
「
し
か
あ
る
に
、
い
た
づ
ら
に
西
天
を
本

と
せ
ず
、
震し
ん

旦だ
ん

国こ
く

に
し
て
、
あ
ら
た
に

局こ
く

量
の
小
見
を
今
案
し
て
仏
法
と
せ
る
、

道
理
し
か
あ
る
べ
か
ら
ず
」「
今
案
の
新

作
袈
裟
を
受
持
す
べ
か
ら
ず
」「
唐
土
の

新
作
は
正
伝
に
あ
ら
ず
」「
い
ま
震
旦
新

作
の
律
学
の
と
も
が
ら
の
所
製
の
袈
裟

の
ご
と
く
な
る
な
し
。
く
ら
き
と
も
が

ら
、
律
学
の
袈
裟
を
信
ず
、
あ
き
ら
か

な
る
も
の
は
抛ほ
う

却き
ゃ
く

す
る
な
り
」と
い
い
、

小
量
の
衣
は
袈
裟
を
中
国
的
に
変
え
た

律
学
者
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
み

て
い
る
。　

　

以
上
の
こ
と
か
ら
五
人
の
羅
漢
が
搭

け
て
い
る
掛
絡
は
掛
絡
で
な
く
、
道
誠

の『
釈
氏
要
覧
』や
睦
庵
善
卿
の『
祖
庭
事
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苑
』に
い
う
守
持
衣
で
は
な
か
ろ
う
か
。

竪
二
肘
、
横
四
肘
の
最
小
の
安
陀
衣
で
、

臍
か
ら
両
膝
の
三
輪
を
お
お
う
大
き
さ

で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
絡
子（
掛
絡
）も
存
在
し

て
お
り
、
円
覚
寺
の
無
学
祖
元

（
一
二
二
六
―
八
六
）
や
古く

林り
ん

清せ
い

茂む

（
一
二
六
二
―
一
三
二
九
）の
大
掛
絡（
図

2
･
3
）、
そ
れ
よ
り
約
一
二
〇
年
程
後

に
な
っ
た
以
亨
得
謙（
？
―
一
四
〇
二
）

の
頂ち
ん

相ぞ
う

で
明
ら
か
な
よ
う
に
前
か
ら
搭

け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

道
元
禅
師
は
中
国
的
に
変
え
ら
れ
た

掛
絡
を
搭
け
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
守
持
衣
は
搭
け
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
未
だ
は
っ
き
り
し
な
い

の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
羅
漢

図
に
よ
っ
て『
釈
氏
要
覧
』や『
祖
庭
事

苑
』に
い
う
守
持
衣
の
形
態
と
搭
け
方
が

証
明
で
き
た
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
に
発
行
し
た

「
そ
う
せ
い
」第
百
四
十
六
号
で
紹
介

し
た「
環
付
き
の
守
持
衣
」は
、
兵
庫

県
加
東
市
岡
本
の
楞
厳
寺
の
所
蔵
と

紹
介
し
ま
し
た
が
、
総
持
院
の
誤
り

で
し
た
。
こ
こ
に
訂
正
さ
せ
て
頂
き

ま
す
。

十
三
回
に
わ
た
っ
て
身
近
な
袈
裟
で

あ
る
絡
子（
掛
絡
）を
と
り
あ
げ
て
き

た
。
た
ま
た
ま
五
島
美
術
館
で
開
か

れ
て
い
た「
鎌
倉　

円
覚
寺
の
名
宝
」

展
で
出
品
さ
れ
て
い
た
大
掛
絡
を
み

て
研
究
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
が
、

木
像
や
肖
像
画
、
絵
巻
図
な
ど
か
ら

も
絡
子
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
守
持
衣
も
続
々
と
見
出
す
こ

と
が
で
き
、
か
つ
て
曹
洞
宗
で
は
守

持
衣
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
実
証
で

き
た
。

本
連
載
は
本
年
度
中
に『
曹
洞
宗
の

絡
子
へ
の
変
遷
』と
題
す
る
一
著
と

な
っ
て
曹
洞
宗
宗
務
庁
出
版
部
よ
り

刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
こ
に

多
く
の
方
々
よ
り
情
報
や
ご
協
力
を

い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
厚
く
お

礼
を
申
し
上
げ
て
擱
筆
す
る
。

図1　守持衣を搭けて浴室を訪れる羅漢図（図録『聖地寧波』より転載）

図3　古林清茂の大掛絡（井筒雅風『法衣史』より転載） 図2　無学祖元の用いた大掛絡（図録『鎌倉 円覚寺の名宝』より転載）


