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題

守

屋

茂

道
元
は
十
三
歳
に
し
て
、
叡
山
に
上
り
、
そ
の
後
栄
西
へ
の
参
学
、

入
宋
、

深
草

・
興
聖
寺
の
開
創
、
北
越
移
錫
な
ど
の
こ
と
の
た
め
、
五

十
四
年

の
生
涯
の
大
半
を
過
し
て
お
り
、

こ
の
間
叡
山
と
の
か
か
わ
り

は
、
余
程
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
案
外
問
題
視
さ
れ
て
い

な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
り
に
問
題
を
提
起
す
る
に
し
て

も
、
往
々
文
献
資
料

の
真
偽
等

の
操
作

に
偏

っ
て
、
そ
の
社
会
的
環
境

や
、
道
元

の
教
養
や
性
格
を
顧
み
な
い
憾
み
が
な
い
と
は
い
い
切
れ
な

い
。
私
は
二
十
数
年
来
木
幡
に
住
み
、
労

々
叡
山
の
教
育
に
も
係
わ
っ

て
い
る
折
柄
、
そ
れ
な
り
に

一
個
の
所
見
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
以

下
主
要
な
る
問
題
に
つ
い
て
研
究

の
梗
概
と
略
述
し
て
見
る
こ
と
と
し

よ
う
。

親
父
通
親
.
 育
父
通
具

道
元
の
親
父
は
通
例
久
我
通
親
と
さ
れ
て
い
る

が
、
ま
た
そ
の
子
通
具
と
も
さ
れ
る
。
通
親
を
父
と
す
れ
ぽ
、
母
は
藤

原
基
房
の
女
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
通
具
と
す
れ
ば
、
母
は
藤
原
俊
成

の
女
で
あ

る
。
何
れ
に
し
て
も
、
母

の
出
自
は
藤
原
氏
と
い
う
こ
と
は

変
ら
な
い
。
通
具
説

の
お
こ
る
資
料
は
、
道
元
が
通
具
忌

の
供
養
に
当

っ
て
、
育
父
と
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
育
父
と

い
え
ば
通
例
育
て
の
親

と
さ
れ
る
が
、
諸
橋
徹
次
博
士
が
、
育
父
は
実
父
と
見
て
よ
い
と
し
た

こ
と
か
ら
、
実
父
通
具
説
が
登
場
す
る
こ
と
と
な
り
、

三
歳
に
し
て
父

を
失
う
こ
と
も
崩
れ
る
。
と
こ
ろ
が
道
元
が
出
家
の
た
め
、
叡
山
の
外

叔
良
観

(『建
衡
記
』
諸
本
は
、
良
顕
と
す
る
が
当
ら
な
い
)
を
訪
ね
た
時
、

ン
デ

ラ
ン

ノ

リ

良
観
が
誠
め
て
い
う
の
に

「
親
父
猶
父
定

有
二
其
瞑
膨如

何
」
(前
掲
書

諸
本
同
じ
)
と
す
る
。
こ
の
場
合
親
父

・
猶
父

を

各

々
別
人
と
し
た
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
た
と
え
諸
橋
博
士
が
、

育
父
は
実
父
と
解
し
て
よ

い
と
さ
れ
て
も
、
道
元
の
場
合
無
理
と
い
う
外

は
な
い
。
と
も
か
く
こ

う
し
て
道
元
は
、
通
親
を
父
と
し
て
、
宇
治

・
木
幡

の
基
房
ゆ
か
り
の

地
で
誕
生
し
た
。

得
度
.
 授
戒

三
歳
に
し
て
父
を
、

八
歳
に
し
て
母
を
失

っ
た
道

元

は
、
ホ
来
外
祖
父
基
房
乃
至
は
長
兄
通
具
に
養

わ
れ
て
い
た
が
、
十
三

歳
に
し
て
出
家
の
志
を
た
て
て
、
叡
山
に
上
り
、
十
四
歳
に
し
て
横
川

の
三
条
実
房

の
子
に
し
て
七
十
代
天
台
座
主
と

な
っ
た
公
円
の
許
に
て

得
度
し
、
次
で
菩
薩
戒
を
受
け
た
。
当
時
公
円

は
横
川
の
寂
場

(静
)坊

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
雀
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月
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を
自
坊
と
し
て
い
た
が
、
道
元
の
得
度
前
後
は
、
東
塔
の
竹
林
院
に
仮

寓
し
て
お
り
、
得
度
を
行

っ
た
の
は
、
座
主
の
引
継
の
日

で
も

あ

っ

て
、
梯
暁

か
な
り
の
山
路
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
当
日
の
公
円

の
日
程
を
彼
此
難
す
る
向
も
あ
る
が
、
山
内
の
生
活
を
熟
知
し
て
い
る

老
か
ら
す
れ
ぽ
、

こ
う
し
た
日
程
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
と
い
う
。

叡
山
の
修
学

道
元
は
十
三
歳

に
し
て
上
山
し
た
も

の
の
、
十

四

歳

の
得
度
で
あ
る
か
ら
、
宗
学
の
履
修
は
そ
れ
以
後
と
い
う

こ
と

に

な

る
。
当
初
横
川
の
般
若
谷
の
千
光
坊
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
の
、
直
ち
に

解
脱
谷
の
公
円
の
自
坊
に
あ

っ
て
、
日
夜
坊
中

の
諸
僧
と
倶
に
、
天
台

の
学
生
と
し
て
の
修
行
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
修
行

の
課
程
は
、
並
大
低
の
も
の
で
は
な
く
、
期
間
は

『
学
生
式
』
に
よ

っ

て
十
二
年
間
、
尤
も
道
元
の
時
代
は
二
十
年
に
変
更
さ
れ

て

い

た

の

で
、
そ
の
修
行
を
必
要
と
し
、
前
期
六
か
年
は
教
義
を
研
鐙
す
る
聞
慧

を
主
と
し
、
併
せ
て
修
慧
を
修
め
る
こ
と
と
な
り
、
毎
日
三
分
の
二
は

内
学
、
残
り
は
外
学
と
い
う
厳
し
い
課
程
で
あ

っ
た
。

更
に
こ
れ
ら
の
教
育
は
、
組
織
化
さ
れ
た
三
塔

・
十
六
谷
の
区
域
の

下
で
進
め
ら
れ
る
の
で
、
道
元
は
横
川
の
解
脱
谷
に
属
し
、
毎
日
自
坊

に
て
師
匠
に
つ
い
て
修
行
し
、
そ

の
結
果
を
定
期
的
に
、
横
川
の
本
堂

で
論
義

(試
験
)
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
論
義
の
内
容
は
、
『
宗
要

算
』
『
倶
舎
論
』
『
法
華
経
』
に
よ
る
も
の
で
、
道
元
は
幼
少
の
頃
漢
学

の
素
養
が
あ

っ
た
に
し
て
も
、
相
当
の
負
担
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

か
く
し
て
道
元
は
、
在
山
三
年
の
後
、
建
仁
寺

の
栄
西
の
下
に
参
学

し
た
も

の
の
、
叡
山
と
縁
を
切

っ
た
の
で
は
な
く
、
建
仁
寺
と
叡
山
の

間
を
往
復
し
、
絶
え
ず
、
叡
山
教
学
の
傘
下
に
あ

っ
て
修
業
し
た
。
尤

も

一
説
に
は
在
山
三
年
十
五
歳
に
し
て
下
山
し
た
と
す
る

向

も

あ

る

が
、
正
規

の
修
業
は
得
度
後
で
あ
る
の
で
、
上
山
の
翌
々
年
に
下
山
す

る
と
い
う
こ
と
は
肯
え
な
い
。
如
何
に
英
敏
な

る
道
元
に
し
て
も
、
僅

か
二
年
に
し
て
、
叡
山
教
学
の
根
本
を
把
握
さ
れ
る
わ
け
も
な
く
、
ま

た
そ
れ
程
尻
焼
け
の
す
る
道
元
と
は
思
わ
れ
な

い
。
栄
西
に
参
学
し
て

か
ら
、
叡
山
の
席
の
有
無
は
別
と
し
て
、
叡
山
教
学
と
か

か

わ

る

こ

と
、
前
後
六
年
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

入
宋
.
 如
浄
参
學

一
応
建
仁
寺

の
栄
西
に
参
学
し
て
、

そ

の
人

と

な
り
を
敬
慕
し
た
と
は
い
え
、
円

・
密

・
禅
三
教

一
致
の
栄
西
で
あ
る

許
り
で
な
く
、
片
や
鎌
倉
の
行
化
や
、
東
大
寺

の
大
勧
進
寺
も
兼
ね
て

い
た
の
で
、
道
元
の
直
接
の
指
導
は
、
栄
西
の
資
明
全
に
委
せ
ら
れ
て

い
た
。
だ
が
叡
山
の
修
行
で
仏
法
に
か
か
わ
る
疑
問
も
解
明
さ
れ
な
い

の
で
、

一
挙
明
全
と
倶
に
入
宋
求
法
の
途
に
つ
い
た
。

「
本
来
本
法
性
、
天
然
自
性
身
」
に
対
す
る
、
大
疑
団
を
心
に
秘
め

て
入
宋
し
、
本
師
如
浄
の
伝
法
を
受
け
、
身
心
脱
落

・
脱
落
身
心
の
妙

境
を
体
得
し
て
帰
朝
し
た
。
そ
の
間
留
学
の
費

用
は
い
う

迄

も

な

い

が
、
木
下
道
正
、
加
藤
四
郎
左
衛
門
な
ど
、
多

く
の
従
者

の
滞
在
費
を

考
え
る
と
、
莫
大
な
も
の
と
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
久
我
、
藤
原
両
家

の
負
担
拠
出
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

私
は
尚

一
つ
の
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憶
説
を
提
起
し
た
い
。

曽
て
発
表
し
た

「道
元
と
源
實
朝
、
本
覚
尼
の
こ
と
ど
も
」
で
触
れ

た
よ
う
に
、
何
程
か
道
元
と
実
朝
と
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
朝
の
室
で
あ
り
、
藤
原
氏
出
自
の

本
覚
尼
が
、
終
始
道
元
の
支
援
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

道
元
が
宋
よ
り
帰
朝
後
、
席
暖
ま
る
暇
も
な
く
、
紀
州
由
良

の
西
方

寺
の
寺
額
を
書

い
た
こ
と
で
あ
り
、
由
良
の
近
く
の
湯
浅
に
実
朝

の
領

地
が
あ
る
等
の
こ
と
か
ら
、
或
は
道
元
、
実
朝
、
本
覚
尼
と

一
連
の
か

か
わ
り

は
な
い
も
の
か
。
そ
し
て
深
草

・
興
聖
寺

の
法
堂

の
寄
進
者
正

覚
尼
は
、
実
朝
の
室
本
覚
尼
で
は
な
い
の
か
。
道
元
は
か
つ
て
始
覚

・

本
覚
の
本
覚
を
と
な
え
た
こ
と
は
な
く
、
常
に
正
覚
と
し

て

い

る

の

で
、
本
覚
尼
の
こ
と
を
正
覚
尼
と
表
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
は

永
久
に
解
け
な
い
謎
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
元
と
実
朝
、
そ
し
て
本
覚

尼
を

一
連

の
下
に
捉
え
て
お
こ
う
。

興
聖
寺
の
開
堂

道
元
は
宋
よ
り
帰
朝
後

一
旦
建
仁
寺
に
落

着

い

た

も
の
の
、
意
を
充
た
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
深
草
の
辺
り
に

庵
居
し
て
、
専
ら
聖
諦
の
長
養

に
勤
し
む
こ
と
と
し
た
。
偶
々
極
楽
寺

の
塔
頭
観
音
導
利
院
が
廃
寺
同
標
の
状
態
で
あ

っ
た
の
で
、
在
来
の
建

物
に
更

に
正
覚
尼
の
寄
進
に
よ

っ
て
、
法
堂
な
ど
を
建
没
し
て
止
住
し

た
。
名
づ
け
て
観
音
導
利
院
興
聖
寳
林
寺
と
い
い
、
わ
が
国
に
お
け
る

最
初
の
曹
洞
宗

の
選
仏
道
場
と
し
て
、
社
会
的
活
動
の
第

一
歩
を
踏
み

出
し
た
。

と
こ
ろ
が
ど
う
し
た
こ
と
か
、
観
音
導
利
院
復
興
の
勧
進
疏
の
外
、

興
聖
寺
で
の
十
回
の
示
衆
な
ど
に
、
雍
州
宇
治
郡

(県
)
何
々
と

し

て

い
る
。
雍
州
は
山
域
の
唐
朝
風
の
麗
辞
と
し
て
よ
い
と
し
て
も
、
宇
治

郡
は
理
解
に
苦
し
む
。
古
来
深
草

の
地
は
、
『
延
喜
式
』
を
始
め

と

し

て
、
諸
書
皆
紀
伊
都
と
し
、
か
つ
て
宇
治
郡
と
し
た
も
の
は
見
当
ら
な

い
。
或
は
宇
治
郡
山
科
と
紀
伊
郡
深
草
は
、
小

山

一
つ
隔
て
た
地
理
的

環
境
に
あ
る
許
り
で
な
く
、
宇
治
郡
木
幡

の
基
房
邸
や
、
先
批
隠
棲
の

地
木
曽
坊
に
対
す
る
郷
悠
か
ら
、
敢
て
宇
治
を
使
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
か
と
い
っ
て
、
深
草

・
興
聖
寺
が
宇

治
郡
内
に
在

っ
た
の
か

と
い
う
と
、
現
在
の
寺
跡
以
外
に
よ
れ
ら
し
い
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

こ
れ
も
亦
解
け
な
い
謎

の
一
つ
か
も
知
れ
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
、
深
草

・
興
聖
寺

の
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、

居
る
こ
と
十
年
余
に
し
て
、
そ
の
根
幹
は
北
越

に
移

っ
た
が
、
若
干
の

僧
は
断
続
的
に
止
住
し
て
、
細

々
と
寺
を
維
持

し
て
来
た
。
嚢
に
別
途

「道
元
開
創
の
深
草

・
興
聖
寺
と
そ

の
寺
跡
」

に
於
て
詳
述
し
た
よ
う

に
、
彼
此
二
百
年
位
は
続
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
後
は
幻
の
寺
と

し
て
寺
跡
さ
え
判
ら
な
か
っ
た
が
、
研
究
調
査

の
結
果
、
明
確
化
し
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
洞
門
の
碩
学

で

さ

え
、
今

尚

「
宝
塔
寺
の
辺
り
」
と
い
う
。
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

北
越
移
錫
と
比
叡
山
の
対
応

道
元
は
深
草

・
興
聖
寺
を
開
創
し
て
、

積
年
の
宿
願
を
果
す
と
共
に
、
嘉
禎
二
年
十
月
、
祝
国

開

堂

を

行

っ

道
元
禅
師
と
比
叡
山
に
か
か
わ
る
諸
問
題

(守

屋
)
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て
、
道
元

の
仏
法
を
、
社
会
的
に
顕
揚
宜
布
す
る
こ
と
と
な
り
、
ホ
来

盛
ん
に
僧
俗
の
教
化
が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
道
元
の
存
意
は
、
僧
俗

の
教
化
も
さ
る
こ
と
乍
ら
、
僧
俗
に
対
す
る
坐
禅

一
貫
の
こ
と
は
年
来

の
宿
願
で
あ
り
、
偶

々
法
嗣
懐
舞
等
の
配
慮
も
あ

っ
て
、

一
挙
北
越
移

錫
を
決
定
し
た
。
か
ね
て
よ
り
法
然
、
親
驚
、
栄
西
寺
叡
山
の
出
身
者

で
さ
え
、

そ
の
立
宗
に
心
好
か
ら
ぬ
叡
山
山
僧
の
動
揺
に
よ
り
、
夫
々

官
の
制
裁

を
う
け
て
い
る
折
柄
、
今
か
と
許
り
に
道
元
は
叡
山
山
僧

の

圧
迫
に
よ

っ
て
、
寺
を
棄
て
さ
せ
ら
れ
た
上
、
洛
中
を
も
迫
放
さ
れ
る

と
い
う
、
あ
ら
ぬ
啄
が
た
て
ら
れ
た
。

か
り
に
そ
う
し
た
噂
が
あ

っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
め
ろ
う
よ
う
な
彼
で
は
な
い
。
も
と
よ

り
北
越
移
錫
は
道
元
の
発
意
で
あ
り
、
世
評
な
ど
何
等
の
影
響
も
与
え

な
か

っ
た
。
樽

の
元
凶
と
さ
れ
る
文
書
は
、
「被
棄
」
と
読
ま

れ

る
も

の
を
、

一
犬
形
に
吠
え
れ
ば
、
万
犬
声
に
吠
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
被

棄
が
破
棄

・
破
却
と
な
り
、
焼
却
と
な

っ
た
こ
と
は
、
畷
う
に
哩
え
な

い
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
断
じ
て
か
か
る
噂
に
左
右
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
道
元
の
翻
意
に
対
し
て
、
傘
下
に
参
学

し

た

懐

鼻

等
、
越
前
波
著
寺
の
面

々
と
、
領
主
等
の
強

い
勧
奨
と
、
越
前

の
延
暦

寺
下
白
山
天
台
に
属
す
る
寺
院

・
衆
徒
に
対
す
る
、
根
廻
し
の
よ
さ
で

あ
る
。
わ
け
で
延
暦
寺
側
の
好
意
あ
る
所
遇
は
、
道
元
が

上

奏

し

た

「護
国
正
法
義
」
の
審
査
の
経
緯
を
伝

え

る
、
『渓
嵐
拾
葉
集
』

の
記

事
に
よ
っ
て
、
十
分
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

白
山
天
台
の
支
援

・
協
力

道
元
の
北
越
移
錫
に
幸
し
た
も
の
は
、
外

な
ら
ぬ
越
前
波
著
寺
の
龍
匠
で
あ
り
法
嗣
で
あ

る
、
懐
弊
、
懐
鑑
寺

の

外
、
領
主
波
多
野
義
重
の
勧
奨
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

わ
け
て
波
著
寺
と
も
か
か
わ
り
の
あ
る
、
平
泉
寺
等

一
連
の
白
山
天
台

の
支
援
協
力
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
深
草

を
発

っ
て
志
比
庄
に
落

着
く
迄
の
、
電
光
石
火
の
行
動
は
、
延
暦
寺
傘
下
の
平
泉
寺

一
連

の
協

力
支
援
が
無
か

っ
た
な
ら
、
あ
れ
程
の
短
日
月

の
間
に
、
最
後
の
拠
点

吉
峰
寺
に
落
ち
着
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
思
い
立

っ
た

が
吉
日
と
許
り
に
、
寛
元
元
年
七
月
、
思
い
出

の
深
い
深
草

・
興
聖
寺

を
出
発
し
、
同
月
末
頃
志
比
庄
に
到
着
、
翌
閏
七
月

一
日
席
暖
ま
る
暇

も
な
く
、
白
山
天
台
の

一
拠
点
平
泉
寺
末
の
禅
師
峰
頭
で
、
越
前
に
お

け
る
第

一
声
と
し
て

「
三
界
唯
心
」
を
示
衆
、

同
年
九
月
頃
か
ら
十

一

月
十
三
日
迄
の
間
、
吉
峰
寺
に
於
て

「説
心
説
性
」
な
ど
十
三
四

の
示

衆
を
な
し
、
同
月
十
九
日
か
ら
同
年
中
は
、
禅
師
峰
下
の
茅

庵

等

で

「
見
仏
」
な
ど
五
回
の
示
衆
と
さ
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
も
こ
の
頃
道
元
は
、
吉
峰
寺
と
禅
師
峰
等
の
間
を
往
復
し

て
い
た
も
の
の
如
く
、
そ
の
熱
狂
ぶ
り
は
、
尋
常
の
沙
汰
で
は
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
道
元
が
往
来
し
た
平
泉
寺
傘
下
の
諸
寺
院
は
、
延

暦
寺
の
支
配
下
で
あ
る
と
共
に
、
白
山
天
台
の
主
流
越
前
の
拠
点
で
あ

る
。

こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
悠

々
と
し
て
、
し
か
も
難
解
と
さ
れ
る
示
衆

を
、
矢
継
ぎ
早
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
北
越
移
錫

の
鍵
が
秘
め
ら
れ
て
い

る
と
い
え
な
い
わ
け
も
あ
る
ま
い
。
た
と
え
道
元
が
い
か
に
競
い
立

っ

た
と
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
支
援

・
協
力
が
無
か

っ
た
な
ら
、

こ
れ
程
円

-152-



満
に
且
迅
速
に
事
は
運
ぽ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

叡
山
教
学
と
伝
戒
.
 伝
法

最
澄
は
当
初
行
表
か
ら
達
磨
の

一
心
戒
キ

う
け
、
後

入
唐
し
て
道
遽
か
ら
円
頓
大
戒
を
相
承
し
た
。
と
こ
ろ
が
当

時
中
国
の
伝
戒
は
、
智
顕
を
始
め
と
し
て
、
具
足
戒
と
菩
薩
戒
と
に
よ

る
兼
受
菩
薩
戒
で
あ

っ
た
が
、
帰
朝
後
単
受
菩
薩
戒
を
企
図
し
、

一
藁

戒
坦

の
創
設
を
志
し
た
。
寂
後
勅
許
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
単

受
菩
薩
戒

の
端
緒
と
な

っ
た
。

と
こ
ろ
が
道
遽
か
ら
の
伝
戒
が
、
義
真
と
倶
で
あ

っ
た
た
め
に
、
勢

い
最
澄
と
義
真

の
二
法
系
と
な
り
、
最
澄
の
流
れ
は
円
仁
を
経
て
担
那

流

(東
塔
)
と
、
恵
心
流

(横
川
)
と
に
分
れ
、
更
に
は
黒
谷

(西
塔
)

相
伝
の
円
戒
と
な
る
な
ど
、
幾
多
の
分
流
と
な

っ
た
も
の
の
、
共
々
に

漸
次
退
潮

と
な
る
こ
と
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。

一
方
道
元
は
、
0
公
円
か
ら
天
台
円
頓
戒
相
承

の
戒

脈

を
、
(
二
)
栄

西
、
明
全
相
傳
の
南
嶽
会
下
の
戒
脈
を
、
更

に
は
(
三
)
如
浄
か
ら
青
原
下

所
伝

の
戒
脈
を
受
け
た
よ
う
に
、
都
合
三
系
統

の
戒
脈
を
受
け
た
が
、

そ
の
内
容

は
三
種
三
様
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
e
は
、
最
澄
系

に
係
わ
る
梵
網
の
十
重
四
十
八
軽
戒
の
、
単
受
菩
薩
戒
と
し
て
の
、
円

頓
菩
薩
戒

で
あ
り
、
(
二
)
は
栄
西
の
戒

・
密

・
禅
を
以
て
立
つ
、
黄
龍
派

の
兼
受
菩
薩
戒
で
あ
り
、
(
三
)
は
単
受
菩
薩
戒
と
は
い
い
乍
ら
、
中
国
通

途
の
兼
受
菩
薩
戒
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
と
も
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
道
元
は
、
師
資
相
承
に
よ
る
如
浄
の
単
受
菩
薩
戒
に
立
ち

乍
ら
、
片
や
最
澄

の
円
頓
戒
を
顧
み
つ
つ
、
敢
て
、
三
帰

・
三
聚
浄
戒

・
十
重
禁
戒
の
十
六
条
戒
を
、
三
学

の
定
に
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必

脚

至
的
に
只
管
打
坐

・
即
心
是
仏

の
至
妙
処
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
。

「

い
う
な
ら
ば
、
客
観
的
な
修
と
、
主
観
的
な
証

と
の
道
環
融
合
に
よ

っ

一

て
、
修
証

一
等

の
只
管
打
坐

(事
相
)
と
、

即
心
是
仏

(理
相
)
と
を
、

m
m

相
即
的
展
開
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
要
す

る
に
道
元
は
、
始
覚

・

本
覚
を
止
揚
し
て
正
覚
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾

を
超
克
し
て
、
直
観
的

に
諸
法
実
相
、
現
成
公
按
を
射
止
め
て
、
普
遍
的
に
は
即
心
是
仏
を
、

一

実
践
的
に
は
只
管
打
坐
を
根
幹
と
し
た
。
し
か
し
時
に
は

「洗
浄
」
の

巻

の
示
衆
の
如
く
、
道
俗
の
家
常

の

一
勧

一
勧

に
、
仏
法
を
浸
透
せ
し

め
て
、
そ

の
顕
然
化
を
図
る
こ
と
に
吝
か
で
な
か
っ
た
。

四
種
三
昧
そ
し
て
只
管
打
坐

叡
山
に
お
け
る

坐
禅
は
、

『学
生
式
』

の
止
観
業
に
基
づ
く
、
四
種
三
昧
中

の
常
坐
三
昧

(唯
坐
の
め
)
、
半
行

半
坐
三
昧

(坐
と
行
と
を
交
互
に
)
、非
行
非
坐
三
昧

(坐
と
行
と
の
定
規

な
し
)
な
ど
に
よ

っ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
る
状
態
で
は
と
も
す
る
と
分

立
分
散
し
か
ね
な
い
脆
弱
さ
が
あ
り
、
難
よ
り
易

に
遷
り
易
い
傾
向
を

馴
致
し
か
ね
な
い
の
で
、
坐
禅
を
集
中
的
に
貫
徹
す
る
こ
と
は
、
到
底

不
可
能
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

最
澄

の
在
世
中
、
坐
禅
を
専
修
し
た
も

の
は
、
円
仁
設
営
の
常
坐
三

昧
が
あ
る
が
、

こ
れ
さ
え
九
十
日
を

一
期
と
す

る
安
居
の
態
様
に
等
し

く
、
次
で
設
け
ら
れ
た
文
殊
楼
院
の
如
き

「禅
院
未
レ営
」
と
す

る

と

こ
ろ
か
ら
、
坐
禅
専
修
と
は
い
い
難
く
、
ま
た
後

の
法
華
三
昧
中
に
包

含
さ
れ
る
と
し
て
も
、
画
然
と
し
た
坐
禅
専
修

の
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

道
元
禅
師
と
比
叡
山
に
か
か
わ
る
諸
問
題

(守

屋
)
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道
元
禅
師
と
比
叡
山
に
か
か
わ
る
諸
問
題

(守

屋
)

大
勢

は

『渓
嵐
拾
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
坐
禅
の
実
修
を
鈍
ら

せ
た
誘
因
を
ま

つ
迄
も
な
く
、
台
密

・
浄
土
さ
て
は
修
験
等
の
梅
め
く

中
に
あ

っ
て
、
漸
次
後
退
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
方
道
元
は
、
本
師
如
津
の
真
伝
を
根
基
と
し
て
、
叡
山
に
伝
わ
る

天
台
智
顕

の
直
末
、
最
澄
伝
来
の
常
坐
三
昧
に
培
わ
れ
た
こ
は
い
う
ま

で
も
な
い
が
、
む
し
ろ
夫
等
を
酵
母
と
し
て
、
大
胆
率
直
に
只
管
打
坐

を
打
出
し
た
。
曽
て
入
宋
中
智
顎
の
坐
禅
に
直
面
し
、
「光
前
絶

後

な

り
。
」
と

い
う
、
確
信

の
程
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ホ
来
日
日
研

讃

し

て
体
得
を
重
ね
、
遂
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
行
で
あ
り
、
自
己
の
正

体
で
あ
る
と
し
て
、
仏
法
の
総
府
と
し
、
ま
た
道
俗
の
別
も
あ
ろ
う
程

に
、
如
津

の
垂
示
を
顧
み
、
坐
禅
の
中
に
於
て
衆
生
を
忘
れ
ず
、

乃
至

昆
虫
に
も
慈
悲
を
た
れ
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を

一
切
に
施
す

(『寳
慶
記
』

等
取
意
)
こ
と
を
信
条
と
し
た
彼
は
、
坐
禅
は
単
な
る
個
人
の
行

に
終

る
こ
と
な
く
、
常
に
衆
庶
に
廻
向
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
い
う
な

ら
ば
坐
禅

は
如
浄
の
願
い
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
智
顕
乃
至
は
叡
山
教

学
に
も
契
合
す
る
も
の
と
し
て
、
多
大
な
抱
負
と
敬
度
な
る
態
度
を
以

て
、
坐
禅
専
修
に
踏
み
切
る
こ
と
と
し
た
。

尤
も
叡
山
に
於
て
は
、
上
述

の
通
り
坐
禅
専
修

の
影

は

薄

か
っ
た

が
、
皇
覚

の

『
枕
双
紙
』

に
お
け
る
が
如
く
、
諸
法
実
相
を
踏
え
て
、

草
木
成
仏
を
語
り
、
或
は

「讃
時
即
断
惑
」
と
し
て
、
請
経
三
昧
に
於

て
、
純
粋
直
感

の
境
地
を
打
ち
出
し
、
ま
た
恵
心
は

『止
観
坐
禅
記
』

に
於
て
、
「空
観
現
前
名
ご
成
仏

こ

と
す
る
よ
う
に
、
道
元
の
思

想

に

契
合
す
る
も
の
の
あ

っ
た
こ
と
は
、
見
逃
せ
な
い
。
し
か
し

『渓
嵐
拾

葉
集
』

に
於
て
も
、
叡
山
に
於
て
坐
禅
の
普
及

し
な
か
っ
た
の
は
、
最

澄
が
中
国
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
り
、
そ
の
成

果
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ま
た
叡
山
教
学
の

一
側
面
を
伝
え

た
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

道
元
の
只
管
打
坐
を
基
幹
と
す
る
、
諸
仏
諸
祖

の
破
顔
微
笑
の
行
履

は
、
「
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
」
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
う
す
る

こ
と

に
よ
っ
て
、
直
ち
に

「
以
心
換
心
な
り
、
以
仏
換
仏
な
り
。
」
(「三
十
七

品
菩
提
分
法
」
)と
い
う
。

こ
れ
を
達
意
的
に
い
う
な
ら
、
家
常

の

一
切

は
諸
仏
諸
祖

の
行
履
で
あ
り
、
当
面
す
る
事
々
物

々
は
皆
全
生
命
の
躍

動
で
あ
り
、
仏
法
的
な
挙
措
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
生
也
全
機
現
、

死
也

全
機
現
」
(『廣
録
』
)と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

要
す
る
に
、
叡
山
は
九
十
日
を

一
期
と
す
る
、
常
坐
三
昧

の
外
、
非

行
非
坐
三
昧
と
し
て
、
行
住
坐
臥
を
論
じ
な
い
生
活
即
三
昧
に
終
始
し

た
も
の
の
如
く
、
道
元
は
年
中
無
休
の
坐
禅
に
踏
み
切

っ
て
、
全
生
活

を
賭
け
て
の
、
徹
底
し
た
成
仏
国
土
の
顕
現
を
期
待
し
た
も
の
と
い
え

よ
う
。

只
管
打
坐
の
中
核
と
し
て
の
即
心
是
佛

道
元
は
事
相
と
し
て
外

境

的

な
行
動

・
実
践
を
根
基
と
し
て
、
只
管
打
坐
を
打
ち
立
て
る
と
共
に
、

ま
た
理
相
と
し
て
内
境
的
な
中
核
と
し
て
、
即
心
是
仏
を
捉
え
る
こ
と
,
 

を
忘
れ
な
か

っ
た
。
只
管
打
坐
は
動
仏
と
し
て

の
、
存
在
的
な
帰
結
で

あ
り
、
即
心
見
仏
は
静
仏
と
し
て
の
、
当
為
的

な
誘
因
で
あ
る
。
こ
の
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・二
う
の
極
は
別
個
の
次
元
に
属
し
乍
ら
、
彼
此
融
合
的
に
確
保
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
動
仏
は
動
仏
な
り
に
、
静
仏
は
静
仏
な
り
に
機
能
化
し

て
、
完
全
な
る
人
格
的
挙
措
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

い
う
な
ら
ぽ
総
相

と
し
て
、

即
心
具
仏
た
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
別
相
と
し
て
の
只
管
打
坐

が
成
り
立

ち
、
只
管
打
坐
が
即
心
是
仏
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
行
三
昧
と
し
て
、
仏
法
の
究
極
を
確
保
す
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。

即
心
是
仏
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
叡
山
に
於
て
も
風
に
円
珍
の

『
諸
家

教
相
同
異
集
』
に
於
て
、
即
心
是
仏
は
最
澄
が
唐
に
於
て
修
得
し
た
も

の
と
い
い
、
ま
た
恵
心
も

『
妙
行
心
要
集
』
に
於
て
、
経

を

ひ

い

て

「
心
想
レ
仏
時
、
是
心
作
レ仏
、
是
心
是
仏
、
諸
仏
正
遍

知

海
、
従
二
心

云
々

相
一生
」
と
す
る
等
、

一
応
即
心
是
仏
に
即
応
す
る
も
の
も

あ

る
。
し

か
し
こ
う
し
た
円
珍
に
し
て
も
、
恵
心
に
し
て
も
、
概
念
的
に
尽
し
得

た
と
し
て
も
、
行
動
的

・
実
践
的
に
ど
れ
だ
け
徹
底
し
て
い
た
こ
と
か

明
ら
か
で
な
い
。
殊
に
夏
冬
九
十
日
の
常
坐
三
昧
が
主
柱
と
な
り
、
後

ま
た
法
華
三
昧

の
中
で
履
修
さ
れ
た
と
し
て
も
、

半
行
半
生
三
昧
が
定

着
す
る
よ
う
な
状
態
の
中
に
あ

っ
て
、
坐
禅

の
在
り
方
に
問
題
を
投
け

か
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

道
元
の
真
骨
頂
は
、
即
心
是
仏
を
発
菩
提

の
中
核
と
し
て
、
必
至
的

に
行
持

の

一
環
と
し
て
、
只
管
打
坐
た
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
。
即
心

是
仏

の
本
意
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
た
ら
し
め
る
も
の

で
、
換
言
す
れ
ば
仏
性
に
も
通
ず
る
肝
心
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即

心
是
仏
と
只
管
打
坐
と
は
、
宛
ら
糾
え
る
縄

の
如
き
も
の
と
見
る
と
こ

う
に
、
、道
元
の
真
面
目
を
汲
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

永
興
庵

道
元
の
示
寂
に
伴
い
、
詮
慧
等
の
手

に
よ

っ
て
、
京
都
東

山
の
高
台
寺

の
三
昧
処
に
於
て
茶
毘
に
付
せ
ら
れ
、
同
地
と
指
呼
の
問

に
お
け
る
、
現
円
徳
院
の
境
内
に
、
永
興
庵

(寺
)
を
開
き
、

の
ち
宇

治

・
興
聖
寺
に
奉
遷
さ
れ
た
、
道
元
の
碕
像
を
安
置
し
て
、
只
管
そ
の

冥
福
を
祈

っ
た
。
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
彼
此
難
ず
る
向
も
あ
る
が

当
ら
な
い
。

道
元
と
叡
山
の
人
的
環
境

中
古
の
叡
山
は
藤

原
氏
と
の
係
わ
り
が
多

く
、
十
八
代
天
台
座
主
良
源
は
、
藤
原
師
輔

の
外
孫
で
、

の
ち
村
上
天

皇
と
な
ら
れ
た
皇
太
子
の
護
持
僧
と
な
っ
た
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
師

輔

の
外
護
は

一
段
と
強
化
さ
れ
、
師
輔

の
子
尋
禅
が
十
九
代
天
台
座
主

と
な
る
と
、
師
輔

の
莫
大
な
荘
園
を
施
入
す
る
の
外
、
藤
原
氏
の
子
弟

の
多
く
が
、

上
山
出
家
す
る
な
ど
、
漸
次
叡
山
と
藤
原
氏
の
関
係
が
緊

密
と
な
り
、
道
元
の
場
合
、
外
祖
父
系
が
藤
原
氏
の
み
な
ら
ず
、
父
系

の
室

・
側
室
な
ど
、
藤
原
氏
を
以
て
占
め
ら
れ
、
ま
た
度
重
な
る
藤
原

氏
出
目
の
天
台
座
主

・
門
跡
な
ど
が
輩
出
し
て
、
網
の
目
状
に
か
か
わ

り
あ

っ
て
、
道
元
は
そ
の
か
か
わ
り
を
拒
む
に
し
て
も
暗
黙
の
内
に
道

元
に
幸
い
し
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
尚
委

し
く
は
拙
著

『
道
元
禅

師
研
究
』
の
外
、
叡
山
学
院
研
究
紀
要
八

・
一
〇

・
一
一
・
一
二
を
参

照
さ
れ
た
い
)
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
V

道
元
、
比
叡
山
、
藤
原
氏(叡

山
学
院
教
授
・
文
博
)

道
元
禅
師
と
比
叡
山
に
か
か
わ
る
諸
問
題

(守

屋
)
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