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山 

法 

師 
「
近
頃
山
に
登
っ
た
蓮
長
と
か
い
う
田
舎
坊
主
は
、
お
ぬ
し
の
こ
と
か
」 

「
い
か
に
も
拙
僧
だ
が
」 

「
う
わ
さ
に
た
が
わ
ず
、
す
ば
ら
し
い
か
ら
だ
を
し
て
く
さ
る
わ
、
学
僧
な
ぞ
に
は
も
っ
た
な
い
し
ろ
物
ぢ
や
」 

こ
う
い
い
な
が
ら
、
蓮
長
の
体
躯
を
、
な
め
ま
わ
す
よ
う
に
見
ま
わ
し
た
の
は
、
当
時
叡
山
に
お
い
て
名
う
て 

 
 
 

の
荒
法
師
弁
盛
そ
の
人
で
あ
っ
た
。 

み
れ
ば
、
そ
の
輩
下
ら
し
い
の
が
、
み
る
も
い
か
め
し
い
叡
山
独
特
の
山
法
師
姿
で
、
大
杉
の
木
立
の
下
に
た 

 
 
 

む
ろ
し
て
、
こ
っ
ち
を
見
な
が
ら
、
に
や
に
や
と
笑
っ
て
お
る
。 

弁
盛
は
腰
の
一
刀
を
軽
く
た
た
く
と
、
言
葉
を
続
け
た
。 

「
い
ま
ど
き
、
学
僧
を
志
す
の
は
、
身
体
の
ひ
よ
わ
い
公
卿
育
ち
が
座
主
を
め
あ
て
の
仕
事
ぢ
や
、
そ
の
座
主 

 
 
 

も
、
近
頃
は
親
王
か
関
白
の
息
子
し
か
な
れ
ん
と
き
ま
っ
た
世
の
中
、
お
主
の
よ
う
な
田
舎
坊
主
、
い
く
ら
学
問 

 
 
 

を
励
も
う
と
も
、
そ
の
出
世
は
高
が
知
れ
て
い
る
、
み
れ
ば
天
晴
れ
堂
々
た
る
偉
丈
夫
、
お
ぬ
し
の
手
は
な
あ
、 
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筆
を
握
ぎ
る
手
で
は
な
い
。
剱
を
執
る
腕
じ
ゃ
が
ど
う
だ
、
返
答
を
う
け
た
ま
わ
ろ
う
」 

に
こ
に
こ
笑
っ
て
聞
い
て
い
た
蓮
長
法
師
、
臆
す
る
色
も
な
く
答
え
た
。 

「
お
こ
と
わ
り
申
そ
う
、
も
は
や
俊
範
上
人
の
講
義
が
始
ま
る
時
刻
、
失
礼…

…

」 

こ
の
声
を
き
く
と
、
今
ま
で
大
杉
の
根
も
と
に
お
っ
た
五
六
人
の
山
法
師
は
、
ば
ら
ば
ら
っ
と
大
講
堂
に
通
ず 

 
 
 

る
路
を
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
み
た
弁
盛
、 
 

「
待
て
待
て
」 

と
声
を
か
け
て
、 

「
も
と
の
処
で
休
ん
で
お
れ
、
俺
が
独
り
で
料
理
し
て
み
せ
て
や
る
か
ら
」 

杉
木
立
の
間
か
ら
洩
れ
る
日
の
光
が
、
長
刀
の
穂
先
き
に
き
ら
き
ら
と
光
っ
た
が
、
輩
下
の
山
法
師
、
一
言
も 

 
 
 

な
く
も
と
の
位
置
に
戻
っ
た
。
矢
庭
に
、
一
人
の
山
法
師
が
、
う
お
っ
と
犬
の
よ
う
に
吠
え
て
飛
び
上
っ
た
か
と 

 
 
 

思
う
と
、
数
尺
上
の
杉
の
大
枝
が
、
ば
っ
さ
り
と
蓮
長
法
師
の
足
許
に
お
ち
て
き
た
。 

「
み
ら
れ
た
か
蓮
長
、
あ
の
長
刀
は
な
あ
、
返
答
如
何
で
は
、
何
時
お
ぬ
し
の
首
に
く
る
か
も
分
ら
ん
の
ぢ
ゃ
、 

 
 
 

宗
源
俊
範
の
試
験
を
受
け
た
だ
け
で
は
こ
の
山
に
は
お
ら
れ
ん
の
だ
。
か
く
い
う
叡
山
荒
法
師
の
統
領
た
る
東
塔 

 
 
 

の
住
人
弁
盛
房
の
印
可
を
受
け
ね
ば
、
一
日
た
り
と
も
こ
の
山
に
は
安
閑
た
り
得
ぬ
。
東
塔
千
八
百
十
三
人
西
塔 

 
 
 

七
百
十
七
人
横
川
四
百
七
十
人
、
叡
山
の
大
衆
三
千
人
の
命
を
あ
づ
か
り
お
る
の
が
こ
の
弁
盛
ぢ
ゃ
、
い
く
ら
学 

 
 
 

問
を
す
る
と
い
う
て
も
、
山
の
霞
を
食
っ
て
生
き
て
お
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
飯
も
食
お
う
、
酒
も
呑
も
う
、 
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十
八
代
良
源
和
尚
わ
が
山
を
復
興
し
て
伝
教
大
師
の
再
来
と
か
言
わ
れ
た
方
ぢ
ゃ
が
、
山
の
奴
等
が
病
気
に
な
る  

 
 
 

の
は
、
霧
の
深
い
こ
の
山
で
酒
を
呑
ま
ん
か
ら
ぢ
ゃ
と
言
わ
れ
て
五
辛
は
入
る
べ
か
ら
ず
ぢ
ゃ
が
、
酒
は
登
る
べ 

 
 
 

し
と
言
わ
れ
た
。
も
の
の
わ
か
っ
た
お
方
ぢ
ゃ
。
だ
が
そ
の
薬
酒
を
運
び
、
合
戦
の
度
ご
と
に
必
ず
ね
ら
わ
れ
る 

 
 
 

山
徒
三
千
人
の
命
の
綱
た
る
米
蔵
を
守
護
す
る
の
は
、
何
び
と
の
役
目
だ
と
思
う
か
、
か
く
言
う
弁
盛
の
采
配
だ 

 
 
 

と
思
わ
ぬ
か
」 

「
そ
の
理
は
在
山
の
掟
と
し
て
た
し
か
に
承
け
給
わ
り
承
知
致
し
て
お
る
、
よ
っ
て
蓮
長
も
順
序
を
経
て
、
そ
こ 

 
 
 

も
と
へ
ご
挨
拶
に
参
り
ま
し
た
が
、
た
し
か
坂
本
へ
下
っ
て
留
守
と
の
こ
と
」 

「
さ
れ
ば
さ
あ
、
今
日
こ
の
道
に
出
ば
っ
て
俺
が
直
々
の
挨
拶
へ
ま
い
っ
た
の
じ
ゃ
。
ど
う
じ
ゃ
堅
苦
し
い
学
問 

 
 
 

を
や
め
て
、
俺
の
も
と
に
こ
ら
れ
ん
の
か
の
う
」 

「
仔
細
あ
っ
て
遥
々
房
州
の
片
田
舎
よ
り
、
こ
の
山
へ
登
っ
た
も
の
、
と
う
て
い
お
言
葉
に
従
う
わ
け
に
は
ま
い 

 
 
 

り
ま
せ
ん
」 

「
よ
い
わ
よ
い
わ
。
ま
あ
俺
が
話
を
き
け
、
血
湧
き
肉
お
ど
っ
て
、
と
う
て
い
経
机
の
前
な
ど
に
座
っ
て
お
ら
れ 

 
 
 

よ
う
か
。
そ
の
六
尺
豊
か
な
体
躯
を
し
て
。
そ
も
そ
も
正
暦
四
年
よ
り
今
年
寛
言
元
年
に
至
る
三
百
五
十
年
間
の 

 
 
 

わ
が
山
と
三
井
園
城
寺
と
の
合
戦
を
聞
こ
う
な
ら
ば
だ
。
本
日
こ
の
よ
う
な
い
か
め
し
い
姿
を
し
て
お
る
の
も
伊 

 
 
 

達
や
酔
興
で
は
な
い
わ
、
明
日
こ
そ
は
山
門
の
衆
徒
が
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
三
月
の
十
六
日
じ
ゃ
。
百
年
前
の
康
治 

 
 
 

元
年
の
こ
の
日
こ
そ
三
井
の
衆
徒
が
吾
が
叡
山
の
東
塔
西
塔
の
房
舎
四
十
余
宇
及
び
丈
六
堂
に
火
を
放
っ
て
焼
き 
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打
ち
し
お
っ
た
日
ぢ
ゃ
。
だ
が
な
お
、
そ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
、
六
十
一
年
前
の
永
保
元
年
六
月
九
日
、
今
な
お 

 
 
 
 
 

わ
が
山
に
残
る
先
師
の
手
柄
話
に
よ
る
な
ら
ば
、
山
門
の
衆
徒
は
三
井
寺
に
暴
れ
に
暴
れ
て
余
す
所
が
な
か
っ
た 

 
 
 

と
い
う
。
そ
の
日
園
城
寺
を
お
そ
っ
て
御
願
所
十
五
か
所
、
堂
宇
七
十
九
所
、
塔
三
基
、
鐘
楼
六
か
所
、
経
蔵
十 

 
 
 

五
か
所
、
神
社
四
か
所
、
僧
房
六
百
二
十
一
か
所
、
舎
宅
一
千
四
百
九
十
三
宇
を
焼
き
討
ち
し
た
と
伝
お
っ
て
お  

 
 

る
。
し
か
る
に
九
月
十
三
日
園
城
寺
の
衆
徒
は
、
そ
の
報
復
を
試
み
ん
と
し
、
決
死
隊
三
百
人
が
密
か
に
わ
が
山 

 
 
 

に
登
っ
て
火
を
放
た
ん
と
し
た
。
こ
れ
を
事
前
に
捕
え
た
わ
れ
等
が
先
師
達
は
、
悉
く
こ
れ
ら
を
捕
え
て
殺
傷 

 
 
 

し
、
わ
が
山
に
こ
と
な
き
を
得
た
の
じ
ゃ
、
み
よ
、
あ
の
谷
底
に
は
今
も
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
地
を
掘
れ
ば
、
当
時 

 
 
 

の
舎
利
頭
が
う
よ
う
よ
と
こ
ろ
が
っ
て
く
る
わ
。 

さ
て
、
園
城
寺
衆
徒
の
そ
の
報
復
を
手
を
こ
ま
ね
い
て
待
つ
は
愚
な
り
と
し
た
わ
が
山
の
衆
徒
は
、
再
び
そ
れ 

 
 
 

よ
り
進
み
討
っ
て
、
九
月
十
五
日
園
城
寺
へ
攻
め
い
っ
て
、
ま
た
も
や
堂
院
二
十
か
所
、
経
蔵
五
か
所
、
神
社
九 

 
 
 

か
所
、
僧
房
一
百
八
十
三
か
所
、
舎
宅
数
千
等
を
焼
き
払
っ
て
余
す
と
こ
ろ
な
か
っ
た
と
い
う
。
保
安
二
年
に
ま 

 
 
 

た
ま
た
園
城
寺
を
焼
き
払
っ
た
が
、
二
十
一
年
後
の
康
治
元
年
の
明
日
の
日
は
わ
が
山
が
始
め
て
不
覚
を
と
っ
て
四 

 
 

十
余
宇
を
灰
燼
に
帰
し
た
日
だ
。
だ
が
そ
の
仕
返
え
し
は
ち
ょ
う
ど
二
十
一
年
後
の
長
寛
元
年
六
月
九
日
、
四 

 
 
 
 

度
園
城
寺
を
焼
き
払
い
、
健
保
二
年
五
度
こ
れ
を
焼
い
て
、
そ
の
芽
を
つ
ま
ん
だ
が
、
本
年
は
ち
ょ
う
ど
そ
れ
よ 

 
 
 

り
三
十
一
年
目
、
敵
も
合
戦
の
準
備
が
と
と
の
っ
た
で
あ
ろ
う
と
察
す
る
。
ま
し
て
や
明
日
は
三
月
十
六
日
、
園 

 
 
 

城
寺
衆
徒
が
わ
が
山
を
お
そ
っ
て
た
っ
た
一
度
の
勝
を
得
た
日
じ
ゃ
。
い
つ
な
ん
時
、
不
意
の
夜
襲
を
か
け
て
く 
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る
か
も
知
れ
ん
の
じ
ゃ
、
今
宵
か
ら
明
日
の
朝
迄
、
わ
れ
等
は
山
の
要
所
要
所
を
か
た
め
て
康
治
元
年
の
悲
惨
を  

 
 
 

と
り
か
え
さ
ぬ
つ
も
り
、
こ
の
よ
う
な
時
だ
、
蓮
長
と
か
、
仏
飯
を
は
ん
だ
か
ら
に
は
力
を
か
さ
れ
い
」 
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