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中
世
博
多
の
幻
住
派
僧

伊　
　

藤　
　

幸　
　

司

は　

じ　

め　

に

　

日
本
の
禅
宗
世
界
が
、
中
世
最
大
の
国
際
貿
易
港
で
あ
る
博
多
か
ら
本
格
的
に
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

宋
・
元
文
化
の
移
入
者
で
あ
っ
た
禅
宗
は
、
そ
の
初
伝
の
地
で
あ
る
博
多
で
対
外
交
渉
の
門
戸
に
見
合
っ
た
性
格
を
も
っ
て
展

開
し
て
い
た
。
川
添
昭
二
氏
は
、
こ
れ
を
「
博
多
禅
」
と
呼
び
、
京
都
や
鎌
倉
で
展
開
し
た
禅
と
対
置
し
て
性
格
付
け
て
い
る（

（
（

。

　

博
多
に
お
け
る
禅
宗
展
開
の
端
緒
と
な
っ
た
の
が
、
鎌
倉
初
期
に
博
多
津
唐と
う

房ぼ
う

（
唐
房‖

宋
人
居
住
地
）
在
住
の
宋
商
人
（‖

博
多
綱こ
う

首し
ゆ

）
張
国
安
ら
が
檀
越
と
な
り
、
大
陸
か
ら
帰
国
し
た
明
庵
栄
西
を
開
山
に
迎
え
て
誕
生
し
た
聖
福
寺
で
あ
る（

（
（

。
そ
れ

を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
聖
福
寺
の
山
門
に
は
「
扶
桑
最
初
禅
窟
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
中
期
に
は
、
博
多

綱
首
謝
国
明
が
径
山
の
無
準
師
範
に
学
ん
だ
円
爾
を
開
山
に
迎
え
て
聖
福
寺
の
隣
地
に
承
天
寺
を
創
建
し
た（

（
（

。
円
爾
は
、
帰
国

後
に
太
宰
府
の
崇
福
寺
に
も
最
初
に
入
寺
し
て
お
り
、
博
多
禅
の
展
開
は
そ
の
周
辺
地
域
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

　

十
三
世
紀
後
半
か
ら
の
日
中
交
流
は
、「
渡
来
僧
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
禅
僧
の
交
流
が
活
発
と
な
っ
た
。
そ
の
端
緒

は
蘭
渓
道
隆
の
来
日
で
あ
る
が
、
彼
は
博
多
湾
の
対
外
貿
易
港
の
一
つ
で
あ
っ
た
今
津
の
勝
福
寺
の
開
山
と
な
り
、
都
市
博
多
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に
あ
っ
た
円
覚
寺
に
も
入
っ
て
禅
寺
と
し
た
。
鎌
倉
末
期
に
は
、
豊
後
守
護
で
鎮
西
探
題
の
三
番
引
付
頭
人
で
あ
っ
た
大
友
貞

宗
が
、
博
多
湾
岸
の
多
々
良
浜
に
闡
提
正
具
を
開
山
と
し
て
顕
孝
寺
を
開
い
た
。
貞
宗
は
、
当
時
の
日
本
で
も
っ
と
も
大
陸
仏

教
に
精
通
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、
博
多
息お
き
の
は
ま浜
に
は
蒙
古
襲
来
で
築
か
れ
た
石
築
地
に
隣
接
し
て
、
博
多
の

居
民
が
月
堂
宗
規
を
開
山
と
し
て
妙
楽
寺
を
創
建
し
た
。
博
多
の
禅
寺
は
、
博
多
在
住
の
宋
商
人
た
ち
が
檀
越
で
あ
っ
た
時
代

か
ら
、
鎌
倉
末
期
の
段
階
に
至
っ
て
博
多
商
人
た
ち
が
支
え
る
時
代
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
博
多

綱
首
の
故
国
で
あ
っ
た
南
宋
が
モ
ン
ゴ
ル
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
上
に
、
二
度
の
蒙
古
襲
来
に
よ
っ
て
華
人
た
ち
が
日
本
に
在
住

し
に
く
い
雰
囲
気
と
な
っ
た
こ
と
で
、
大
陸
貿
易
を
に
な
っ
た
博
多
綱
首
の
存
在
形
態
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
大
陸
人
と
し
て
博
多
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
こ
と
を
や
め
、
次
第
に
日
本
人
と
同
化
し
た
り
、
博
多
に
在

住
す
る
こ
と
な
く
頻
繁
に
船
舶
で
日
中
を
往
復
し
た
り
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
、
博
多
禅
の
展
開
の
重
要
な
拠
点
と
な
っ
た
禅
寺
に
つ
い
て
は
、
聖
福
寺（

（
（

・
承
天
寺（

（
（

・
崇
福
寺（

（
（

・
円
覚
寺（

（
（

・
顕
孝

寺（
（
（

・
妙
楽
寺（

（
（

な
ど
の
諸
寺
院
が
寺
史
や
論
文
な
ど
で
詳
細
に
考
察
さ
れ
て
き
て
い
る（
（（
（

。
し
か
し
、
博
多
禅
ゆ
か
り
の
寺
院
に
は
、

い
ま
だ
こ
の
よ
う
な
概
説
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
戦
国
期
の
日
本
禅
宗
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
た
臨
済
宗
幻
住
派
ゆ
か
り
の
幻
住
庵
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
中
世
幻
住
庵
に
関
す
る
史
料
の
少
な

さ
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
博
多
禅
考
察
の
一
環
と
し
て
幻
住
庵
に
注
目
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は

幻
住
庵
と
い
う
寺
庵
の
変
遷
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
幻
住
庵
ゆ
か
り
の
幻
住
派
僧
た
ち
の
活
動
を
活
写
す
る
手
法
を
と
り
た
い

と
思
う
。
幻
住
派
僧
は
、
十
六
世
紀
の
聖
福
寺
で
も
大
き
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
る
の
み
な
ら
ず
、
戦
国
期
の
都
市
博
多
の
歴

史
と
も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
幻
住
庵
の
み
に
こ
だ
わ
ら
な
い
方
が
よ
り
豊
か
な
叙
述
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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一　

幻
住
庵
の
ル
ー
ツ

　

幻
住
庵
の
歴
史
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
無
隠
元
晦（
（（
（

に
は
じ
ま
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
無
隠
元
晦
は
、

豊
前
国
の
大
蔵
氏
の
出
身
で
、
聖
福
寺
十
四
世
明
窓
宗
鑑
に
し
た
が
っ
て
受
戒
薙
髪
し
た
と
い
う
。
明
窓
宗
鑑
は
、
渡
来
僧
蘭

渓
道
隆
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
に
復
庵
宗
己
・
無
雲
義
天
ら
と
と
も
に
中
国
大
陸
（
当
時
は
モ
ン
ゴ
ル
帝

国‖

元
朝
）
へ
渡
海
し
た
。
な
ぜ
、
彼
ら
は
大
陸
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
幻
住
庵
の
ル
ー
ツ
を
日
本

禅
宗
界
の
歴
史
の
な
か
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
か
ら
話
を
始
め
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
幻
住
庵
を
め
ぐ
る
禅
僧
の
活

躍
や
そ
の
歴
史
的
な
意
義
も
あ
き
ら
か
に
な
る（
（（
（

。

　

平
安
後
期
以
降
の
日
本
社
会
で
は
、
戒
律
が
乱
れ
た
日
本
仏
教
を
大
陸
仏
教
の
導
入
で
改
革
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
お
こ
っ

た
。
と
く
に
、
平
安
末
期
に
な
る
と
、
当
時
の
大
陸
で
最
新
の
仏
教
と
さ
れ
た
禅
宗
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
多
く
の
日
本
僧
が

禅
宗
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
大
陸
の
江
南
地
域
へ
渡
海
し
、
高
僧
の
も
と
で
修
行
し
て
帰
国
し
た
。
禅
宗
は
、
当
時
の
日
本
で
大

陸
に
開
か
れ
た
玄
関
口
で
あ
る
博
多
で
繁
栄
し
、
そ
の
後
、
京
都
や
鎌
倉
な
ど
に
い
る
政
治
指
導
者
た
ち
に
も
受
け
入
れ
ら
れ

た
。
鎌
倉
中
期
に
な
る
と
、
日
本
僧
が
大
陸
を
め
ざ
す
だ
け
で
な
く
、
反
対
に
大
陸
か
ら
日
本
へ
や
っ
て
く
る
中
国
禅
僧
も
多

数
あ
ら
わ
れ
、
日
本
禅
宗
界
と
中
国
禅
宗
界
と
は
海
を
超
え
て
活
発
な
交
流
を
か
わ
し
あ
う
関
係
へ
と
成
長
し
た
。
日
本
に
も

た
ら
さ
れ
た
禅
宗
は
、
ま
さ
に
最
新
の
中
国
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
風
の
建
物
が
建
ち
な
ら
び
、
中
国
語
が
話
さ
れ
、

中
国
式
の
生
活
様
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
禅
寺
は
、
さ
な
が
ら
日
本
の
な
か
の
中
国
世
界
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日

本
の
禅
僧
た
ち
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
、
海
を
超
え
て
江
南
地
域
の
高
僧
に
学
び
、
ゆ
か
り
の
仏
教
聖
地
を
巡
礼
す
る
こ

と
で
あ
り
、
無
隠
元
晦
も
そ
の
よ
う
な
日
本
僧
の
一
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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無
隠
元
晦
が
入
元
し
て
参
禅
し
た
の
は
、
中
峰
明
本
と
い
う
禅
僧
で
あ
っ
た
。
中
峰
明
本
は
、
古
林
清
茂
と
と
も
に
当
時
の

日
本
僧
か
ら
人
気
の
あ
っ
た
中
国
禅
宗
界
屈
指
の
高
僧
で
あ
る
。
彼
は
、
念
仏
と
禅
と
の
兼
修
を
標
榜
し
、
官
寺
の
世
界
か
ら

ぬ
け
出
し
、
杭
州
天
目
山
の
幻
住
庵
に
隠
遁
し
て
い
た
。
当
時
の
中
国
禅
宗
界
で
は
、
中
峰
明
本
の
よ
う
な
世
俗
と
一
線
を
か

く
し
た
禅
僧
の
も
と
に
、
西
域
・
高
麗
・
雲
南
・
日
本
の
人
び
と
も
集
ま
っ
て
い
た
。
天
目
山
は
、
杭
州
か
ら
高
速
道
路
を
車

で
二
時
間
ほ
ど
走
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
現
在
は
山
全
体
が
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
メ
ッ
カ
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
な
か
に

幻
住
庵
跡
や
中
峰
明
本
の
墓
所
が
静
か
に
た
た
ず
ん
で
い
る
。
ア
ジ
ア
で
知
ら
れ
た
中
峰
明
本
に
学
ん
で
日
本
に
帰
国
し
た
禅

僧
に
は
、
無
隠
元
晦
の
ほ
か
に
も
遠
渓
祖
雄
・
復
庵
宗
己
・
古
先
印
元
・
業
海
本
浄
・
明
叟
斉
哲
・
大
拙
祖
能
ら
が
お
り
、
彼

ら
は
日
本
禅
宗
界
に
お
い
て
幻
住
派
と
い
わ
れ
た（
（（
（

。
禅
宗
で
は
、
と
り
わ
け
師
弟
関
係
の
結
び
つ
き
が
強
く
、
ど
の
師
匠
に
学

ん
だ
の
か
と
い
う
法
の
つ
な
が
り
（‖

法
系
）
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
自
分
の
師
匠
筋
の
法
系
を
た
ど
っ
て

い
く
と
、
禅
宗
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
中
国
禅
宗
界
の
ど
の
よ
う
な
高
僧
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
が
大
事
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
法
系
が
中
峰
明
本
に
つ
な
が
る
の
が
、
幻
住
派
と
よ
ば
れ
る
禅
僧
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
幻
住
派
の

名
前
の
由
来
は
、
中
峰
明
本
が
い
た
幻
住
庵
か
ら
き
て
い
る
。

〔
中
世
の
幻
住
派
法
系
略
図
〕

中
峰
明
本　
　

業
海
本
浄

　
　
　
　
　
　

復
庵
宗
己

　
　
　
　
　
　

古
先
印
元

　
　
　
　
　
　

明
叟
斉
哲
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二　

幻
住
庵
の
誕
生

　

無
隠
元
晦
は
、
豊
後
守
護
の
大
友
貞
宗
と
関
係
が
深
く
、
彼
の
援
助
を
受
け
て
入
元
し
た
と
思
わ
れ
る
。
中
峰
明
本
が
大
友

貞
宗
あ
て
に
出
し
た
手
紙
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
「
中
峰
明
本
尺
牘
」）
に
は
、「
日
本
か
ら
来
た
晦
禅
人
（
無
隠
元
晦
）
が
自
分
の
左
右

に
あ
っ
て
世
話
を
し
て
く
れ
て
い
る
。（
貞
宗
よ
り
）
賢
禅
人
が
来
て
貞
宗
の
手
紙
と
砂
金
を
届
け
て
く
れ
た
。
晦
禅
人
は
私
の

姿
を
写
し
賛
を
求
め
た
の
で
、
そ
れ
を
当
座
の
返
礼
と
す
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
中
峰
明
本
に
親
し
く
つ
き
そ
っ
て
い
る
無

隠
元
晦
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。
無
隠
元
晦
を
援
助
し
た
大
友
貞
宗
は
、
当
時
の
日
本
で
も
っ
と
も
大
陸
仏
教
界
に
関
心
を
い

だ
い
て
い
た
権
力
者
で
あ
る
。
博
多
で
大
陸
に
渡
る
僧
侶
と
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
と
き
に
は
直
接
大
陸
の
僧
侶
の
も
と
へ

使
者
を
派
遣
す
る
な
ど
積
極
的
な
活
動
を
し
て
い
る
。
無
隠
元
晦
も
、
大
友
貞
宗
が
期
待
す
る
日
本
僧
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

大
拙
祖
能

　
　
　
　
　
　

遠
渓
祖
雄

　
　
　
　
　
　

無
隠
元
晦

遠
渓
祖
雄　
　
　
　
　
　
　
　

玄
室
碩
圭　
　

東
海
碩
昕　
　

礼
仲
碩
精　
　

知
伝
碩
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
華
碩
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湖
心
碩
鼎　
　

景
轍
玄
蘇

無
隠
元
晦　
　

夢
庵
顕
一　
　
　
　
　
　
　
　

弸
中
道
徳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伯
琳
玄
虎　
　

耳
峰
玄
熊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頤
仲
碩
養　
　

西
笑
承
兌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘯
岳
鼎
虎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

駿
岳
碩
甫　
　

九
白
元
菊
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や
が
て
、
中
峰
明
本
が
至
治
三
年
（
一
三
二
三
）
に
死
去
す
る
と
、
無
隠
元
晦
も
泰
定
三
年
（
一
三
二
六
）
に
帰
国
の
途
に
つ

い
た
。
幻
住
派
の
禅
僧
は
、
帰
国
後
、
そ
の
多
く
が
中
央
の
権
力
者
と
か
か
わ
ら
な
い
林
下
で
活
動
し
た
。
京
都
か
ら
離
れ
た

丹
波
国
に
高
源
寺
を
ひ
ら
い
た
遠
渓
祖
雄
な
ど
は
そ
の
代
表
と
い
え
る
。
し
か
し
、
無
隠
元
晦
は
帰
国
す
る
と
き
に
お
な
じ
船

に
乗
り
あ
わ
せ
た
中
国
僧
清
拙
正
澄
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
彼
が
京
都
建
仁
寺
の
住
持
と
な
る
と
よ
び
よ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
後

も
、
大
友
氏
泰
（
貞
宗
の
子
）
の
依
頼
で
筑
前
顕
孝
寺
に
入
り
、
博
多
聖
福
寺
二
十
一
世
と
し
て
出
世
し
、
建
仁
寺
（
三
十
二

世
）
や
南
禅
寺
（
二
十
一
世
）
の
住
持
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
政
権
と
密
接
な
官
寺
な
ど
で
活
躍
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

壱
岐
海
印
寺
（
安
国
寺
）
や
豊
前
宝
覚
寺
（
興
国
寺
）
も
ひ
ら
い
て
お
り
、
彼
は
京
都
（
中
央
政
界
）
と
北
部
九
州
地
域
（
ア
ジ
ア

へ
の
窓
口
）
で
活
躍
し
た
禅
僧
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、
博
多
近
隣
の
多
々
良
浜
に
あ
っ
た
顕
孝
寺
は
大
友
氏
の
外

交
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
禅
寺
で
あ
り
、
聖
福
寺
も
都
市
博
多
の
基
盤
と
し
て
貿
易
拠
点
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

無
隠
元
晦
は
最
新
の
仏
教
を
学
び
、
大
陸
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
も
も
っ
て
い
た
禅
僧
と
し
て
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
十
月
十
七
日
に
遷
化
し
た
後
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
の
百
年
忌
に
さ
い
し
て
後
花
園
天
皇

か
ら
法
雲
普
済
禅
師
の
諡
号
を
授
か
っ
て
い
る
。
以
後
、
無
隠
元
晦
の
弟
子
筋
の
人
び
と
は
、
北
部
九
州
で
活
躍
し
、
博
多
地

域
の
外
交
・
貿
易
活
動
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
動
き
を
見
せ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
無
隠
元
晦
の
塔
所
と
し
て
博
多
湾
岸

の
馬ま

出い
だ
し

に
創
建
さ
れ
た
の
が
幻
住
庵
で
あ
り
、
そ
の
名
前
の
由
来
は
師
匠
で
あ
る
中
峰
明
本
の
庵
名
と
お
な
じ
と
い
う
由
緒

正
し
き
も
の
で
あ
っ
た
。

三　

幻
住
派
と
大
内
氏

  

戦
国
期
か
ら
江
戸
初
期
の
日
本
禅
宗
界
は
、
臨
済
宗
幻
住
派
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
鎌
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倉
末
期
に
日
本
へ
伝
え
ら
れ
た
幻
住
派
は
、
中
央
政
界
で
華
々
し
く
活
躍
す
る
禅
宗
勢
力
と
く
ら
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
存

在
で
は
な
か
っ
た
が
、
戦
国
時
代
に
躍
進
す
る
き
っ
か
け
を
つ
か
む
。

　

十
五
世
紀
末
に
足
利
将
軍
家
が
二
つ
に
分
裂
す
る
大
事
件
が
勃
発
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
時
の
元
号
を
も
ち
い
て
明
応
の
政

変
（
明
応
二
年
・
一
四
九
三
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
政
変
に
よ
っ
て
、
第
十
一
代
室
町
将
軍
と
な
っ
た
足
利
義
澄
に
よ
っ
て

追
放
さ
れ
た
第
十
代
室
町
将
軍
足
利
義よ
し

稙た
ね

（
義よ
し

材き

・
義よ
し

尹た
だ

・
義
稙
と
改
名
す
る
が
、
こ
こ
で
は
義
稙
で
統
一
）
は
、
復
権
を
か
け
て

西
国
の
有
力
大
名
で
あ
っ
た
周
防
大
内
氏
を
た
よ
っ
て
山
口
へ
下
向
し
て
き
た
。
大
内
氏
は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
活
発
に
外
交

活
動
を
お
こ
な
う
グ
ロ
ー
バ
ル
大
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
内
氏
の
肝
い
り
で
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
に
朝
鮮
国
へ
派
遣
さ

れ
た
の
が
弸
中
道
徳
（
鳳
叔
全
徳
）
と
い
う
幻
住
派
僧
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
鎌
倉
末
期
以
来
、
博
多
地
域
で
活
躍
し
て
い
た
無

隠
元
晦
系
統
の
幻
住
派
で
あ
り
な
が
ら
、
遠
渓
祖
雄
系
統
の
幻
住
派
と
も
か
か
わ
る
禅
僧
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
は
、
新
た
な
人

材
登
用
策
と
し
て
博
多
地
域
で
活
躍
す
る
幻
住
派
を
重
要
視
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
聖
福
寺
に
代
表
さ
れ
る
博
多

の
有
力
な
禅
寺
（
官
寺
）
は
、
そ
れ
ら
の
住
持
と
な
る
た
め
に
は
室
町
将
軍
の
発
行
す
る
任
命
書
（
公
帖
）
を
も
ら
う
必
要
が

あ
っ
た
。
大
内
氏
は
、
室
町
時
代
か
ら
博
多
へ
の
進
出
手
段
と
し
て
、
博
多
の
禅
寺
の
住
持
候
補
者
に
対
し
て
、
室
町
幕
府
に

吹す
い

噓き
よ

状
（
推
薦
状
）
を
出
す
こ
と
で
、
親
し
い
関
係
を
つ
く
ろ
う
と
努
力
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
任
命
書
の
発
行
権

を
握
っ
て
い
た
足
利
義
稙
が
大
内
氏
を
た
よ
っ
て
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
博
多
の
禅
寺
と
の
関
係
を
強
化
す
る
絶
好
の
チ
ャ

ン
ス
と
考
え
た
大
内
義
興
は
、
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
足
利
義
稙
の
任
命
書
で
一
華
碩
由
と
い
う
幻
住
派
僧
を
聖
福
寺
の
住

持
と
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
華
碩
由
は
、
筑
前
国
箱
崎
に
い
た
秦
氏
の
出
身
で
、
秦
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
箱
崎
建
徳
寺

で
出
家
し
景
轍
元
由
と
名
の
る
禅
僧
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
大
徳
寺
系
統
の
禅
や
曹
洞
宗
の
禅
を
学
び
、
最
終
的
に
は
覚
晶
庵

に
い
た
遠
渓
祖
雄
六
世
の
玄
室
碩
圭
に
師
事
し
、
そ
の
後
継
者
と
な
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
禅
を
学
ん
だ
一
華
碩
由
は
、
覚
晶
庵

を
建
徳
寺
に
う
つ
し
て
門
弟
を
育
成
し
た
と
い
う
。
こ
の
一
華
碩
由
の
聖
福
寺
出
世
以
降
、
彼
を
前
例
と
し
て
玉
室
碩
琳
、
弸
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中
道
徳
、
湖
心
碩
鼎
と
い
っ
た
幻
住
派
僧
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
聖
福
寺
へ
出
世
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
足
利
義
稙
は
大
内
義
興
の
協
力
を
え
て
上
洛
し
、
将
軍
職
に
復
帰
し
た
。
す
で
に
、
足
利
義
稙
・

大
内
義
興
と
の
緊
密
な
関
係
を
つ
く
っ
て
い
た
幻
住
派
は
、
こ
れ
を
背
景
と
し
て
新
た
な
権
威
づ
け
を
中
央
で
進
め
た
。
永
正

一
四
年
（
一
五
一
七
）
遠
渓
祖
雄
系
統
の
幻
住
派
の
総
本
山
と
も
い
え
る
丹
波
高
源
寺
が
、
知
伝
碩
精
に
よ
っ
て
天
皇
の
勅
願

所
と
な
り
朝
廷
か
ら
紫
衣
道
場
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
紫
衣
と
は
紫
色
の
袈
裟
の
こ
と
で
、
日
本
で
は
特
別
な
高
僧

の
み
に
限
っ
て
着
用
を
許
さ
れ
て
い
た
。
禅
宗
で
は
、
京
都
五
山
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
南
禅
寺
や
、
大
徳
寺
・
妙
心
寺
の
住
持
の

み
に
許
さ
れ
た
紫
衣
が
、
高
源
寺
住
持
に
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
幻
住
派
の
格
式
が
日
本
社
会
の
な
か
で
飛
躍
的
に
上
が

っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
幻
住
派
の
躍
進
は
、
一
華
碩
由
の
弟
子
に
あ
た
る
湖
心
碩
鼎
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
て

い
く
。

四　

幻
住
派
の
世
紀

　

一
華
碩
由
の
あ
と
を
つ
い
だ
湖
心
碩
鼎
は
、
じ
つ
は
弸
中
道
徳
に
も
師
事
し
た
無
隠
元
晦
系
統
の
幻
住
派
の
禅
僧
で
も
あ
っ

た
。
享
禄
年
間
に
幻
住
庵
主
と
な
り
、
永
正
十
六
年
（
一
五
一
九
）
知
伝
碩
精
に
つ
い
で
高
源
寺
住
持
と
な
っ
て
紫
衣
を
獲
得
、

同
十
八
年
に
足
利
義
稙
の
任
命
書
で
聖
福
寺
百
五
世
と
し
て
出
世
、
大
内
義
隆
の
遣
明
船
の
正
使
に
抜
擢
さ
れ
て
明
朝
（
中

国
）
へ
渡
り
、
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
に
は
京
都
五
山
の
頂
点
で
あ
る
南
禅
寺
住
持
と
も
な
る
な
ど
華
々
し
い
活
躍
を
み

せ
た
が
、
聖
福
寺
に
新
篁
院
を
ひ
ら
き
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
宗
像
郡
の
隆
尚
庵
で
死
去
し
た
。
湖
心
碩
鼎
は
、
高
源
寺

を
勅
願
所
と
し
紫
衣
道
場
へ
と
導
い
た
知
伝
碩
精
な
ど
と
と
も
に
、
当
時
の
幻
住
派
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
の
幻
住
派
の
歴
史
を
み
て
み
る
と
、
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
あ
っ
た
知
伝
碩
精
の
存
在
感
は
う
す
く
、
湖
心
碩
鼎
の
影
響
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力
ば
か
り
が
き
わ
だ
つ
の
は
、
幻
住
派
の
な
か
で
の
湖
心
碩
鼎
の
画
策
（
世
論
操
作
）
に
よ
る
。
湖
心
碩
鼎
は
、
お
な
じ
遠
渓

祖
雄
系
統
の
幻
住
派
で
あ
り
な
が
ら
東
海
碩
昕
系
統
の
ラ
イ
ン
に
い
た
知
伝
碩
精
よ
り
抜
き
ん
で
る
た
め
に
、
師
で
あ
る
一
華

碩
由
（
東
海
碩
昕
と
は
兄
弟
弟
子
）
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
玄
室
碩
圭
─
一
華
碩
由
─
湖
心
碩
鼎
の
弟
子
筋
を
幻
住
派

の
正
統
ラ
イ
ン
と
し
て
認
識
さ
せ
る
よ
う
努
力
し
た
。
そ
の
思
惑
が
成
功
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
高
源
寺
に
出
世
す
る
幻
住

派
僧
が
、
圧
倒
的
に
湖
心
碩
鼎
系
統
の
禅
僧
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
史
料
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が

は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
現
在
、
一
華
碩
由
の
伝
記
が
華
々
し
く
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
湖
心
碩
鼎
に
よ
る
飾
り
立
て
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
伝
記
自
体
、
湖
心
碩
鼎
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
湖
心
碩
鼎
系
統
の
幻
住
派

は
、
正
統
な
る
幻
住
派
と
し
て
認
知
さ
れ
、
幻
住
派
の
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在
と
し
て
君
臨
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

湖
心
碩
鼎
の
活
躍
も
あ
り
、
博
多
聖
福
寺
は
幻
住
派
の
一
大
拠
点
と
な
っ
た
。
聖
福
寺
の
な
か
に
は
多
く
の
塔
頭
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
開
創
者
は
幻
住
派
以
外
の
人
び
と
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
国
期
に
は
そ
れ
ら
多
く
の
塔
頭
に
幻
住
派
の

人
び
と
が
進
出
し
た
。
さ
ら
に
、
隣
り
合
う
博
多
承
天
寺
に
も
幻
住
派
の
影
響
力
は
及
ん
だ
。
ほ
ん
ら
い
、
承
天
寺
は
鎌
倉
時

代
に
活
躍
し
た
円
爾
と
い
う
禅
僧
の
弟
子
筋
し
か
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
な
禅
寺
（‖

度つ
ち
え
ん

弟
院
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ

ろ
に
は
幻
住
派
の
影
響
を
受
け
た
駿
岳
碩
甫
や
九
白
元
菊
が
い
た
。
と
く
に
、
駿
岳
碩
甫
は
承
天
寺
の
本
寺
と
な
る
東
福
寺
の

住
持
だ
け
で
な
く
、
丹
波
高
源
寺
の
住
持
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
博
多
地
域
の
禅
宗
界
は
、
聖
福
寺
を
拠
点
と
す

る
幻
住
派
の
勢
い
に
席
巻
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

湖
心
碩
鼎
の
弟
子
筋
か
ら
は
、
聖
福
寺
住
持
と
な
る
景
轍
玄
蘇
（
百
九
世
）・
耳
峰
玄
熊
（
百
十
世
）
ら
が
つ
ぎ
と
つ
ぎ
と
輩

出
さ
れ
た
。
博
多
の
幻
住
派
は
、
博
多
か
ら
京
都
の
中
央
禅
宗
界
を
も
席
巻
し
、
さ
ら
に
は
遠
く
関
東
の
禅
宗
界
ま
で
も
進
出

し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
十
六
世
紀
と
い
う
戦
国
時
代
に
あ
っ
た
日
本
禅
宗
界
は
「
幻
住
派
の
世
紀
」
で
あ
っ
た
。
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五　

ア
ジ
ア
に
は
ば
た
く
幻
住
派

　

無
隠
元
晦
系
統
の
幻
住
派
で
あ
っ
た
弸
中
道
徳
が
、
大
内
氏
の
肝
い
り
で
朝
鮮
国
へ
外
交
僧
と
し
て
渡
っ
た
よ
う
に
、
戦
国

時
代
の
幻
住
派
は
当
時
の
日
本
の
外
交
を
牛
耳
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
活
躍
を
し
て
い
る
。
弸
中
道
徳
自
身
、
中

国
と
琉
球
王
国
に
二
度
ず
つ
、
朝
鮮
国
に
は
三
度
渡
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
か
た
る
ほ
ど
外
交
に
ひ
い
で
た
禅
僧
で
あ
っ
た
。

　

幻
住
派
の
外
交
僧
と
し
て
も
っ
と
も
有
名
な
の
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
名
前
を
出
し
て
い
る
聖
福
寺
の
湖
心
碩
鼎
で
あ
る
。

日
明
貿
易
を
独
占
し
た
周
防
山
口
の
大
内
義
隆
は
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に
出
発
す
る
遣
明
船
の
正
使
と
し
て
湖
心
碩
鼎

を
抜
擢
し
た
。
湖
心
碩
鼎
は
、
日
本
か
ら
中
国
へ
派
遣
さ
れ
る
正
式
な
外
交
官
と
し
て
、
大
陸
で
外
交
儀
礼
を
お
こ
な
い
、
貿

易
の
実
務
を
と
り
し
き
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
聖
福
寺
の
僧
侶
が
こ
の
遣
明
船
に
乗
船
し
て
大
陸
に
渡
っ
て
い
る
の

は
、
大
内
氏
が
博
多
に
お
け
る
遣
明
船
の
基
地
と
し
て
聖
福
寺
を
位
置
づ
け
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
、
湖
心
碩
鼎
の
遣
明
船

を
操
縦
し
て
い
た
の
は
神
屋
運
安
・
長
秀
親
子
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
有
名
な
博
多
商
人
で
、
世
界
遺
産
と
な
っ
た
石
見
銀
山
を

開
発
し
た
神
屋
寿
禎
や
、
の
ち
に
活
躍
す
る
神
谷
宗
湛
と
は
同
族
と
な
る
。
湖
心
碩
鼎
は
、
こ
の
よ
う
な
博
多
の
有
力
者
た
ち

と
も
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
聖
福
寺
の
幻
住
派
僧
は
朝
鮮
通
交
で
も
活
躍
し
た
。
そ
の
代
表
が
湖
心
碩
鼎
の
弟
子
で
あ
っ
た
景
轍
玄
蘇
で
あ
る
。

筑
前
国
宗
像
郡
に
い
た
大
内
氏
の
家
臣
河
津
隆
業
の
子
で
あ
っ
た
景
轍
玄
蘇
は
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
に
博
多
商
人
の
金

銭
的
援
助
を
受
け
て
聖
福
寺
の
住
持
と
な
り
、
や
が
て
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
宗そ
う

義よ
し

調し
げ

の
ま
ね
き
に
よ
っ
て
対
馬
に
渡
っ
た
。

対
馬
の
厳い
づ

原は
ら

に
以
酊
庵
を
ひ
ら
い
た
景
轍
玄
蘇
は
、
以
後
、
宗
氏
の
主
導
す
る
朝
鮮
通
交
の
外
交
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
豊
臣

秀
吉
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
文
禄
・
慶
長
の
役
の
時
に
は
、
宗
氏
や
小
西
行
長
の
軍
隊
に
従
軍
し
、
戦
後
は
日
本
と
朝
鮮
の
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国
交
復
活
交
渉
に
尽
力
し
た
。
景
轍
玄
蘇
の
よ
う
に
、
文
禄
・
慶
長
の
役
で
朝
鮮
半
島
へ
渡
海
し
た
多
く
の
大
名
軍
に
は
、
お

の
お
の
ゆ
か
り
の
外
交
僧
が
つ
き
し
た
が
っ
て
い
た
。
毛
利
軍
に
従
軍
し
た
嘯
岳
鼎
虎
（
湖
心
碩
鼎
の
弟
子
）、
鍋
島
軍
に
従
軍

し
た
是
琢
明
琳
（
湖
心
碩
鼎
の
弟
子
筋
）
の
よ
う
に
そ
の
多
く
は
幻
住
派
僧
で
あ
り
、
京
都
に
お
け
る
豊
臣
秀
吉
側
近
の
外
交
僧

と
し
て
日
本
外
交
を
差
配
し
た
相
国
寺
の
西
笑
承
兌
も
湖
心
碩
鼎
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
幻
住
派
僧
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
幻

住
派
の
世
紀
」
で
あ
っ
た
十
六
世
紀
は
、
同
時
に
幻
住
派
僧
に
よ
っ
て
日
本
の
外
交
も
主
導
的
に
に
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

六　

幻
住
派
僧
に
よ
る
聖
福
寺
復
興
活
動

　

戦
国
時
代
の
博
多
は
さ
ま
ざ
ま
な
勢
力
の
争
奪
地
で
あ
っ
た
た
め
、
聖
福
寺
も
兵
乱
の
被
害
を
こ
う
む
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
聖
福
寺
は
戦
乱
の
た
び
に
幻
住
派
僧
の
活
躍
に
よ
っ
て
復
興
を
と
げ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、「
扶
桑
最
初
禅
窟
安
国
山
聖
福
禅
寺
住
持
代
々
自
筆
之
記
録
」（
聖
福
寺
蔵
）
は
、
開
山
で
あ
る
明
庵
栄
西
以
来

の
聖
福
寺
住
持
の
名
前
が
自
筆
で
署
名
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）
の
兵
乱
で
失

却
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
、
こ
の
時
す
で
に
聖
福
寺
住
持
を
や
め
て
い
た
湖
心
碩
鼎
が
復
元
し
た
の
で
あ
る
。
策
彦
周
良
と

い
う
禅
僧
が
湖
心
碩
鼎
の
肖
像
画
に
し
る
し
た
文
章
で
は
、
湖
心
碩
鼎
を
「
中
興
日
本
最（聖
福
寺
）

初
禅
窟
」
と
よ
ん
で
お
り
（『
三
脚

稿
』）、
湖
心
碩
鼎
の
活
動
は
記
録
類
の
復
元
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
禅
寺
全
体
の
復
興
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

「
聖
福
寺
古
絵
図
」（
聖
福
寺
蔵
）
は
、「
承
天
寺
図
」（
個
人
蔵
）
と
と
も
に
中
世
の
博
多
が
描
か
れ
た
貴
重
な
絵
画
資
料
で

あ
る
。
絵
図
は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
戦
乱
で
半
分
以
上
を
失
っ
た
た
め
、
同
十
三
年
（
一
五
七
〇
）
に
幻
住
派
の
耳
峰

玄
熊
が
絵
図
の
残
余
を
集
め
て
修
理
し
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
。『
安
山
借
家
牒
』（
聖
福
寺
蔵
）
は
、
天
文
十
三
年
（
一
五
四

四
）
聖
福
寺
寺
内
町
の
一
軒
ご
と
の
住
人
・
地
料
・
山
口
夫
・
小
夫
銭
な
ど
の
記
録
を
湖
心
碩
鼎
ら
が
作
成
し
た
帳
面
で
あ
る
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が
、
お
な
じ
く
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
戦
乱
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
に
耳
峰
玄
熊
が

回
復
し
た
。
唐と
う

磬け
い

は
楽
器
の
一
種
で
、
湖
心
碩
鼎
が
明
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
や
は
り
永
禄
六
年
に
失
わ

れ
耳
峰
玄
熊
に
よ
っ
て
も
ど
さ
れ
た
後
、
ふ
た
た
び
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
な
く
な
り
幻
住
派
の
嘯
岳
鼎
虎
に
よ
っ
て
回

復
さ
れ
た
こ
と
を
、
同
十
六
年
に
茂
林
鼎
韺
（
湖
心
碩
鼎
の
弟
子
）
が
記
し
て
い
る
。
戦
国
時
代
の
聖
福
寺
は
、
湖
心
碩
鼎
や

そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
復
興
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
聖
福
寺
復
興
に
活
躍
し
た

の
が
耳
峰
玄
熊
と
い
う
禅
僧
で
あ
っ
た
。

　

耳
峰
玄
熊
は
、
は
じ
め
は
玄
履
首
座
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
早
世
し
た
た
め
そ
の
師
に
当
た
る
伯
琳
玄
虎
に
師
事
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
伯
琳
玄
虎
も
死
去
し
た
た
め
、
耳
峰
玄
熊
は
湖
心
碩
鼎
か
ら
伯
琳
玄
虎
の
印
可
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
後
上
洛

し
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
冬
節
建
仁
寺
第
二
座
と
な
り
、
翌
年
春
に
聖
福
寺
へ
帰
っ
た
。
こ
こ
で
、
永
禄
六
年
（
一
五
六

三
）
の
戦
乱
に
み
ま
わ
れ
た
聖
福
寺
を
復
興
す
る
こ
と
に
な
る
。
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
薩
摩
大
願
寺
の
任
命
書
を
も
ら
っ

た
後
、
同
十
年
（
一
五
六
七
）
聖
福
寺
百
十
世
と
な
っ
た
。
翌
年
に
は
、
ふ
た
た
び
上
洛
し
て
建
仁
寺
へ
お
も
む
き
、
丹
波
高

源
寺
に
遠
渓
祖
雄
の
祖
師
塔
を
拝
し
た
。
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
は
、
高
源
寺
の
求
め
に
お
う
じ
て
同
寺
に
入
寺
し
て

紫
衣
を
獲
得
し
た
。
現
在
、
高
源
寺
に
は
こ
の
時
の
「
耳
峰
玄
熊
入
院
法
語
」
が
軸
装
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
天
正
年
間
に

入
る
と
、
建
仁
寺
、
天
龍
寺
、
南
禅
寺
な
ど
京
都
五
山
の
任
命
書
を
う
け
る
一
方
、
ふ
た
た
び
戦
乱
で
荒
廃
し
た
聖
福
寺
の
復

興
に
尽
力
し
て
い
く
。
ま
た
、
天
正
十
一
年
頃
に
は
「
幻
住
堂
上
老
師
」
と
呼
ば
れ
る
耳
峰
玄
熊
に
対
し
て
熙
春
龍
喜
が
手
紙

を
送
っ
て
お
り
（『
清
渓
稿
』）、
こ
の
頃
耳
峰
玄
熊
が
幻
住
庵
に
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幻
住
庵
の
耳
峰
玄
熊
は
、
こ
の
他
に
も

円
覚
寺
侍
司
下
宛
に
「
官
物
未
進
之
儀
」
を
督
促
す
る
文
書
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（「
正
観
寺
文
書
」）。

　

そ
し
て
、
耳
峰
玄
熊
の
復
興
活
動
を
援
助
し
た
の
が
小
早
川
隆
景
で
あ
る
。
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ

て
九
州
が
平
定
さ
れ
る
と
、
筑
前
国
の
領
主
と
し
て
名
島
城
に
居
城
を
定
め
た
小
早
川
隆
景
は
、
戦
火
で
焼
失
し
た
博
多
の
復
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興
を
は
か
っ
た
。
聖
福
寺
の
再
建
も
、
そ
の
博
多
復
興
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
天
正
十
五
年
八
月
十
三
日
に

耳
峰
玄
熊
が
筑
前
芦
屋
の
鋳
物
師
大
江
氏
重
が
制
作
し
た
銅
鐘
を
聖
福
寺
に
寄
進
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
再
建
活
動
ゆ
え
で
あ

ろ
う
。
ち
な
み
に
、
聖
福
寺
に
は
玄
良
首
座
が
寄
付
し
た
木
牌
（
仏
殿
に
安
置
さ
れ
る
三
牌
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
中
興
住
持
耳

峯
玄
熊
、
天
正
十
五
年
丁
亥
八
月
十
三
日
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
系
字
か
ら
す
る
と
、
玄
良
は
耳
峰
玄
熊
の
弟
子
筋
と
思
わ
れ

る
。
耳
峰
玄
熊
が
聖
福
寺
に
銅
鐘
を
寄
進
し
た
日
付
と
同
日
と
い
う
の
が
興
味
深
い
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
七
月
に
は
、

小
早
川
隆
景
も
銅
鐘
を
聖
福
寺
に
寄
進
し
て
い
る
。
隆
景
が
寄
進
し
た
銅
鐘
は
、
高
麗
時
代
の
朝
鮮
鐘
で
あ
り
、
め
ず
ら
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
聖
福
寺
の
仏
殿
・
開
山
堂
・
鐘
楼
・
庫
裏
な
ど
の
諸
堂
の
再
建
を
は
た
し
た
耳
峰
玄
熊
は
、
み

ず
か
ら
「
聖
福
寺
中
興
住
持
」
と
な
の
っ
て
お
り
、
ま
た
聖
福
寺
も
耳
峰
玄
熊
を
「
両
回
中
興
の
祖
」
と
み
な
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
幻
住
庵
に
は
小
早
川
隆
景
の
手
紙
が
伝
わ
っ
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
手
紙
の
あ
て
先
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
「
聖

福
寺
文
書
」
に
山
口
宗
永
と
相
談
し
て
寺
領
三
百
石
を
あ
た
え
た
内
容
の
（
文
禄
四
年
・
一
五
九
五
）
十
一
月
二
十
五
日
の
小
早

川
隆
景
書
状
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
手
紙
も
お
な
じ
時
に
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
幻
住
庵
の
件
に
つ
い
て
も
、

同
門
の
僧
侶
と
よ
く
考
え
、
再
興
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
の
べ
て
お
り
、
幻
住
庵
を
保
護
す
る
小
早
川
氏
の
姿
勢
が
わ
か

る
。

　

耳
峰
玄
熊
に
は
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
南
禅
寺
と
建
仁
寺
の
住
持
任
命
書
が
出
て
い
る
が
、
南
禅
寺
に
実
際
に
入
寺
す

る
こ
と
は
な
く
肩
書
き
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
幻
住
庵
に
は
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
九
月
に
し
る
さ
れ
た
耳
峰
玄
熊
の

墨
蹟
が
あ
る
が
、
そ
の
名
の
り
は
「
中
華
十
二
世
前
南
禅
耳
峰
玄
熊
」
と
あ
る
。「
中
華
十
二
世
」
と
は
中
峰
明
本
の
十
二
世

孫
を
し
め
し
て
お
り
、
中
国
禅
宗
界
と
の
つ
な
が
り
を
強
く
意
識
す
る
耳
峰
玄
熊
の
姿
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
前
南
禅
」
と
あ

る
の
は
前
年
に
南
禅
寺
住
持
の
任
命
書
を
獲
得
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
八
月
に
は
、
寺
沢
広
高
の
要
請
で
唐
津
に
移
り
、
火
災
で
焼
失
し
た
近
松
寺
と
少
林
寺
の
中
興
開
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山
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
禅
寺
は
、
か
つ
て
肥
前
松
浦
岸
岳
城
の
波
多
三
河
守
親し
た
し （ 

鎮し
ず
む

か
ら
改
名
）
が
湖
心
碩
鼎
を
ま
ね
い

て
開
山
に
す
え
た
禅
寺
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
耳
峰
玄
熊
は
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
九
月
十
六
日
に
示
寂
し
た
。
幻
住
庵
蔵

の
「
古
過
去
帳
」
に
は
、「
慶
長
四
亥
九
月
十
六
日　

聖
福
寺
中
興
兼
当
山
耳
峰
玄
熊
大
和
尚
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
耳
峰

玄
熊
は
、
湖
心
碩
鼎
と
お
な
じ
く
戦
国
時
代
の
聖
福
寺
の
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
不
可
欠
な
禅
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
戦
国
時
代
の
戦
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
聖
福
寺
を
復
興
す
る
中
心
と
な
っ
た
の
が
湖
心
碩
鼎
や
耳
峰
玄
熊
な
ど

の
幻
住
派
の
禅
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
聖
福
寺
は
幻
住
派
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
湖
心
碩
鼎
と
耳
峰
玄
熊
は
い
ず
れ
も
幻
住
庵
の
世
代
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
幻
住
派
僧
が
い
た
幻
住
庵
や
聖
福
寺
は
、

ま
さ
に
戦
国
期
禅
宗
界
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お　

わ　

り　

に

　

以
上
、
鎌
倉
末
期
か
ら
戦
国
期
に
お
け
る
博
多
禅
宗
界
の
動
向
を
、
幻
住
庵
や
聖
福
寺
を
拠
点
に
活
動
し
た
幻
住
派
僧
の
動

向
を
中
心
に
み
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
戦
乱
で
焼
失
し
た
聖
福
寺
を
何
度
も
復
興
す
る
な
ど
、
博
多
地
域
を
中
心
に
勢
力
を
展

開
し
た
湖
心
碩
鼎
系
統
の
幻
住
派
の
動
向
は
注
目
に
値
す
る
。
中
国
地
方
の
毛
利
氏
の
外
護
な
ど
を
受
け
て
、
十
六
世
紀
後
半

以
降
に
は
京
都
五
山
で
も
隆
盛
を
ほ
こ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
部
は
関
東
地
域
に
ま
で
流
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
明
朝
の

朝
貢
・
海
禁
体
制
に
よ
っ
て
宋
元
期
以
来
の
日
中
禅
林
の
密
接
な
交
流
が
途
絶
え
た
結
果
、
日
本
の
な
か
の
中
国
的
世
界
で
あ

っ
た
禅
宗
界
は
、
室
町
期
以
降
、
大
陸
的
な
モ
ノ
に
憧
れ
つ
つ
も
次
第
に
日
本
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
戦
国
期
か
ら

近
世
初
頭
の
日
本
禅
宗
界
を
象
徴
す
る
存
在
と
な
っ
た
幻
住
派
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
大
陸
の
禅
宗
界
と
は
異
な
る
あ
ゆ
み
を

み
せ
た
日
本
的
な
禅
宗
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
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註（
1
）　

川
添
昭
二
「
鎌
倉
時
代
の
対
外
関
係
と
文
物
の
移
入
」（
同
著
『
日

蓮
と
そ
の
時
代
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
九
年
）。

（
2
）　

川
添
昭
二
「
鎌
倉
初
期
の
対
外
関
係
と
博
多
」（
箭
内
健
次
編
『
鎖

国
日
本
と
国
際
交
流
』
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）。

（
3
）　

川
添
昭
二
「
鎌
倉
中
期
の
対
外
関
係
と
博
多
─
─
承
天
寺
の
開
創
と

博
多
綱
首
謝
国
明
─
─
」（『
九
州
史
学
』
第
八
八
・
八
九
・
九
〇
合
併

号
、
一
九
八
七
年
）。

（
4
）　

小
畠
文
鼎
編
『
聖
福
寺
史
』（
聖
福
寺
文
庫
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）、

西
日
本
新
聞
社
編
『
聖
福
寺
通
史
』（
聖
福
寺
、
一
九
九
五
年
）。

（
5
）　

広
渡
正
利
編
『
博
多
承
天
寺
史
』（
文
献
出
版
、
一
九
七
七
年
）、
同

編
『
博
多
承
天
寺
史
補
遺
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
）。

（
6
）　

拙
稿
「
中
世
の
崇
福
寺
」（
福
岡
市
美
術
館
学
芸
課
編
『
大
応
国
師

七
百
回
忌
記
念
特
別
展 

大
応
国
師
と
崇
福
寺 
図
録
』
大
応
国
師
と
崇

福
寺
展
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
7
）　

川
添
昭
二
「
博
多
円
覚
寺
の
開
創
・
展
開
─
─
対
外
関
係
と
地
域
文

化
の
形
成
─
─
」（『
市
史
研
究
ふ
く
お
か
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
8
）　

鹿
毛
敏
夫
「
日
元
禅
僧
の
国
際
交
流
と
大
友
氏
」（
同
著
『
ア
ジ
ア

ン
戦
国
大
名
大
友
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。

（
9
）　

広
渡
正
利
編
『
石
城
遺
宝
』（
文
献
出
版
、
一
九
九
一
年
）。

（
10
）　

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

二
〇
〇
〇
年
）、
拙
著
『
中
世
日
本
の
外
交
と
禅
宗
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
二
年
）
な
ど
も
参
照
の
こ
と
。

（
11
）　

無
隠
元
晦
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』（
講

談
社
、
一
九
八
三
年
）
無
隠
元
晦
条
、
渡
辺
雄
二
「
二
躯
の
無
隠
元
晦

像
」（『
デ
ア
ル
テ
』
第
四
号
、
一
九
八
八
年
）、
広
渡
正
利
『
無
隠
元

晦
和
尚
伝
』（
文
献
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

（
12
）　

以
下
の
記
述
は
、
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
を
ま
た
ぐ
禅
宗
世
界
」（
荒
野

泰
典
ほ
か
編
『
日
本
の
対
外
関
係
4 

倭
寇
と
「
日
本
国
王
」』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
13
）　

本
稿
に
お
け
る
幻
住
派
の
記
述
は
、
玉
村
竹
二
「
臨
済
宗
幻
住
派
」

お
よ
び
「
法
系
の
研
究
方
法
に
関
す
る
一
見
解
」（
い
ず
れ
も
同
著

『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
一
巻
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）、

橋
本
雄
「
丹
波
国
氷
上
郡
佐
治
荘
高
源
寺
所
蔵
文
書
」（『
東
京
大
学
日

本
史
学
研
究
室
紀
要
』
第
三
号
、
一
九
九
九
年
）、
拙
稿
「
中
世
後
期

の
臨
済
宗
幻
住
派
と
対
外
交
流
」（
註（
10
）前
掲
拙
著
『
中
世
日
本
の

外
交
と
禅
宗
』
所
収
）、
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
禅
宗
世
界
の
変
容
と
拡

大
」（
川
岡
勉
・
古
賀
信
幸
編
『
日
本
中
世
の
西
国
社
会
3 

西
国
の
文

化
と
外
交
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）、
拙
稿
「
足
利
学
校
と
戦
国
時

代
の
禅
宗
世
界
」（
史
跡
足
利
学
校
研
究
紀
要
『
學
校
』
第
一
〇
号
、

二
〇
一
二
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
14
）　

福
岡
県
文
化
会
館
編
『
天
目
山
幻
住
庵
所
蔵
目
録
─
─
福
岡
県
歴
史

資
料
調
査
報
告
書 

第
三
集
─
─
』（
福
岡
県
文
化
会
館
、
一
九
七
九
年
）。

（
15
）　

註（
13
）前
掲
拙
稿
「
東
ア
ジ
ア
禅
宗
世
界
の
変
容
と
拡
大
」。




