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文
一
芸
　
と́

一佛
　
教

´
　

―
道
元
の
語
を
中
心
に
―

一

文
芸
と
仏
教
と
の
交
渉
如
何
が
、
日
本
文
芸
史

研
究
の
一
課
題
と
し
て
坂
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
先

ず
以
て
そ
の
課
題
自
体
が
何
を
意
味
す
る
か
が
、

明ヽ
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

日
本
文
芸
は
仏
教
的
な
も
の
に
接
触
す
れ
ば
す

る
程
そ
の
深
さ
と
高
さ
を
加
え
た
と
い
う
よ
う
な

見
方
が
、
今
日
支
配
的
で
あ
る
が
、
文
芸
と
仏
教

と
の
関
係
は
果
し
て
そ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

無
常
迅
速
な
り
、
生
死
事
大
な
り
、
ュ
く
存

命
の
際
、
業
を
修
し
学
を
好
ま
ば
、
た
だ
仏
道

を
行
じ
、
仏
法
を
学
す
べ
き
な
り
。
文
筆
詩
歌

等
そ
の
詮
な
き
事
な
れ
ば
、
捨
つ
べ
き
道
理
な

り
。
（正
法
限
蔵
随
開
記
巻
之
一
）

こ
れ
は
道
元
の
話
で
あ
る
が
、
彼
は
仏
道
に
志

ヽ
す
程
の
者
は
文
筆
詩
歌
等
無
用
の
物
を
捨
て
よ
と

言
う
。
文
筆
詩
歌
即
ち
文
芸
乃
至
文
芸
的
な
る
も

の
は
、
強
く
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ぁ
る
。
こ

こ
に
は
文
芸
と
仏
教
と
の
画
者
が
、
容
易
な
ら
ぬ

関
係
に
あ
る
こ
と
が
晴
示
さ
れ
て
い
る
。
瑞
酌
に

恒

言
，
て

「仏
教
」
は

「文
芸
」
を
敵
視
し
て
い
る
。

こ
れ
は
勿
論
道
元
と
い
う
一
人
の
人
の
意
見
で
あ

る
が
、
宗
教
家
と
し
て
の
彼
の
存
在
は
大
き
い
。

こ
の
よ
う
な
意
見
は
当
時
の
常
識
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。
普
通
に
、
日
本
文
芸
と
仏

教
と
の
交
渉
と
い
え
ば
、
仏
教
が
上
代
文
芸
に
よ

い
影
響
を
及
ぼ
し
中
世
に
お
い
て
文
芸
・
仏
教
の

両
者
が
渾
然
と
融
合
し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
力
を
籠
め
て
語
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
右

の
道
元
の
語
は
、
両
者
の
そ
の
よ
う
な
親
和
関
係

を
軽
卒
に
予
想
す
る
こ
と
を
不
可
と
す
る
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。

私
は
日
本
文
芸
と
仏
教
と
の
交
渉
の
問
題
は
、

従
来
の
そ
れ
と
は
異
な
る
見
地
―
反
仏
教
的
ど
も

い
う
べ
き
―
か
ら
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
。
以
下
簡
単
に
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

ニ

文
芸
と
仏
教
と
の
交
渉
如
何
を
問
題
に
す
る
に

つ
け
て
、
「文
芸
」と
は

・何で
あ
る
力、
を
親
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
勿
論
そ
れ
は
文
芸
研
究

者
が
そ
の
研
究
の
究
極
に
お
い
て
到
達
す
べ
き
困

難
な
目
標
で
は
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
を
予
想
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
二
つ
必
要
で
あ
る
と
思
う

の
で
あ
る
。

或
る
人
は
、
仏
教
に
お
け
る
文
筆
詩
歌
否
定
の

事
実
を
肯
定
し
た
上
で
、
西
洋
の
芸
術
論
に
言
及

す
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
そ
の
理
想
国
家
か
ら
芸
術
を

追
放
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
享
楽
と
興
奮
を
追

う
美
的
生
活
は
絶
望
で
あ
り
精
神
の
病
で
あ
り
罪

で
あ
る
ど
主
張
し
た
事
実
を
あ
げ
、
そ
の
よ
ぅ
な

入
達
は
理
論
は
異
な
っ
て
も
芸
術
を
杏
定
す
る
こ

と
に
お
い
て
は
相
通
じ
る
と
い
う
。
そ
し
て
―
こ

こ
が
肝
要
で
あ
る
が
―
し
か
も
文
芸
排
斥
の
華

厳
経
・
法
華
経
が
豊
醇
な
芸
術
的
内
容
を
持
ち
、

禅
に
禅
文
学
が
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
・
道
元
が
詩
人

で
あ
っ
た
こ
と
は
再
考
を
要
す
る
、
と
言
う
。　
一

体
華
厳
経
や
法
華
経
は
芸
術
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン

や
道
元
は
詩
人
な
の
で
あ
る
う
か
。

「文
芸
」
と

は
何
で
あ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
明
力、
に
す
る
必
要

が
あ
る
と
私
が
言
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の

「芸
術
」
乃
至
「詩
人
」
の
話
の
曖
昧
さ
を
憂
え
て

の
こ
と
で
あ
る
。

印
度

ヽ
中
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
は
暫
く
、

措
く
０
わ
が
国
の
中
世
文
芸
の
研
究
に
携
る
者
は
、

政
芸
の
体

・質
を
見
究

・めょ
う
と
す
る
堵
で
あ
れ
ば



誰
し
も
、
通
元
以
下
の
高
僧
違
の
い
ゎ
０
る
法
話

の
取
扱
い
に
苦
心
す
る
の
が
常
で
あ
る
。　
一
体
法

語
の
類
は
如
何
な
る
意
味
で

「文
芸
」
で
あ
る
か

と
問
わ
れ
る
な
ら
、
返
答
に
苦
し
む
人
が
多
い
と

′
思
わ
れ
る
。
法
語
は
果
し
て
真
正
の

「文
芸
」
で

あ
る
か
―
、
け
だ
し
こ
れ
は
我
々
の
文
芸
へ
の
理

解
の
程
を
示
せ
と
迫
ら
れ
る
底
の
重
要
問
題
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
私
自
身
こ
の
重
要
旦

つ
困
難
な
問
題
に
容
易
に
解
答
し
得
る
と
は
思
わ

な
い
。
た
ゞ
こ
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
行

く
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
即

ち
法
語
は

「文
芸
」
で
あ
る
か
と
い
う
間
を
、
そ

う
い
う
も
の
を
文
芸
扱
い
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

な
ぜ
か
と
い
う
問
ど
、
置
ぎ
換
え
て
み
れ
ば
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
通
り
中
世
の
宗
教
的
環

境
は
甚
だ
苛
酷
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
道
元
は

そ
の
語
録

「正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
―
そ
れ
は
法
然

や
親
鸞
の
語
録
と
共
に
文
芸
史
家
が
一
応
は
関
心

を

・持
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
―
に
ょ
れ
ば
、

「文

筆
詩
致
」
を
徹
底
的
に
排
斥
し
た
。
人
生
に
於
け

る
。

「文
芸
」
の
意
義
を
認
め
こ
れ
を
尊
重
す
る

者
に
と
っ
て
こ
れ
は
重
大
な
出
来
事
で
あ
る
。
我

々
も
現
代
に
お
い
て
普
通

・に軍
国
主
義
と
呼
ば
れ

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
文
芸
が
「軟
文
学
」

の
名
で
排
斥
さ
れ
る
現
象
を
眼
の
あ
た
り
見
た
の

で
あ
る
が
、
中
世
０

「文
筆
詩
歌
」
嫌
忌
は
そ
れ
，

と
遭
じ
る
も
の
が
あ
る
ょ
う
で
あ
る
。
す
る
人

が
文
芸
的
な
る
も
の
を
嫌
忌
排
斥
し
他
の
或
る
人

が
こ
れ
を
尊
重
擁
護
す
る
時
ほ
ど
、
人
々
の
文
芸

に
対
す
る
理
解
の
程
が
如
実
に
露
呈
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
は
文
芸
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
観
念
的
な
討
論
に
ま
さ
る
こ

と
数
倍
で
あ
る
。
わ
が
中
世
に
お
い
て
文
芸
的
な

る
も
の
が

「文
筆
詩
歌
」
の
名
で
集
忌
さ
．れ
た
歴

史
的
事
実
は
、
現
代
に
お
い
て
軍
国
主
義
に
よ
っ

て
真
正
の
文
芸
が
排
斥
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
感
慨

―
文
学
者
の
憤
り
―
を
以
て
振
返
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
で
わ
れ
ノ
ヽ
自
身
の
文
芸
へ
の
理
解
の
ほ
ど
が

確
か
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際

「文

芸
」
な
る
も
の
は
、
作
品
と
研
究
者
と
の
関
聯
に

お
い
て
成
立
す
る
と
思
う
。
し
か
も
人
は
中
世
に

お
け
る
文
芸
簾
忌
の
事
実
を
承
認
し
な
が
ら
こ
れ

を
容
易
に
見
送
り
、
中
世
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る

「文
筆
詩
歌
」
は
否
定
さ
れ
た
が
・、　
一
方
に
お
い

て

「法
語
文
学
」
な
る
仏
教
文
学
が
生
れ
た
と
い

う
風
に
考
え
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
自
体
が
今
颯

に
お
い
て

「文
芸
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

私
は
日
本
文
芸
と
仏
教
と
の
問
題
を
、
道
元
の

語
が
如
実
に
示
す
よ
う
な
「敵
対
関
係
」
に
お
い
て

あ
り
の
ま
ま
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

先〓
ず
文
．芸
論‥
の
方
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
普
通

に
中
世
の
歌
論
は
宗
教
的
歌
論
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
歌
論
な
る
も
の
が
、

仏
教
と
の
接
触
に
よ
っ
て
―
こ
の
語
は
冒
頭
に
も

用
い
た
が
、
勿
論

「仏
教
の
恩
恵
を
受
け
て
」
の

意
味
で
あ
る
―
高
め
ら
れ
深
め
ら
れ
た
歌
論
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
俄
か
に
賛
同
じ
難
い
。

中
世
に
お
い
て
、
生
死
事
大
無
常
迅
速
只
一
心
専

念
す
べ
き
は
書
提
へ
の
道
で
あ
る
と
す
る
仏
教
の

唆
厳
な
立
場
か
ら
、

「文
筆
詩
歌
」
が
い
わ
ば
罪

悪
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
当
っ
て

「文

芸
」
の
意
義
が
何
ら
か
の
形
で
主
張
さ
れ
る
な
ら
、

そ
れ
は
先
ず
以
て
仏
教
を
向
こ
う
に
廻
し
て
の

「文
芸
」
の
切
実
な
る
自
己
主
張
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
筈
で
あ
る．
。

私
は
例
の
西
行
や
慈
円
に
関
す
る
逸
話
の
類
を
、

道
元
の
発
想
の
延
長
線
上
に
位
置
せ
し
め
た
上
で

正
し
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
慈

円
は
僧
侶
の
身
で
あ
り
な
ら
歌
道
に
執
着
し
た
の

で
、
そ
の
一
弟
子
―
実
は
そ
の
兄
と
い
わ
れ
る
―

か
ら
直
諌
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
是
非

「僧
侶
で
あ

り
な
が
ら
」
と
断
る
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
僧
侶

に
と
っ
て
歌
作
は
所
詮
僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
所
行
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
さ
て
慈
円
は

「
み
な
人

に
一
つ
の
く
せ
は
あ
る
ぞ
と
よ
こ
れ
を
ば
許
せ
敷

島
の
道
」
と
よ
ん
だ
。
こ
れ
は
道
元
の
「
そ
の
詮



な
き
事
な
れ
ば
捨
つ
べ
き
道
理
な
り
」
を
向
こ
う

に
置
い
て
文
芸
の
形
で
―
古
人
が
和
歌
を
用
い
て

容
易
に
人
を
納
得
せ
し
め
得
た
と
い
う
事
実
は
注

意
を
要
す
る
―
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
文
芸
の
自
己

主
張
で
あ
る
。
西
行
は
遁
世
の
身
で
あ
り
な
が
ら

詠
歌
に
耽
っ
た
の
で
、
文
覚
が

「遁
世
の
身
な
ら

ば
一
す
ぢ
に
仏
道
修
行
の
外
不
′可
二他
事
¨
数
寄

を
た
て
て
こ
こ
か
し
こ
に
う
そ
ぶ
き
あ
り
く
条
に

く
き
法
師
な
り
」
（井
蛙
抄
）
と
憤
つ
た
。
そ
の
西

行
は

「歌
道
は
ひ
と
へ
に
禅
定
修
行
の
道
」
と
人

に
語
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
な
ど
い
か
に
も
深
遠
な

宗
教
的
体
験
が
生
ん
だ
歌
論
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
道
元
の
如
き
純
然
た
る
宗
教
家

の
立
場
か
ら
は
、
和
歌
が
禅
定
修
行
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
っ
た
り
こ
れ
に
代
る
も
の
で
あ
っ
た
り

す
る
と
は
、
夢
に
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
わ
れ
ノ
ヽ
と
し
て
は
、
わ
が
中
世
に
お
い

て
文
芸
的
な
る
も
の
の
意
義
と
価
値
と
を
主
張
し

よ
う
と
し
た
人
た
ち
が
、
文
芸
的
な
る
も
の
に
宗

教
的
な
る
も
の
の
仮
装
を
施
し
た
り
、
時
に
は
自

ら
未
だ
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
か
っ
た

の
も
亦
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思

う
。
未
だ
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
か
っ

た
と
い
う
の
は
、
近
世
に
至
っ
て
本
居
宣
長
の
如

き
人
が
、
仏
教
を
離
れ
て
人
情
の
真
実
を
見
ょ
と

言
っ
た
こ
と
な
ど
と
対
比
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

よ
く
人
は
、
低
教
に
対
す
る
深
い
理
解
と
信
仰

な
く
し
て
は
真
に
日
本
文
芸
の
醍
醐
味
を
喫
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
ぁ
る
、
な
ど
と
い
う
。
信
仰
と

は
何
か
。
そ
れ
が
芸
術
的
な
る
も
の
を

「虚
仮
」

と
す
る
宗
教
の
立
場
の
墨
守
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
れ
ば
、
不
可
で
あ
る
と
思
う
。　
　
　
　
　
　
・

深
き
山
に
入
り
つ
ゝ
仏
道
を
恩
惟
し
侍
る
中

に
、
始
め
に
申
し
つ
る
理
に
任
せ
て
や
ま
と
歌

の
こ
と
を
思
ふ
に
、
恋
の
歌
と
て
よ
め
る
こ
と

こ
そ
、
真
に
憂
き
世
を
離
れ
ぬ
た
め
し
に
は
皆

思
ひ
な
れ
た
る
こ
と
に
侍
る
め
れ
と
思
ひ
学
び

て
、
さ
れ
ば
こ
れ
に
寄
せ
て
こ
そ
は
厭
離
の
心

を
教
へ
、
欣
求
の
心
を
も
顕
は
さ
む
と
て
、
百

歌
に
数
へ
た
し
て
い
そ
ぢ
に
使
ひ
侍
り
ぬ
云
々

（拾
玉
集
巻
五
）

こ
れ
は
慈
円
の
有
名
な
語
で
あ
る
が
、
或
人
は
、

慈
円
が
多
く
の
恋
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
宗
教

的
立
場
か
ら
彼
の
人
格
を
疑
う
資
料
と
な
っ
て
い

る
が
こ
れ
を
よ
め
ば
人
は
彼
を
崇
信
す
る
心
を
失

わ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
。
恋
歌
な
る
も
の
の
積

極
的
肯
定
に
迄
至
ら
ぬ
点
、
こ
の
人
自
身
未
だ
中

世
に
身
を
置
く
が
如
き
観
を
呈
す
る
。
僧
侶
の
身

で
あ
り
な
が
ら
恋
歌
を
よ
む
と
は
何
事
ぞ
と
い
う

の
は
過
去
の
信
仰
厚
き
人
々
の
気
持
で
あ
る
。
恋

歌
は
方
便
で
あ
る
と
い
う
慈
円
の
立
場
は
、
今
日

そ
れ
を
文
学
通
り
受
け
販
る
か
ぎ
り
、
あ
ま
り
に

も
ぉ
教、ぃ
で
あ
る
。

三

次
に
日
本
文
芸
と
仏
教
と
の
問
題
を
、
作
品
の

，実
際
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

道
元
に
は
歌
集

「傘
松
道
詠
」
が
あ
る
。
文
筆

詩
歌
は
そ
の
詮
な
き
事
で
あ
る
か
ら
捨
つ
べ
き
道

理
で
あ
る
と
言
っ
た
彼
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
こ
と
は
面
白
い
。

尋
ね
入
る
深
山
の
奥
の
里
ぞ
も
と
我
が
住
み

馴
れ
し
都
な
り
け
る

こ
れ
は

「父
母
所
生
身
即
証
大
覚
位
」
と
題
さ

れ
た
一
言
で
あ
る
。
深
山
の
奥
の
草
庵
に
行
い
澄

ま
す
人
の
心
境
が
見
ら
れ
る
。
徹
底
し
た
諦
観
が

文
芸
の
形
で
表
現
さ
れ
た
例
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

な
く
も
な
い
。
文
芸
を
そ
う
い
う
も
の
だ
と
見
る

見
方
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
こ
れ
は
次

の
西
行
の
歌
と
比
べ
て
ど
う
で
あ
ろ

，
か
。

世
の
中
を
捨
て
て
捨
て
得
ぬ
心
地
し
て
都
は

な
れ
ぬ
わ
が
身
な
り
け
り

道
元
の
作
が
い
か
に
も
悟

，
切
っ
た
高
僧
の
作

ら
し
い
の
に
比
し
て
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
未
練
な

作
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
文
芸
作
品
と
し
て
見
る
と

き
こ
の
方
が
高
く
評
価
さ
れ
る
と
い

，
事
実
は
面

白
い
。
西
行
の
未
練
よ
り
道
元
の
悟
道
を
高
く
買

う
と
い
う
の
な
ら
話
は
別
で
あ
る
。
も
し
真
に
西



行
の
作
が
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
一

．
般
的
に
承
認
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
西
行
の

作
を
よ
り
高
く
評
価
せ
し
め
る
も
の
が
何
で
あ
る

か
を
よ
ぐ
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
西
行
の
作

は
道
元
の
そ
れ
の
よ
う
に
宗
教
的
で
は
な
い
。
む

し
ろ
逆
に
世
俗
的
で
あ
る
。
宗
教
的
で
あ
る
よ
り

む
し
ろ
世
俗
的
―
宗
教
的
で
あ
る
こ
と
が
歌
と
し
一

て
人
の
気
持
を
惹
く
と
い
う
事
実
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

人
に
よ
っ
て
は
、
西
行
が
世
を
遁
れ
て
東
山
や

西
山
の
庵
で
詠
ん
だ
歌
は
い
ず
れ
も
山
家
の
嵐
を

淋
し
が
る
の
み
で
、
娑
婆
の
絆
を
断
っ
た
満
足
の

心
持
は
爪
の
垢
ほ
ど
も
見
え
て
い
な
い
、
た
ゞ
後

悔
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
と
言
い
ｏ
そ
の
西
行
が

漸
次

「わ
び
」
「さ
び
」
の
心
境
に
向
上
し
た
の
は
、

草
庵
と
旅
行
生
活
並
び
に
仏
道
歌
道
の
精
進
の
賜

で
な
つ
た
と
，い
う
風
に
見
る
向
き
が
あ
る
∝
見
解

の
相
違
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
迄
で
あ
る
が
、

「山

家
の
嵐
を
淋
し
が
る
の
み
で
」
は
少
し
ひ
ど
い
と

思
う
。
そ
こ
に
ま
た
歌
の
歌
た
る
所
以
の
妙
趣
が

あ
ろ

，
と
い
う
も
の
で
あ
る
０
人
は
仏
道
の
修
行

を
積
む
に
従
っ
て
高
き
歌
境
に
到
達
す
る
と
い
う

先
入
主
に
妨
げ
ら
れ
て
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
Ｌ
わ
び
」
「さ
び
」を
宗
教
的
境
地
と
見

る
通
説
も
い
か
が
か
と
思
う
が
、
そ
れ
は
暫
く
措

く
。
西
行
の
歌
の
世
俗
的
ｉ
非
宗
教
的
な
る
が
故

に
反

っ
て
哀
切
な
境
地
は
、
洞
察
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

つ
い
で
に
、
今
日
筒
西
行
は
仏
道
と
歌
道
と
を

一
つ
に
見
た
、
彼
の
出
家
の
縁
と
な
っ
た
も
の
は

種
々
あ
っ
て
も
原
因
は
よ
き
歌
詠
み
た
し
の
一
つ

で
あ
つ
た
、
な
ど
と
考
え
る
人
の
あ
る
こ
と
を
不

思
議
に
思
う
。
仏
教
の
立
場
か
ら
は
和
歌
１
文
筆

詩
歌
を
禁
忌
す
る
。
そ
の
和
歌
に
専
心
す
る
た
め

わ
ざ
ノ
ヽ
仏
門
に
身
を
投
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。

花
紅
葉
冬
の
白
雪
見
し
こ
と
も
思
へ
ば
く
や

し
色
に
め
で
け
り

こ
れ
は

「草
庵
雑
詠
」
と
題
さ
れ
た
歌
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
道
元
の
作
は
次
の
よ
う
な
作
品
と

比
べ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
・

・
散
る
を
見
で
帰
る
心
や
桜
花
む
か
し
に
か
は

　ヽ
る
し
る
し
な
る
ら
む
　
一

よ
し
の
山
ほ
き
ぢ
づ
だ
ひ
に
尋
ね
入
り
て
花

見
し
春
は
一
む
か
し
か
も

願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ

ら
ぎ
の
も
ち
づ
き
の
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
‘

仏
に
は
桜
の
花
を
奉
れ
わ
が
後
の
世
を
人
と

ぶ
ら
は
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
以
上
西
行

あ
さ
ま
し
や
大
宮
人
に
う
ち
き
れ
て
花
み
し

こ
と
墜
憂
か
う
つ
つ
か

月
か
げ
に
雪
か
き
わ
け
て
み
る
梅
の
自
き
に

．　
も
な
ほ
染
む
心
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

梅
の
花
手
折
り
て
瓶
に
さ
す
春
の
あ
り
か
や

さ
し
き
墨
染
の
袖
　
　
　
　
以
上
窓
円

道
元
の
歌
は
、
花
・
紅
葉

・
白
雪
を
見
た
こ
と

も
今
に
し
て
思
え
ば
残
念
な
執
着
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
あ
っ
て
、
自
然
美
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
を

も
不
可
と
し
た
過
去
の
仏
教
の
苛
酷
な
倫
理
を
知

っ
て
始
め
て
了
解
さ
れ
る
境
地
で
あ
る
。
よ
く
日

本
民
族
は
格
別
自
然
美
を
愛
好
す
る
昇
族
で
あ
る

と
言
わ
れ
、
西
行
の
如
き
は
代
表
的
「自
然
詩
人
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
上
の
現

実
之
し
て
は
、
道
元
の
如
き
本
格
的
仏
教
徒
に
よ

っ
て
自
然
美
へ
の
愛
着
ぼ
妄
執
と
し
て
斥
け
ら
れ

た
。
僧
侶
と
し
て
の
西
行
及
び
慈
円
は
思
想
的
に

は
そ
れ
に
従
っ
た
と
思
わ
れ
る
ぶ
し
が
あ
る
。
私

は
こ
れ
迄
宗
教
的
に
高
い
境
地
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
来
た
歌
が
、
実
は
案
外
非
１
反
宗
教
的
で
あ

る
所
以
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で

あ
る
。

西
行
の

「散
る
を
見
で
」
の
歌
は
、
人
に
さ
そ

わ
れ
て
花
見
に
行
っ
た
が
散
る
迄
は
見
な
い
で
帰

ち
た
、
音
の
自
分
と
比
べ
て
み
る
と
こ
れ
も
修
行

の
功
を
積
ん
だ
し
る
し
か
と
思
わ
れ
る
、
と
い
う。

の
で
あ
る
。
「よ
し
の
山
」
は
、
山
の
け
わ
し
い
が

け
道
づ
た
い
に
花
を
見
て
暮
し
た
の
も

一
音
前
で

あ
る
、
で
、
こ
れ
も
僧
侶
ら
し
く
な
っ
て
来
た
自



分
を
自
分
で
い
と
お
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
出
家
者
の
身
と
し
て
自
然
美
へ
の
妄
執
を

捨
棄
せ
ん
と
す
る
自
覚
に
基
づ
く
。
と
こ
ろ
で
面

白
い
の
は
、
西
行
の
歌
が
道
元
の
そ
れ
と
は
異
な

り
、
そ
う
い
う
言
い
方
で
以
て
反
っ
て
切
実
に
、

自
然
美
に
惹
か
れ
る
人
情
の
真
実
を
う
た
い
上
げ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
美
へ
の
憧
憬
が
思
想

的
に
否
定
さ
れ
つ
ゝ
芸
術
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
も
西
行
は

「自
然
詩
人
」

で
あ
る
。
し
か
も
彼
が

「自
然
詩
人
」
で
あ
る
所

以
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
の
自
然
美
憧
憬
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
自
然
美
へ
の
愛
着
を

も
妄
執
と
す
る
底
の
求
道
心
で
は
あ
る
ま
い
。
と

す
れ
ば
彼
の
歌
の
生
命
は
、
常
識
の
予
期
に
反
し

て
、
そ
の
表
現
の
奥
に
あ
る
非
―
反
仏
教
的
な
も

の
で
あ
る
筈
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

「願
は
く
は
」
も

「仏
に
は
」
も
、
普
通
に
文

芸
と
仏
教
と
が
渾
然
と
融
和
一し
た
作
品
の
典
型
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
或
る
人
は
こ
の
よ
う
な
も
の

の
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
行
の
芸
術
を
「美
の
宗
教
」

と
よ
ぶ
。
し
か
し
文
芸
乃
至

「美
」
と
宗
教
と
を
、

そ
う
簡
単
に
結
び
つ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
疑
間
で

あ
る
と
思
う
。
き
さ
ら
ぎ
の
も
ち
月
の
こ
ろ
花
の

下
で
一
生
を
終
り
た
い
と
か
、
私
の
霊
前
に
は
桜

の
花
を
供
え
て
欲
し
い
と
か
い
う
の
は
、
宗
教
的

な
諦
観
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
迄
述
べ
て
来
た

よ
う
な
意
味
で
、
あ
く
迄
非
宗
教
的
な
妄
執
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
例
の
浄
海
入
道
が
頼
朝

の
首
を
わ
が
墓
前
に
か
け
て
欲
し
い
之
願
い
、
平

家
物
語
の
作
者
か
ら

「罪
深
け
れ
」
と
歎
ぜ
ら
れ

た
よ
う
な
、
「生
」
の
た
く
ま
し
さ
を
、
西
行
の
歌

に
感
ｔ
る
の
で
あ
る
が
。

慈
円
の
歌
も
、
文
芸
と
仏
教
と
の
両
者
が
、
「融

和
関
係
」
と
言
わ
ん
ま
り
む
し
ろ

「敵
対
関
係
」

（
こ
の
語
が
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
と
思
う
が
）

に
お
い
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
例
に
な
る
と

思
う
。

「あ
さ
ま
し
や
」
は
、
曽
て
宮
廷
の
貴
族
達
と
相

共
に
花
見
な
ど
に
う
き
身
を
や
つ
し
た
過
去
の
自

分
を
あ
さ
ま
し
と
歎
じ
、
「月
か
げ
に
」
は
、
月
か

げ
に
映
ず
る
雪
間
の
自
梅
に
心
惹
か
れ
る
自
己
を

反
省
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
作
者
は
仏
道
を
最
高

の
指
導
原
理
と
し
て
こ
れ
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る

も
の
の
よ
う
に
見
え
て
、
歌
そ
の
も
の
は
、
仏
教

の
禁
慾
主
義
と
の
対
決
に
苦
し
む
人
間
性
の
切
実

な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
細
か
い
分
析
に
基
づ
く

洞
察
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。

「梅
の
花
」
の
一
首
の
ご
と
き
、
宗
教
的
環
境

に
身
を
置
く
人
に
し
て
始
め
て
詠
じ
得
る
も
の
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
え
な
く
は
な
い
。
し
か

も
そ
の
宗
教
的
環
境
か
ら
文
芸
が
生
ま
れ
る
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
慈
円
の
歌
の
場

合

「
文
芸
」
は
、
何
も
の
か
が
宗
教
的
環
境
に
育

て
ら
れ
て
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
に
抗
う

こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
昭
和

二
七

ｏ
九

ｏ
二
五
）

―
福
岡
女
子
大
学
助
教
授
―




