寺
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
相
国

寺
が
五
山
に
な
る
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
、
五
山
・
十
刹
の
性
格
の
変
化
を

考
え
る
う
え
で
は
興
味
深
い
事
例
で
す
。

前
半
の
最
後
に
、
諸
山
も
含
め
た
話
に
す
こ
し
だ
け
触
れ
ま
す
。
五
山
・
十
刹
・

諸
山
の
制
度
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
住
持
の
格
が
、
諸
山
、
十
刹
、
五
山
と
上
が
っ

て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
諸
山
を
経
な
い
と
十
刹
住
持
に
な
れ
ず
、
十
刹
を

経
な
い
と
五
山
の
住
持
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
諸
山
住
持
に
な
っ
た
時
に
、
公
的
な
禅

寺
の
住
持
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
入
寺
の
際
に
は
、
私
は
誰

某
の
法
を
継
ぎ
ま
す
と
明
確
に
宣
言
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
呼
ば
れ

方
な
ど
、
外
的
な
区
分
も
明
確
に
あ
り
ま
す
。
諸
山
住
持
は
西
堂
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、

諱
、
下
の
名
で
呼
ば
れ
ま
す
。
夢
窓
疎
石
を
例
に
と
る
と
、
諸
山
住
持
は
疎
石
西
堂

表３

鎌倉の十刹寺院　　　暦応５→延文３→康暦２　の位次  

禅興寺 文永５・６ 1268・69 蘭渓道隆 北条時宗 ２→１→２

東勝寺 安貞元以前 1227 退耕行勇 北条泰時 ５→３？→４

万寿寺 　 　 無学祖元（高峰顕日） 北条貞時 ６→４？→５

 至徳３の配列順では、瑞泉寺１、上記３寺は順に２～４番目

      

京都の十刹寺院　　　暦応５→延文３→康暦２　の位次  

真如寺 康永元 1342 無学祖元（夢窓疎石） 高師直 ８→６→７

安国寺 　 　 大同妙喆　中興無徳至孝 中興細川顕氏 ９→７→８

臨川寺 建武２ 1335 元翁本元・夢窓疎石 後醍醐天皇 無→10→11

等持寺 暦応元頃 1338 古先印元・夢窓疎石 足利直義・尊氏 無→無→１

 至徳３の配列順では、等持寺１　臨川寺２　真如寺４　安国寺５  大徳寺９　
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と
な
り
ま
す
。
十
刹
住
持
に
格
が
上
が
る
と
、
道
号
、
上
の
名
で
呼
ば
れ
、
今
度
は

夢
窓
西
堂
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
五
山
住
持
に
な
る
と
東
堂
と
い
う
呼
び
方
に
変
わ

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
正
式
に
和
尚
と
呼
べ
る
の
は
五
山
住
持
だ
け
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

○

さ
て
、
話
し
を
後
半
に
う
つ
し
、
鹿
児
島
の
十
刹
・
諸
山
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま

す
。
鹿
児
島
県
の
十
刹
・
諸
山
が
ど
う
い
う
お
寺
か
は
、
ま
ず
『
扶
桑
五
山
記
』
な

ど
に
残
さ
れ
た
リ
ス
ト
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
い
つ
の
時
代
の
リ
ス
ト
か
は
、
は
っ
き

り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
大
体
江
戸
時
代
初
頭
か
中
世
末
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

『
扶
桑
五
山
記
』
は
、
中
国
と
日
本
の
五
山
・
十
刹
・
諸
山
及
び
五
山
の
住
持
の
こ

と
を
書
い
た
本
で
、
似
た
よ
う
な
史
料
は
『
支
桑
禅
刹
』
な
ど
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

扶
桑
は
日
本
を
指
し
、
支
桑
は
中
国
と
日
本
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
リ
ス
ト
に
よ
る

と
、
今
の
鹿
児
島
県
の
十
刹
は
日
向
の
大
慈
寺
で
す
。
大
隅
の
正
興
寺
は
そ
の
リ
ス

ト
で
は
諸
山
と
し
て
見
え
ま
す
が
、
他
の
信
頼
す
べ
き
史
料
、『
鹿
苑
院
公
文
帳
』

に
、
天
文
十
六
（
一
五
四
七
）
年
に
十
刹
に
な
っ
た
と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。

諸
山
と
な
っ
て
い
る
禅
寺
と
し
て
は
、
大
隅
安
国
寺
、
薩
摩
広
済
寺
、
薩
摩
大
願
寺
、

薩
摩
感
応
寺
が
見
え
ま
す
。
図
に
場
所
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
い
ま
で
も
道
路
が

集
ま
る
よ
う
な
交
通
の
要
衝
や
海
上
交
通
で
の
重
要
地
点
、
つ
ま
り
今
で
も
中
心
と

な
る
よ
う
な
場
所
に
立
地
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
ず
、
十
刹
の
大
慈
寺
と
諸
山
の
大
願
寺
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。
大
慈
寺

は
、
今
も
志
布
志
市
志
布
志
町
志
布
志
に
存
在
し
ま
す
。
開
山
は
玉
山
玄
提
、
二
代

は
剛
中
玄
柔
と
い
う
有
名
な
方
で
、
東
福
寺
と
同
じ
聖
一
派
の
お
寺
で
す
。
写
し
が

多
い
も
の
の
文
書
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
て
、
歴
史
が
わ
か
り
ま
す
。
寺
の
後
ろ

盾
と
な
る
人
を
檀
那
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
南
北
朝
時
代
、
大
慈
寺
の
檀
那
は
、
複
雑

日向　大慈寺

薩摩　大願寺

薩摩　感応寺

薩摩　広済寺

大隅　安国寺

大隅　正興寺
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四
（
一
三
五
九
）
年
十
二
月
で
す
。
大
慈
寺
に
残
っ
て
い
る
文
書
を
見
る
と
、
畠
山

直
顕
は
大
慈
寺
に
対
し
て
い
く
つ
か
文
書
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
延
文
三
年
十
月
を

最
後
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
島
津
氏
久
は
志
布
志
に
進
出
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
ま

で
南
朝
方
に
立
っ
て
い
た
氏
久
は
延
文
五
年
の
正
月
ま
で
に
幕
府
方
に
復
帰
し
、
北

朝
の
年
号
を
ま
た
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
延
文
三
年
十
月
ま
で
に
直
顕
が
大

慈
寺
を
保
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
、
一
方
、
氏
久
と
大
慈
寺
の
関
係
は
は
っ
き
り
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
氏
久
が
幕
府
方
に
戻
る
の
は
延
文
五
年
正
月
よ
り
は
前
で
す
の
で
、

延
文
四
年
頃
と
い
う
の
は
ち
ょ
う
ど
境
目
と
な
る
時
期
に
あ
た
り
ま
す
。
延
文
四
年

十
二
月
に
大
慈
寺
が
諸
山
に
な
る
の
は
、
こ
う
い
う
情
勢
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は

な
い
は
ず
で
す
。
諸
山
や
十
刹
は
必
ず
し
も
幕
府
が
一
方
的
に
認
定
す
る
の
で
は
な

く
、
寺
格
を
得
た
い
寺
院
や
そ
の
檀
那
が
申
請
し
て
幕
府
に
認
め
て
も
ら
う
場
合
も

多
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
推
測
を
逞
し
く
す
る
と
、
一
時
的
に
せ
よ
幕
府
方
に
復

帰
す
る
こ
と
に
し
た
氏
久
は
、
幕
府
へ
の
帰
順
の
証
と
し
て
、
新
た
に
勢
力
下
に
お

い
た
大
慈
寺
を
、
幕
府
に
申
請
し
て
諸
山
と
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
大
願
寺
が
諸
山
に
な
っ
た
可
能
性
の
高
い
、
永
和
三
、 

四
年
頃
と
い
う
の

は
、
九
州
は
ど
う
い
う
情
勢
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
時
期
の
九
州
を
考
え
る
際

に
は
、
応
安
三
（
一
三
七
〇
）
年
の
今
川
了
俊
の
下
向
が
重
要
で
す
。
九
州
は
南
朝

勢
力
が
非
常
に
強
い
た
め
に
、
幕
府
は
強
力
な
人
を
九
州
に
派
遣
し
ま
す
が
、
義
満

が
将
軍
に
な
っ
た
直
後
に
、
今
川
了
俊
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。
九
州
で
は
、
征
西
将
軍

宮
と
い
う
南
朝
側
の
皇
族
を
中
心
と
し
た
南
朝
勢
力
と
、
了
俊
と
そ
れ
に
味
方
す
る

国
人
た
ち
の
勢
力
と
で
大
き
な
対
立
軸
が
出
来
ま
す
。
島
津
氏
は
了
俊
が
下
向
し
た

後
、
あ
る
事
件
を
経
て
微
妙
な
姿
勢
を
と
り
ま
す
。
幕
府
側
に
対
し
て
従
う
姿
勢
を

見
せ
な
が
ら
軍
勢
を
派
遣
し
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
明
確
に
反
対
の
立
場
を
と
っ

た
り
し
ま
す
。
さ
て
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
前
の
年
、
永
和
二
年
の
八
月
、
そ
れ
ま
で
薩

な
政
治
情
勢
の
中
で
、
楡
井
氏
か
ら
畠
山
直
顕
に
代
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
畠
山
直
顕

は
、
幕
府
の
中
心
人
物
で
す
が
、
足
利
尊
氏
の
弟
の
直
義
に
味
方
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
尊
氏
と
直
義
が
対
立
す
る
観
応
の
擾
乱
の
時
に
は
、
反
幕
府
方
に
な
り
ま
す
が
、

ふ
た
た
び
尊
氏
方
、
幕
府
方
に
戻
る
と
い
う
複
雑
な
動
き
を
し
て
お
り
、
そ
の
後
、

段
々
と
勢
力
を
失
っ
て
い
き
ま
す
。
す
る
と
、
大
隅
か
ら
日
向
の
方
に
勢
力
を
伸
ば

し
て
い
っ
た
島
津
氏
久
が
檀
那
と
な
り
ま
す
。
諸
山
に
な
っ
た
時
期
は
、
大
慈
寺
文

書
の
中
に
、
延
文
四
（
一
三
五
九
）
年
十
二
月
十
五
日
の
幕
府
の
認
定
書
が
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
の
時
で
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
十
刹
に
な
っ
た
の
も
、
文
安

元
（
一
四
四
四
）
年
八
月
六
日
で
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
方
大
願
寺
は
、
黄
龍
派
の
寺
院
で
、
檀
那
は
祁
答
院
渋
谷
氏
と
い
う
渋
谷
氏

の
一
派
で
す
。
諸
山
に
な
っ
た
時
期
は
、
南
北
朝
期
で
す
が
確
定
は
で
き
て
い

ま
せ
ん
。『
祁
答
院
旧
記
』
と
い
う
、
す
こ
し
後
に
成
立
し
た
書
に
は
、
貞
治
五

（
一
三
六
六
）
年
八
月
二
十
七
日
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
大
願
寺
住
持
と

な
っ
た
天
祥
一
麟
と
い
う
方
の
行
状
に
は
、
永
和
三
（
一
三
七
七
）
年
十
二
月
に
天

祥
一
麟
が
大
願
寺
の
住
持
に
な
る
際
、
大
願
寺
が
諸
山
に
な
っ
て
初
め
て
の
住
持
で

あ
る
と
読
め
る
よ
う
な
文
章
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
禅
僧
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
お

弟
子
さ
ん
た
ち
は
師
匠
が
何
を
し
た
か
を
簡
単
に
ま
と
め
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
を

行
状
と
呼
び
ま
す
。
た
だ
、
天
祥
一
麟
に
は
、
大
願
寺
に
住
持
し
た
時
の
法
語
な
ど

も
残
っ
て
い
て
、
永
和
四
年
十
一
月
に
任
命
さ
れ
、
翌
年
二
月
に
実
際
に
住
持
し
た

と
わ
か
り
ま
す
。
諸
山
に
な
っ
た
の
は
、
天
祥
が
入
寺
す
る
直
前
と
す
る
と
、
天
祥

の
入
寺
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
永
和
三
、四
年
頃
と
思
わ
れ
ま
す
。
史

料
の
信
頼
性
か
ら
、
こ
ち
ら
が
有
力
か
と
思
い
ま
す
。

諸
山
や
十
刹
に
な
っ
た
時
期
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
時
代
順
に
お
話
し
し
ま
す
。
ま
ず
、
大
慈
寺
が
諸
山
に
な
っ
た
延
文
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だ
作
品
を
京
都
の
人
た
ち
に
作
ら
せ
て
い
る
の
は
、
氏
久
と
の
関
係
を
改
善
し
よ
う

と
す
る
方
策
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
事
象
は
政
治
的
背
景
に
置
い
て
み
る
と
別

の
意
味
を
持
ち
う
る
、
と
い
う
例
と
し
て
あ
わ
せ
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

さ
て
、
大
慈
寺
が
十
刹
に
な
っ
た
の
は
、
時
代
が
下
が
っ
て
文
安
元

（
一
四
四
四
）
年
八
月
で
す
。
前
将
軍
足
利
義
教
の
兄
弟
に
大
覚
寺
義
昭
と
い
う
人

が
い
ま
し
て
、
京
都
を
追
放
さ
れ
て
九
州
に
下
っ
て
き
ま
す
。
最
終
的
に
は
島
津
忠

国
に
殺
害
さ
れ
ま
す
。
こ
の
大
覚
寺
義
昭
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
忠
国
と
弟
の
持
久

が
対
立
す
る
と
い
う
構
造
が
出
来
て
し
ま
い
、
文
安
元
年
に
日
向
の
国
人
は
一
揆
を

結
び
、
対
応
を
相
互
に
了
解
し
て
い
ま
す
。
こ
の
な
か
で
、
大
慈
寺
は
、
島
津
忠
国

の
申
請
に
よ
っ
て
、
十
刹
に
な
り
ま
す
。
忠
国
は
、
自
分
の
基
盤
が
安
定
し
て
い
な

い
中
で
、
地
域
の
根
拠
に
し
て
い
る
大
慈
寺
を
十
刹
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幕
府

と
の
つ
な
が
り
を
強
く
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
と
め
ま
す
と
、
諸
山
・
十
刹
の
認
定
申
請
は
、
現
地
の
政
治
状
況
と
非
常
に
関

わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
お
話
し
た
解
釈
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
政

治
状
況
を
考
え
る
材
料
に
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

つ
ぎ
に
、
大
隅
正
興
寺
と
薩
摩
広
済
寺
、
薩
摩
感
応
寺
を
と
り
あ
げ
ま
す
。
十

刹
・
諸
山
の
活
動
を
知
る
う
え
で
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
、『
蔭
凉
軒
日
録
』

と
『
鹿
苑
院
公
文
帳
』
と
い
う
史
料
で
す
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
と
い
う
の
は
十
五
世

紀
中
後
期
、
相
国
寺
鹿
苑
院
の
中
に
あ
る
蔭
凉
軒
と
い
う
と
こ
ろ
に
詰
め
て
、
禅
宗

関
係
の
事
柄
を
将
軍
に
取
次
を
し
た
禅
僧
が
書
い
た
公
的
な
日
記
で
す
。
そ
こ
に
諸

山
以
上
の
住
持
任
命
に
関
す
る
記
事
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
索
引
を
引
い
て
み

摩
・
大
隅
守
護
で
あ
っ
た
島
津
伊
久
・
島
津
氏
久
が
解
任
さ
れ
て
今
川
了
俊
が
両
国

守
護
に
な
り
ま
す
。
島
津
氏
が
反
幕
府
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
た
め
に
了
俊
が
守
護

と
な
っ
て
こ
の
地
域
を
統
治
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
時
期
は
国
人
達
が
了

俊
に
味
方
し
た
た
め
に
、
島
津
伊
久
・
氏
久
は
、
形
勢
不
利
と
み
て
、
永
和
三
年
九

月
こ
ろ
に
幕
府
方
に
帰
順
し
ま
す
。
翌
十
月
に
は
、
了
俊
方
の
国
人
は
一
揆
を
形
成

し
、
団
結
を
図
り
ま
す
。
こ
の
一
揆
の
中
に
は
、
大
願
寺
の
檀
那
で
あ
る
祁
答
院
渋

谷
氏
も
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
、
大
願
寺
の
諸
山
が
認
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
時
系
列
か
ら
推
測
す
る
と
、
お
そ
ら
く
は
、
了
俊
が
、
味
方
を
し

て
く
れ
る
祁
答
院
氏
へ
の
報
償
と
し
て
、
幕
府
に
大
願
寺
の
諸
山
認
定
を
申
請
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

諸
山
・
十
刹
の
認
定
か
ら
は
ず
れ
ま
す
が
、
こ
の
時
期
の
大
慈
寺
を
考
え
る

時
に
と
て
も
大
事
な
事
象
と
し
て
、『
大
慈
八
景
詩
歌
』
が
あ
り
ま
す
。
康
暦
二

（
一
三
八
〇
）
年
頃
、
今
川
了
俊
が
要
請
し
て
、
京
都
の
五
山
の
禅
僧
達
、
春
屋
妙

葩
ら
百
人
ほ
ど
や
主
だ
っ
た
公
家
達
が
大
慈
寺
に
関
し
て
漢
詩
や
和
歌
を
詠
み
、
義

堂
周
信
が
序
を
、
二
条
良
基
が
跋
を
寄
せ
て
い
る
、
当
時
の
第
一
人
者
達
が
集
ま
っ

て
作
っ
た
作
品
で
す
。
全
体
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
断
片
的
に
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。
康
暦
の
政
変
の
直
後
、
春
屋
妙
葩
が
京
都
に
復
帰
し
た
直
後
に
あ
た
り
ま
す

の
で
、
こ
の
作
品
の
作
成
は
、
春
屋
妙
葩
が
京
都
の
禅
僧
た
ち
を
統
括
す
る
た
め
の

一
つ
の
拠
り
所
に
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

で
は
現
地
は
ど
の
よ
う
な
情
勢
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
日
向
で
は
了
俊
と
島
津
氏

久
が
引
き
続
き
対
立
し
て
い
て
、
こ
こ
で
は
了
俊
の
方
が
圧
倒
的
に
不
利
で
す
。
こ

の
前
に
都
城
合
戦
と
い
う
の
が
あ
り
、
了
俊
の
方
が
敗
れ
た
よ
う
で
す
。
志
布
志
に

は
氏
久
が
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
志
布
志
の
大
慈
寺
も
氏
久
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、

了
俊
は
手
を
出
せ
な
い
状
態
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
大
慈
寺
を
詠
ん
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る
と
鹿
児
島
県
関
係
で
出
て
く
る
の
は
今
お
話
し
て
い
た
大
慈
寺
、
大
願
寺
に
加
え

て
、
後
に
十
刹
に
な
る
正
興
寺
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
の
三
ヶ
寺
、
広
済
寺
、
感
応
寺
、

安
国
寺
は
見
え
ま
せ
ん
。『
鹿
苑
院
公
文
帳
』
と
い
う
の
も
類
似
し
た
史
料
で
す
け

れ
ど
も
、
も
う
少
し
時
代
が
下
が
っ
て
十
六
世
紀
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
住
持
任
命

書
の
頒
布
元
の
リ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
大
慈
寺
の
ほ
か
、
大
願
寺
に
つ
い
て

は
非
常
に
細
か
く
記
さ
れ
て
い
て
、
色
々
な
方
が
住
持
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
ほ
か
に
正
興
寺
、
加
え
て
大
隅
安
国
寺
が
少
し
だ
け
出
て
き
ま
す
。
一
方
、

薩
摩
の
広
済
寺
と
感
応
寺
は
こ
こ
に
も
み
え
ま
せ
ん
。
広
済
寺
と
感
応
寺
と
い
う
の

は
、
少
な
く
と
も
諸
山
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

広
済
寺
は
、
い
ま
は
墓
石
を
残
す
の
み
で
す
。
広
済
寺
の
檀
那
は
島
津
氏
の
一
族

で
あ
る
伊
集
院
氏
で
す
。
十
五
世
紀
半
ば
に
伊
集
院
氏
が
一
時
期
、
没
落
し
ま
す
が
、

十
六
世
紀
後
半
に
雪
岑
と
い
う
方
が
住
持
に
な
っ
て
、
再
興
し
ま
す
。『
薩
藩
旧
記

雑
録
』
に
は
、
長
禄
四
（
一
四
六
一
）
年
の
住
持
の
任
命
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

時
の
島
津
家
の
当
主
で
あ
っ
た
島
津
忠
国
が
崇
薫
首
座
を
住
持
職
に
補
任
し
て
い
ま

す
。
諸
山
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
幕
府
か
ら
の
任
命
書
が
出

る
は
ず
で
す
。
特
殊
な
事
例
と
し
て
、
玉
村
竹
二
さ
ん
と
い
う
禅
宗
研
究
の
大
家
の

「
公
帖
考
」
と
い
う
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

感
応
寺
は
、
東
福
寺
と
同
じ
聖
一
派
で
、
出
水
市
野
田
に
あ
り
、
非
常
に
古
い

由
緒
を
も
っ
て
い
て
、
開
山
は
栄
西
、
鎌
倉
時
代
の
末
に
島
津
忠
宗
が
禅
宗
で

再
興
し
て
い
ま
す
。
島
津
氏
の
初
期
五
代
の
お
墓
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
。

『
感
応
寺
由
来
』
と
い
う
感
応
寺
の
こ
と
を
書
付
け
た
史
料
に
よ
る
と
、
暦
応
二

（
一
三
三
九
）
年
、
こ
れ
は
南
北
朝
の
ご
く
早
い
時
期
、
尊
氏
の
時
期
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
年
に
諸
山
と
十
刹
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
他
の
史
料

表４　鹿児島県内　十刹・諸山に関する文字史料

大慈寺

大慈寺文書☆　大慈寺所蔵史料　旧記雑録☆　蔭凉軒日録　鹿苑院公文帳　霊松集★　
惟肖巌禅師疏★　不二遺稿　翰林葫蘆集　島隠漁唱　ほか

永和剛中宋版一切経施入関係：東福禅寺転法輪蔵記　即宗庵修造化縁籍

康暦八景詩歌関係：空華日用工夫略集　空華集　雲巣集★　雲壑猿吟　畠山切（伝来多様）

大願寺
蔭凉軒日録　鹿苑院公文帳　旧記雑録☆　祁答院旧記　龍涎集★　禿尾長柄帚★   
袖中秘密蔵★　寅闇四六後集　上井覚兼日記　ほか

広済寺 伊集院系図☆　旧記雑録☆　伊集院由緒記　上井覚兼日記

感応寺 感応寺由来ほか感応寺所蔵史料☆　旧記雑録☆

正興寺 蔭凉軒日録　鹿苑院公文帳　上井覚兼日記

大隅安国寺 鹿苑院公文帳

☆は『鹿児島県史料』所収　★は『五山文学新集』所収



−31−

で
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
広
済
寺
も
含
め
て
、
い
つ
諸
山
に
な
っ
た
か
は
確
定
で
き

ま
せ
ん
が
、
諸
山
と
し
て
の
権
利
を
あ
ま
り
行
使
し
て
い
な
い
、
諸
山
と
し
て
の
立

ち
位
置
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
反
映
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
は
も
う
少
し
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
京
都
・
鎌
倉
の
五
山
、
十
刹
、
鹿
児
島
県
の
十
刹
、
諸
山
の
お
話
を
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
の
要
点
は
、
五
山
以
下
の
寺
格
の
認
定
は
、
政
治
的
背
景

の
も
と
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
後
に
、
鹿
児
島
県
内
の
禅
宗

寺
院
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鹿
児
島
県
内
の
お
寺

は
廃
仏
毀
釈
の
影
響
が
大
き
く
て
、
石
造
物
は
豊
富
に
残
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の

歴
史
に
関
す
る
資
料
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
、
少
な
く
と
も
文
字
史
料
に
つ
い
て
は
、『
薩
藩
旧
記
雑
録
』
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
島
津
家
の
修
史
事
業
に
よ
る
伝
来
も
含
め
て
、
思
い
の
ほ
か
色
々
な
史
料
が

残
っ
て
い
ま
す
。

表
４
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
気
の
付
い
た
史
料
を
列
挙
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も

ま
だ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
慈
寺
の
場
合
に
は
、
お
寺
に
残
っ
た
文
書
、『
旧
記
雑

録
』、『
蔭
凉
軒
日
録
』
な
ど
。『
霊
松
集
』
は
、
日
向
出
身
の
禅
僧
の
語
録
で
、
大

慈
寺
の
住
持
が
就
任
す
る
際
の
お
祝
い
の
文
章
な
ど
、
豊
富
に
入
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
今
日
は
お
話
で
き
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
慈
寺
と
し
て
も
う
一
つ
大
事
な

こ
と
と
し
て
、
二
代
の
剛
中
和
尚
の
時
、『
宋
版
一
切
経
』
を
中
国
か
ら
持
っ
て
き

て
東
福
寺
と
大
慈
寺
に
納
入
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
史
料
も
残
り
ま
す
。
先
ほ
ど
お

話
し
た
八
景
の
関
係
史
料
も
あ
り
ま
す
。

大
願
寺
は
、
お
寺
と
し
て
残
り
ま
せ
ん
が
、
大
願
寺
跡
墓
塔
群
は
県
指
定
の
史
跡

で
す
。
文
字
史
料
で
は
、『
祁
答
院
旧
記
』
と
い
う
史
料
、
あ
る
い
は
天
祥
一
麟
と

い
う
禅
僧
に
関
す
る
記
録
の
な
か
に
見
え
る
ほ
か
、
大
願
寺
関
係
の
詩
文
が
多
く

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

広
済
寺
は
、
伊
集
院
氏
関
係
の
史
料
に
見
え
ま
す
し
、
感
応
寺
は
今
も
お
寺
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
所
蔵
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
の
量
の
史
料
に
な

り
ま
す
の
で
、
検
討
す
る
材
料
は
少
な
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
掲
げ

た
史
料
の
う
ち
、
多
く
の
も
の
は
活
字
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
五
山
文
学
新

集
』
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
名
前
を
出
ま
し
た
玉
村
竹
二
さ
ん
が
作
っ
た
史
料
集
で

す
。
先
行
す
る
『
五
山
文
学
全
集
』
と
い
う
叢
書
も
あ
っ
て
、『
翰
林
葫
蘆
集
』
や

『
空
華
集
』
は
『
五
山
文
学
全
集
』
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
『
鹿
児
島

県
史
料
』
で
す
。
お
お
く
の
古
文
書
、
系
譜
類
、
ま
た
『
旧
記
雑
録
』
を
活
字
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
調
べ
て
み
て
、
活
字
で
見
ら
れ
る
条
件
は
揃
っ
て
お
り
、

今
わ
か
っ
て
い
る
史
料
だ
け
で
も
い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、

と
感
じ
ま
し
た
の
で
最
後
に
申
上
げ
ま
し
た
。

で
は
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
お
も
な
参
考
文
献
】

今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
七
○
年

上
田
純
一
『
九
州
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
文
献
出
版　

二
○
○
○
年

五
味
克
夫
「
野
田
感
応
寺
の
史
料
に
つ
い
て
」『
鹿
大
史
学
』
二
八　

一
九
八
○
年

斉
藤
夏
来
『
禅
宗
官
寺
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

二
○
○
三
年

斉
藤
夏
来
「
叢
林
と
夷
中
」『
歴
史
学
研
究
』
七
九
一　

二
○
○
四
年

玉
村
竹
二
『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
上
・
下
之
一
・
下
之
二　

思
文
閣
出
版　
　
　
　

　
　
　
　
　

一
九
七
六
〜
八
一
年

新
名
一
仁
『
室
町
期
島
津
氏
領
国
の
政
治
構
造
』
戒
光
祥
出
版　

二
○
一
五
年
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新
名
一
仁
「
南
北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
渋
谷
一
族
と
島
津
氏
」

　
　
　
　

『
新
薩
摩
学　

中
世
薩
摩
の
雄　

渋
谷
氏
』
南
方
新
社　

二
○
一
一
年

堀
川
貴
司
『
瀟
湘
八
景
』
臨
川
書
店　

二
○
○
二
年

『
都
城
市
史　

通
史
編
中
世
・
近
世
』
二
○
○
五
年

山
口
隼
正
「
畠
山
直
顕
と
大
慈
寺
」『
中
世
史
研
究
会
会
報
』
七　

一
九
六
七
年

山
口
隼
正
「
日
向
大
慈
寺
入
寺
疏
と
京
城
諸
山
疏
・
相
城
諸
山
疏
」

　
　
　
　

『
宮
崎
県
史
研
究
』
一
一　

一
九
九
七
年

※　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
二
月
十
八
日
（
土
）
に
黎
明
館
講
堂

で
行
わ
れ
た
、
山
家
浩
樹
先
生
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
教
授
）
の
黎
明
館
講
演

会
「
禅
宗
寺
院
と
室
町
幕
府
」
の
御
講
演
内
容
を
、
筆
記
を
基
に
ま
と
め
た
も
の

で
す
。

（
文
責　

黎
明
館
調
査
史
料
室
）


