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「 

瑞
雲
遶
石
臺
」

　
十
月
五
日
は
禅
宗
の
初
祖
、
達
磨
大
師
の

ご
命
日
で
す
。
当
山
で
は
十
一
月
に
達
磨
忌

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
達
磨
忌
に
ち
な
ん
で

床
に
は
達
磨
さ
ん
を
掛
け
ま
し
た
。

　
賛
は
「
め
で
た
い
雲
が
石
の
台
を
と
り
ま

い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
達
磨
大
師

が
嵩
山
山
頂
の
石
室
で
九
年
間
も
坐
禅
し
て

い
た
様
子
を
表
し
た
言
葉
で
し
ょ
う
。

「
石
の
上
に
も
三
年
」
努
力
は
実
り
ま
す
。
　

  

し
っ
　
た  

し
つ
　
　
せ
き
　
　  

ぼ
く
お
う

　
　
　「
妙
心
寺
団
参
の
ご
案
内
」

　
左
記
の
要
項
で
妙
心
寺
へ
の
団
体
参
拝
を

実
施
し
ま
す
。
今
回
は
非
公
開
の
龍
泉
庵
と

東
海
庵
を
拝
観
す
る
ほ
か
、
京
セ
ラ
稲
盛
氏

が
出
家
・
修
行
し
た
八
幡
市
の
円
福
僧
堂
と

一
休
さ
ん
ゆ
か
り
の
酬
恩
庵
に
も
お
参
り
し

ま
す
。
是
非
こ
の
機
会
に
ご
参
加
下
さ
い
。

実
施
日
時

　
令
和
二
年
二
月
十
二
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　
　
〜
十
三
日（
木
）

旅
行
代
金

　
お
一
人
様
　
三
万
五
千
円

　
　
　
花
園
会
館
ツ
イ
ン
二
名
利
用

申
し
込
み
〆
切

　
　
　
　
　
　
　
十
一
月
二
十
三
日

興
味
の
あ
る
方
は
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。
申
込
書
を
お
送
り

致
し
ま
す
。

　
　「
親
化
授
戒
会
に
つ
い
て
」

　
既
に
お
知
ら
せ
し
て
い
る
通
り
、
来
た
る

令
和
二
年
に
は
香
川
県
で
親
化
授
戒
会
が
開

催
さ
れ
ま
す
が
、
諸
般
の
都
合
で
實
相
寺
を

会
所
と
し
て
開
催
す
る
事
と
成
り
ま
し
た
。

　
日
程
は
来
年
の
十
一
月
十
九
日(

木
）〜

二
十
日
（
金
）
で
す
。
管
長
猊
下
が
当
山
に

来
ら
れ
、
直
接
皆
様
の
戒

師
と
な
っ
て
頂
け
る
の
は
、

二
度
と
無
い
機
会
で
す
。

詳
細
が
決
定
し
募
集
開
始

は
ま
だ
で
す
が
、
参
加
費

は
一
万
円
で
決
定
し
て
い

ま
す
。

　
是
非
こ
ち
ら
の
方
も
、

多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を

お
願
い
致
し
ま
す
。

元
天
龍
寺
管
長
　
叱
咤
室
　
関
　
牧
翁
老
大
師

　
　
　
　
　
　
　
　（
明
治
三
十
六
年
〜
平
成
三
年
）

ず
い
う
ん
せ
き
た
い
を
め
ぐ
る



　　
引
き
続
き
『
中
外
日
報
』
に
掲
載
の
コ
ラ
ム

第
三
回
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
参
院
選
前
に
「
老
後
資
金
二
千
万
円
」
が
話

題
と
な
り
ま
し
た
が
、
小
子
高
齢
化
に
よ
り
増

え
続
け
る
社
会
保
障
費
に
は
消
費
税
増
税
も
追

い
つ
か
な
い
状
況
で
す
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら

今
後
も
葬
儀
や
仏
事
の
簡
素
化
は
進
む
こ
と
が

予
想
さ
れ
、
寺
院
経
済
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。
ま
た
十
八
歳
人
口
も
二
〇
三
〇
年
に
は
二

〇
一
八
年
比
で
一
割
以
上
、
十
三
、
二
万
人
の

減
少
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
寺
院
出
身

者
の
数
も
減
少
す
る
で
し
ょ
う
。

　
妙
心
寺
派
で
は
既
に
全
寺
院
の
約
三
割
で
専

任
の
住
職
が
不
在
で
す
が
、
今
後
は
さ
ら
に
そ

う
し
た
被
兼
務
寺
院
の
増
加
が
予
想
さ
れ
、
後

継
者
の
育
成
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

恐
ら
く
こ
う
し
た
状
況
は
宗
派
を
問
わ
な
い
も

の
で
あ
り
、
日
本
仏
教
は
今
大
き
な
岐
路
に
立

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
私
達
僧

侶
は
寺
院
を
護
る
の
か
、
仏
教
を
護
る
の
か
と

い
う
問
題
で
す
。
勿
論
「
仏
教
を
護
る
為
に
寺

院
を
護
る
の
だ
」
と
い
う
意
見
が
大
半
で
し
ょ

う
。
し
か
し
昨
今
は
、
と
も
す
る
と
寺
院
を
護

ろ
う
と
す
る
が
故
に
社
会
的
な
批
判
を
受
け
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
気
が
し
ま
す
。
例
え
ば
、

伽
藍
を
修
理
す
る
為
に
寄
付
を
依
頼
し
た
と
こ

ろ
多
数
の
檀
家
が
離
檀
し
た
と
か
、
お
布
施
の

金
額
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
で
す
。

　
法
然
上
人
は
『
和
語
灯
録
』
で
「
結
婚
す
る

の
も
し
な
い
の
も
、
寺
に
住
む
の
も
住
ま
な
い

の
も
、
衣
食
住
も
何
事
も
み
な
念
佛
の
助
業
な

り
」
と
仰
っ
て
い
ま
す
が
、
現
代
日
本
で
は
多

く
の
僧
侶
が
結
婚
し
、
寺
院
護
持
の
為
に
法
務

を
執
行
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
世
間
か
ら
見
れ

ば
、
そ
れ
は
住
職
が
自
分
達
の
生
活
を
護
っ
て

い
る
と
し
か
映
ら
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
一
般
的
に
現
代
の
住
職
は
宗
教
法
人
の

代
表
役
員
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
各
寺

院
で
規
則
に
基
づ
い
た
適
正
な
運
営
が
行
わ
れ

て
き
た
か
、
と
い
え
ば
そ
う
と
は
限
ら
な
い
で

し
ょ
う
。
た
だ
今
後
は
よ
り
厳
正
な
運
営
が
求

め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
次
世
代
の
後
継
者

に
は
世
俗
的
な
法
人
運
営
の
知
識
も
必
要
と
な

る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
上
で
、
専
業
で
あ
ろ
う
と
兼
職
で
あ
ろ

う
と
寺
院
の
経
済
規
模
や
状
況
に
関
係
な
く
、

今
後
の
宗
教
法
人
に
必
要
な
こ
と
は
情
報
を
公

開
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
壇
信
徒
や
世
間

の
人
々
は
、
そ
の
法
人
の
活
動
内
容
や
お
金
の

使
い
途
を
知
る
こ
と
で
、
そ
の
寺
院
の
公
益
性

や
住
職
が
本
当
に
仏
教
を
護
っ
て
い
る
か
否
か

を
判
断
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
つ
ま
り
将
来
の
後
継
者
問
題
と
は
、
現
在
僧

侶
で
あ
る
私
達
の
今
日
ま
で
の
姿
勢
が
問
わ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
お
寺
は
け
し
て
営
利
目
的
で
運
営
さ
れ
て
い

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
は
い
え
事
業
を

継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
一
定
の
経
費
が
必
要

で
す
。
そ
れ
ら
が
賄
え
な
け
れ
ば
事
業
継
続
が

困
難
と
な
る
訳
で
す
の
で
、
こ
こ
で
述
べ
た
問

題
は
實
相
寺
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　「
随
想
随
筆
」③
　
ー
照
顧
脚
下
ー
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