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祖
跡
拝
登

十
月
下
旬
に
な
る
と
、
道
元
禅
師
ゆ
か
り
の
地
を
巡
る
「
京
都
祖
跡
拝

登
」
が
あ
り
ま
す
。
普
段
山
外
へ
出
る
こ
と
の
な
い
雲
水
に
と
っ
て
楽
し

み
に
し
て
い
る
行
持
の
一
つ
で
す
。

道
元
禅
師
は
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
京
都
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
両

親
を
亡
く
さ
れ
ま
す
。
母
の
臨
終
に
際
し
母
よ
り
出
家
す
る
よ
う
勧
め
ら

れ
た
道
元
禅
師
は
、
世
の
無
常
を
感
じ
れ
ば
こ
そ
次
第
に
仏
教
に
惹
か
れ

る
よ
う
に
な
り
十
四
歳
の
時
得
度
さ
れ
、
出
家
の
道
を
歩
み
出
さ
れ
ま
す
。

道
元
禅
師
御
生
誕
の
地
に
建
つ
誕
生
寺
を
は
じ
め
出
家
・
得
度
さ
れ
た

比
叡
山
・
横よ

川か
わ

般は
ん

若に
ゃ

谷だ
に

の
千せ
ん

光こ
う

房ぼ
う

跡
。
比
叡
山
で
の
修
行
中
大
き
な
疑
問

に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
正し
ょ
う

師し

を
求
め
て
中
国
へ
渡
る
機
縁
と
な

っ
た
建
仁
寺
。
中
国
か
ら
戻
り
し
ば
ら
く
閑
居
さ
れ
て
い
た
欣ご
ん

浄じ
ょ
う

寺じ

。

ま
た
、
日
本
最
初
の
本
格
的
な
僧
堂
を
備
え
た
道
元
禅
師
初
開
の
道
場

興こ
う

聖し
ょ
う

寺じ

（
現
在
は
宇
治
の
地
で
再
興
）。
最
晩
年
、
病
気
療
養
の
た
め
永

平
寺
を
離
れ
そ
の
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
俗
弟
子
覚か
く

念ね
ん

の
邸
宅
跡
。
そ
の
他

宗
門
寺
院
の
詩
仙
堂
等
を
二
日
間
の
行
程
で
巡
り
ま
す
。

京
都
で
生
ま
れ
、
育
ち
、
生
涯
を
閉
じ
ら
れ
た
道
元
禅
師
が
い
か
な
る

思
い
を
も
っ
て
永
平
寺
を
お
開
き
に
な
ら
れ
た
か
、
こ
の
祖
跡
拝
登
を
通

し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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大
本
山
總
持
寺

御ご

両り
ょ
う

尊そ
ん
の
御ご

征し
ょ
う

忌き

会え

両
大
本
山
で
は
開
山
忌
の
こ
と
を
「
御
征
忌
会
」
と
申
し
ま
す
。

總
持
寺
の
御
征
忌
会
は
十
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
厳
修
さ
れ
、

全
国
か
ら
大
勢
の
ご
寺
院
・
檀
信
徒
の
方
々
が
お
い
で
に
な
り
ま
す
。

こ
の
御
征
忌
会
は
總
持
寺
が
能
登
に
在
っ
た
時
代
、
最
初
は
二
祖
・
峨が

山さ
ん

禅ぜ
ん

師じ

の
命
日
に
あ
た
る
十
月
二
十
日
（
旧
暦
）
に
行
わ
れ
て
い
て
、
こ

れ
が
無
事
に
終
わ
る
と
新
旧
の
輪り
ん

番ば
ん

住
職
が
交
代
す
る
習
わ
し
で
し
た
。

し
か
し
十
月
二
十
日
は
新
暦
に
換
算
す
れ
ば
雪
が
降
り
始
め
る
十
二
月

中
旬
で
あ
り
、
各
地
か
ら
往
来
す
る
輪
番
住
職
に
と
っ
て
は
大
き
な
負
担

で
し
た
。
や
が
て
、
御
征
忌
会
の
期
日
が
変
更
さ
れ
、
ご
開
山
・
瑩
山
禅

師
の
命
日
八
月
十
五
日
（
旧
暦
）
と
な
り
ま
し
た
。
新
暦
に
換
算
す
る
と

十
月
初
旬
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
總
持
寺
で
は
ご
開
山
さ
ま
と
二
祖
さ

ま
の
お
二
方
を
「
御
両
尊
」
と
称
し
、「
御
両
尊
の
御
征
忌
会
」
を
厳
修

し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
再
来
年
平
成
二
十
七
年
に
は
二
祖
・
峨
山
禅
師
の

六
百
五
十
回
大
遠
忌
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
来
年
は
全
国
各
地
で
予
修

法
要
が
、
再
来
年
は
總
持
寺
で
本
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い

様
々
な
報
恩
の
行
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
ど
う
ぞ
お
誘

い
合
わ
せ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
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選
・
村
松
五
灰
子

三
従
の
教
へ
と
い
へ
ど
カ
ン
ナ
燃
ゆ

三
重
県　

米
野
て
る
み

評　

中
国
儒
教
の
婦
人
へ
の
教
え
。
嫁か

せ
ず
は
父
に
、
嫁
し
て
夫
に
、

夫
死
せ
ば
子
に
従
う
。
ひ
ど
い
女
性
蔑
視
で
あ
る
が
、
心
の
ど
こ
か
に

そ
の
縛
り
が
あ
る
。
し
か
し
燃
ゆ
る
心
が
騒
ぐ
。
カ
ン
ナ
燃
ゆ
で
あ
る
。

煩
悩
の
数
ほ
ど
並
ぶ
蓮
鉢

愛
知
県　

中
根　

昴
生

評　

個
人
の
趣
味
の
鉢
か
、
お
寺
の
境
内
の
鉢
か
。
幾
種
類
か
の
蓮
の

鉢
が
並
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
咲
け
ば
見
事
だ
ろ
う
。
煩
悩
の
数
と
見

た
作
者
。
極
楽
浄
土
に
咲
く
と
い
う
蓮
華
。
少
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現

し
た
と
こ
ろ
が
明
る
く
巧
み
。

◆
和
菓
子
買
ふ
小
さ
き
団
扇
そ
へ
て
あ
り 

三
重
県　

野
呂　

と
志

◆
信
条
は
誠
心
誠
意
生い
き

御み

魂た
ま 

埼
玉
県　

小
林　

茂
之

◆
露
天
湯
の
岩
を
枕
に
夏
の
月 

島
根
県　

藤
江　
　

尭

◆
豆
飯
や
よ
く
働
き
て
よ
く
噛
ん
で 

岩
手
県　

上
沖　

貞
子

◆
母
慕
ふ
二
言
三
言
夕ゆ
う

端は
し

居い 

兵
庫
県　

内
藤　

昭
子

◆
諸
々
の
縁え
に
し

よ
さ
ら
ば
更こ
ろ
も
が
え衣　

 

福
岡
県　

安
部　

正
和

◆
幸
せ
の
ひ
と
つ
の
形
梅
を
干
す 

愛
知
県　

久
喜　

聖
子

◆
蟻
の
道
見
つ
つ
時
待
つ
無
人
駅 

群
馬
県　

山
本　

俊
久

◆
磨
崖
仏
裳も

裾す
そ

は
深
き
夏
の
草 

秋
田
県　

柴
田　

和
蕾

◆
子
連
れ
熊
里
に
出
て
来
て
撃
た
れ
け
り 

岩
手
県　

市
野
川　

隆

＊
選
者
吟

笙し
ょ
う

の
音ね

に
神
事
は
長
し
里
祭

五
灰
子

＊
作
句
小
見

六
月
号
、
こ
の
欄
で
虚
子
小
説
『
虹
』
の
主
人
公
、
愛
子
・
柏
翠
に

触
れ
ま
し
た
。
福
井
県
三
国
町
の
二
人
の
も
と
に
高
浜
虚
子
は
五
度
ほ

ど
訪
ね
て
居
ま
す
。

大
方
は
芦
原
温
泉
宿
泊
。
一
度
愛
子
宅
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

泊
め
申
す
露
落
つ
音
も
は
ゞ
か
り
ぬ　
　

柏
翠

20



　
　

選
・
長
澤　

ち
づ

川
底
と
見
ま
が
ふ
鮒
の
背せ
な

の
い
ろ
身
を
ひ
る
が
へ

す
と
き
に
煌き
ら
め

く 

福
岡
県　

三
吉　
　

誠

評　

川
底
で
じ
っ
と
し
て
い
た
鮒
が
、
身
を
ひ
る
が
え
し
た
一
瞬
を
と

ら
え
て
鮮
や
か
。
生
命
の
躍
動
を
と
ら
え
た
こ
の
瞬
間
は
、
上
の
句
の

静
止
の
描
写
が
あ
っ
て
こ
そ
生
き
て
い
る
。

読
み
返
す
ケ
ー
タ
イ
メ
ー
ル
懐
か
し
き
季
節
を
知

ら
す
祖
父
の
言
葉
よ 

秋
田
県　

玉
山　

葉
子

評　
「
懐
か
し
き
」
は
「
季
節
」
に
も
「
祖
父
」
に
も
か
か
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
町
に
住
ん
で
い
る
と
気
付
か
な
い
よ
う
な
季
節
感
を
、
祖

父
は
伝
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
懐
か
し
さ
に
何
度
も
読
み
返
し
て
い
る

作
者
。
き
わ
め
て
現
代
的
な
ツ
ー
ル
か
ら
抒
情
を
掬
い
取
っ
て
い
る
。

　

◆
船
頭
は
三
度
死
に
か
け
た
浜
爺
さ
ん
鳥
居
く
ぐ
れ
ば
厄
落
ち
る
と

　
　

ぞ 

山
口
県　

横
川
美
代
子

　

◆
空
襲
の
証
人
と
な
る
歌
を
詠
む
八
十
三
歳
古
里
な
ま
り

 

東
京
都　

鈴
木　

正
作

　

◆
春
に
来
て
秋
に
燕
は
帰
り
ゆ
く
ふ
る
さ
と
追
わ
れ
し
被
災
者
は
い

　
　

つ 

岩
手
県　

池
田　
　

眸

　

◆
天
平
の
音ね

も
か
く
ば
り
草
笛
の
風
に
乗
り
ゆ
く
山
の
辺
の
径

 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

　

◆
老
い
た
れ
ば
散
歩
に
帰
路
の
余
力
と
る
橋
を
越
さ
ず
に
一
キ
ロ
の

　
　

道 

岩
手
県　

関
合　

新
一

　

◆
朝
々
の
道
路
に
落
ち
し
ざ
く
ろ
花
踏
み
て
た
し
か
む
わ
れ
の
難
聴

 

山
形
県　

多
田　

さ
よ

　

◆
亡
き
夫
の
靴
磨
き
を
り
な
に
と
な
く
十
年
余
り
を
時
に
お
こ
な
う

 

三
重
県　

野
呂　

と
志

　

◆
日
の
翳か

げ

る
道
の
辺
に
そ
と
荷
を
下
ろ
し
五
体
投
地
を
く
り
返
す

　
　

異ひ

と
邦
人 

宮
城
県　

須
藤
智
恵
子

　

◆
車
椅
子
母
に
父
に
は
ス
テ
ッ
キ
を
門
に
立
て
掛
け
迎
え
火
を
焚
く

　
　

 

秋
田
県　

小
田
嶌
恭
葉

　

◆
広
瀬
川
橋
の
た
も
と
の
岩
の
上
亀
が
首
延
べ
甲
羅
干
し
を
り

 

宮
城
県　

鎌
田
登
喜
子

＊
選
者
詠

つ
ら
な
り
て
蛍
ぶ
く
ろ
が
咲
く
ほ
と
り
乳
歯
の
ご

　

と
き
光
の
粒
子 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

高
齢
の
方
な
れ
ば
こ
そ
の
観
点
か
ら
詠
わ
れ
た
関
合
さ
ん
と
多
田
さ

ん
の
作
品
、「
橋
を
越
さ
ず
」
と
「
ざ
く
ろ
花
踏
み
」
と
い
う
行
為
が
、

作
品
世
界
を
印
象
深
く
し
て
い
ま
す
。
作
者
に
と
っ
て
は
日
常
の
動
作

が
個
性
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
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