
提
婆
達
多

る
『
梁
塵
秘
抄
』
の

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏

従
っ
て
『
梁
塵
秘
抄

が
、
法
文
歌
は
注
釈

検
討
が
な
さ
れ
ず
に

ご
く
一
部
が
現
存
す

り
上
げ
ら
れ
て
よ
く

ん

戯
れ
せ
ん
と
や

そ
ゆ
る
が
る
れ
」「
我

て
人
に
疎
ま
れ
よ

の
浮
草
と
な
り
ね
か

い
わ
ゆ
る
世
俗
歌
謡

提
婆

平
安
時
代
末
、
後

の
今
様

大
部
分
は
法
文
歌
と
呼
ば
れ
る
仏
教
歌

、
菩
薩
や
経
典
を
ほ
め
た
た
え
る
内
容

』
の
理
解
の
た
め
に
は
法
文
歌
の
検
討

書
類
で
そ
の
典
拠
を
指
摘
さ
れ
た
後
は

き
た
。
今
様
に
対
応
す
る
経
典
の
記
述

る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
近
代
の
作

知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、「
遊
び
を
せ

生
ま
れ
け
ん

遊
ぶ
子
供
の
声
聞
け
ば

を
頼
め
て
来
ぬ
男

角
三
つ
生
ひ
た

霜
雪
霰
降
る
水
田
の
鳥
と
な
れ

さ
て

し

と
揺
り
か
う
揺
れ
揺
ら
れ
歩
け
」

に
人
々
の
関
心
は
集
中
し
て
き
た
。
し

達
多
の
今
様

｜
｜
『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
の

白
河
院
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
今
様
集

謡
に
属
す
る
も
の

を
持
っ
て
い
る
。

が
不
可
欠
で
あ
る

あ
ま
り
く
わ
し
い

が
指
摘
さ
れ
れ
ば
、

面
白
さ
が
ど

提
婆
達
多

ブ
ッ
ダ
の
晩

離
脱
し
た
。

ブ
ッ
ダ
に
危

家
た
ち
な
ど
に
取

ん
と
や
生
ま
れ
け

我
が
身
さ
へ
こ

る
鬼
に
な
れ

さ

足
冷
た
か
れ

池

と
い
っ
た
も
の
で
、

か
し
、
今
見
ら
れ

い
て
は
、
た

劣
る
も
の
で

値
し
な
い
と

く
の
法
文
歌

て
は
相
応
の

な
い
だ
ろ
う

本
稿
で
は

一
性
格
｜
｜

『
梁
塵
秘
抄
』
は
、

そ
れ
で
一
応

の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て

は
周
知
の
ご
と
く
、
ブ
ッ
ダ
の
従
弟
で

年
に
教
団
の
改
革
を
唱
え
て
容
れ
ら
れ

こ
こ
か
ら
破
僧
（
教
団
の
和
合
を
破
壊

害
を
加
え
た
と
か
、
ブ
ッ
ダ
の
出
家
前

と
え
ば
高
名
な
僧
の
作
っ
た
和
讃
な
ど

あ
り
、
教
義
的
に
説
明
が
つ
か
な
い
点

い
う
意
識
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な

が
作
ら
れ
、
人
々
に
歌
わ
れ
た
か
ら
に

価
値
が
あ
り
、
面
白
さ
が
あ
っ
た
も
の

か
。

、
法
文
歌
に
歌
わ
れ
る
提
婆
達
多
の
姿

植

木

の
理
解
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま

三
七

み
た
い
。

、
仏
弟
子
と
な
っ
た
が
、

ず
、
遂
に
そ
の
教
団
か
ら

し
た
）
の
極
悪
人
と
さ
れ
、

の
妃
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
に

と
比
べ
て
、
今
様
は
一
段

も
あ
っ
て
、
研
究
対
象
に

い
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
多

は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

と
考
え
る
の
が
自
然
で
は

を
通
し
て
、
今
様
の
特
徴
、

朝

子

た
、
仏
教
文
学
研
究
に
お



昔
の
仙
こ
そ
あ

も
今
ま
で
に

こ
の
う
ち
、
三
五

さ
れ
る
も
の
で
、
普

が
や
や
つ
か
み
に
く

る
が
、
こ
こ
で
は
、

い
る
。
そ
の
他
は
す

め
を
今
日
聞
け

達
多
五
逆
の
悪

習
ひ
け
る

阿

達
多
は
仏
の
敵

き
つ
つ

法
の

阿
私
仙
の
洞
の

こ
と

難
き
法

提
婆
達
多

言
い
よ
っ
た
と
か
、

こ
の
提
婆
達
多
の

秘
抄
』
の
歌
番
号
で

普
賢
薩

は
朝

け
れ
ば

達
多

釈
迦
の
御
法
を

は
れ
な
れ

法
華
を
弘
め
ず
な
り
に
せ

声
だ
に
聞
か
ず
な
り
な
ま
し
（
一
一
八

番
歌
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
法
文
歌
の
う

賢
と
釈
迦
と
提
婆
達
多
を
並
べ
る
が
、

い
と
評
さ
れ
て
い
る
。
釈
迦
の
脇
侍
は

文
殊
で
は
な
く
、
釈
迦
と
対
立
し
た
提

べ
て
、
法
華
経
廿
八
品
歌
の
う
ち
の
提

ば
達
多
は
仏
の
師
な
り
け
る
（
一
一
〇

人
と

名
に
は
負
へ
ど
も
ま
こ
と
に
は

私
仙
人
こ
れ
ぞ
か
し
（
一
一
一
）

な
れ
ど

仏
は
そ
れ
を
も
知
ら
ず
し
て

道
に
ぞ
入
れ
た
ま
ふ
（
一
一
四
）

中

千
歳
の
春
秋
仕
へ
て
ぞ

会
ふ
こ

を
ば
我
は
聞
く
（
一
一
五
）

の
今
様

種
々
説
話
が
生
ま
れ
て
い
る
。

歌
わ
れ
た
今
様
を
次
に
掲
出
す
る
。

あ
る
。

日
な
り

釈
迦
は
夜
昼
身
を
照
ら
し

は
仏
に
成
り
に
け
り
（
三
五
）

受
け
ず
し
て

背
く
と
人
に
は
見
せ
し

ば

人
も
わ
が
身

）ち
、
仏
歌
に
分
類

こ
の
三
者
の
連
関

普
賢
と
文
殊
で
あ

婆
達
多
を
あ
げ
て

婆
品
の
歌
で
あ
る
。

と
い
っ
た
も

華
八
講
の
際

汲
ミ
、
仕
ヘ

を
行
道
す
る

ぜ
ら
れ
た
。

た
今
様
は
十

さ
て
、
提

）
釈
迦
の
法
華
経

慈
悲
の
眼
を
開

と
聞
く
こ
と
持
つ

そ
の
時

天
王
如

時
、
文

龍
王
の

と
告
げ

へ
現
れ

っ
て
成

（

）
内
は
『
梁
塵

昔
の
契
り
し
あ
り

か
ど

千
歳
の
勤

提
婆
品
の
内

釈
迦
が

う
仙
人

も
し
も

王
は
喜

を
設
け

の
だ
が
、
こ
の
品
は
日
本
で
は
大
変
人

に
も
、「
法
華
経
ヲ
ワ
ガ
得
シ
コ
ト
ハ

テ
ゾ
得
シ
」（
法
華
讃
嘆
）
と
い
う
声

。
ま
た
龍
女
成
仏
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら

『
梁
塵
秘
抄
』
法
華
経
廿
八
品
歌
に
お

首
で
最
多
で
あ
る
。

婆
達
多
を
歌
っ
た
今
様
を
一
覧
し
て
気

の
仙
人
が
今
の
提
婆
達
多
で
あ
る
。
提

来
と
い
う
名
の
仏
に
な
る
で
あ
ろ
う
、

殊
菩
薩
が
龍
宮
で
の
教
化
を
終
え
て
帰

八
歳
に
な
る
女
は
智

が
優
れ
、
す
み

た
。
智
積
菩
薩
や
舎
利
弗
は
信
じ
が
た

た
龍
女
は
た
ち
ま
ち
変
じ
て
男
子
と
成

仏
し
、
妙
法
を
演
説
し
た
。
こ
れ
を
見

容
は
、

過
去
の
世
に
、
王
位
を
捨
て
法
を
求
め

が
来
て
、「
私
は
妙
法
蓮
華
経
と
い
う

私
の
言
い
付
け
通
り
に
す
る
な
ら
ば
教

ん
で
、
仙
人
の
た
め
に
果
を
採
り
、
水

な
ど
し
て
、
千
年
も
の
あ
い
だ
仕
え
た

気
が
あ
り
、
天
台
宗
の
法

、
薪
コ
リ
、
菜
ツ
ミ
、
水

明
を
歌
い
な
が
ら
、
堂
内

、
特
に
女
性
の
間
で
重
ん

い
て
も
、
提
婆
品
を
歌
っ

づ
く
傾
向
は
、
提
婆
達
多

婆
達
多
は
遠
い
未
来
に
、

と
釈
迦
は
説
い
た
。
そ
の

還
し
た
。
そ
し
て
娑
竭
羅

や
か
に
悟
り
を
開
い
た
、

い
と
言
っ
た
が
、
そ
の
場

り
、
南
方
無
垢
世
界
に
往

た
人
々
は
み
な
歓
喜
し
た
。

三
八

て
い
た
時
、
阿
私
仙
と
い

大
乗
の
法
を
持
っ
て
い
る
。

え
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
た
。

を
汲
み
、
薪
を
拾
い
、
食

末
、
や
っ
と
法
を
得
た
。



提
婆
達
多

は
な
い
が
、
恐

教
団
と
の
接
近

と
い
っ
た
指
摘
が
あ

は
、
法
華
経
提
婆
品

極
悪
人
提
婆
の
意
外

婆
達
多
こ
れ
な
り
」

じ
め
か
ら
「
善
知
識

予
言
も
、
当
然
な
が

こ
の
提
婆
品
に
お

提
婆
達
多
は
ブ

激
し
く
、
そ
れ

ブ
ッ
ダ
の
友
人

で
あ
っ
た
、
あ
る
い

反
転
を
劇
的
に
表
現

主
体
と
し
て
、
仏
が

提
婆
達
多
と
釈
迦
が

位
に
あ
る
形
で
表
現

法
華
経
の
提
婆
品

ず
、
仏
が
過
去
を
回

の
悪
人
と
し
て
の
側

の
今
様

ら
く
は
『
法
華
経
』
の
教
団
と
提
婆
達

を
物
語
る
と
考
え
ら
れ
る
。

る
が
、「
提
婆
品
」
の
標
題
の
も
と
に

の
み
か
ら
作
ら
れ
た
と
は
言
え
ず
、
先

な
前
世
あ
る
い
は
未
来
に
焦
点
を
あ
て

と
淡
々
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て

」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ら
提
婆
達
多
の
悪
行
と
は
関
わ
ら
ず
に

け
る
提
婆
達
多
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て

ッ
ダ
の
近
親
（
従
弟
）
で
あ
っ
た
だ
け

だ
け
に
そ
の
反
逆
は
強
調
さ
れ
た
が
、

と
し
特
殊
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ

は
未
来
に
は
仏
に
な
る
の
だ
と
、
短
い

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一

提
婆
達
多
を
法
の
道
に
入
れ
た
と
す
る

対
等
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
釈
迦
よ
り

さ
れ
る
。

そ
の
も
の
は
、
提
婆
達
多
の
悪
行
に
は

想
し
、
千
年
の
間
仕
え
た
そ
の
仙
人
に

面
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、「
実
は
」

多
の
流
れ
を
汲
む

並
べ
ら
れ
た
今
様

に
述
べ
た
よ
う
に
、

、
そ
の
意
外
性
の

者
を
並
べ
て

二
四
・
二
六

大
日
如
来
（

殊
菩
薩
（
三

竜
樹
菩
薩
（

、
提
婆
達
多
は
は

未
来
に
仏
に
な
る

な
さ
れ
て
い
る
。

は
、

に
教
団
の
動
揺
も

こ
の
品
で
は
彼
を

の
理
由
は
明
白
で

〈
提
婆
達
多

普
賢
薩

け
れ
ば

達
多
は

き
つ
つ

ま
ず
、
提

歌
は
先
に
も

一
首
の
中
で
そ
の

一
四
番
歌
は
仏
を

が
、
そ
の
他
は
、

も
提
婆
達
多
が
上

一
切
ふ
れ
て
お
ら

つ
い
て
「
今
の
提

の
記
述
そ
の

『
妙
法
蓮
華
経

性
を
指
摘
し

重
な
態
度
を

和
歌
や
説
話

く
わ
し
く
見

検
討
す
る
。

前
世
は
釈
迦
の
師

面
白
味
を
強

い
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
の
仏
歌
は
、
釈

・
二
七
）、
阿
弥
陀
如
来
（
二
八
・
二

二
五
・
四
五
）、
薬
師
如
来
（
三
一
・

六
）、
観
音
菩
薩
（
三
七
・
三
八
・
三

四
一
・
四
二
）
の
ご
と
く
一
つ
の
如
来

の
成
仏

は
朝
日
な
り

釈
迦
は
夜
昼
身
を
照

達
多
は
仏
に
成
り
に
け
り
（
三
五
）

仏
の
敵
な
れ
ど

仏
は
そ
れ
を
も
知
ら

法
の
道
に
ぞ
入
れ
た
ま
ふ
（
一
一
四

婆
達
多
の
成
仏
を
主
題
と
し
た
二
首
を

ふ
れ
た
よ
う
に
、
仏
歌
に
分
類
さ
れ
、

も
の
と
は
矛
盾
す
る
今
様
の
提
婆
達
多

文
句
』
や
『
法
華
玄
義
私
記
』
な
ど

て
い
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
今
様
へ
の
直

と
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
今
様
の

を
も
視
野
に
入
れ
、
そ
う
し
た
経
釈
の

て
い
き
た
い
。
以
下
、
先
に
あ
げ
た
六

調
す
る
よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

三
九

迦
如
来
（
二
二
・
二
三
・

九
・
三
〇
・
四
三
・
四
四
）、

三
二
・
三
三
・
三
四
）、
文

九
）、
地
蔵
菩
薩
（
四
〇
）、

、
菩
薩
を
取
り
上
げ
て
賛

ら
し

昔
の
契
り
し
あ
り

ず
し
て

慈
悲
の
眼
を
開

）見
て
い
き
た
い
。
三
五
番

普
賢
・
釈
迦
・
達
多
の
三

像
に
つ
い
て
、
櫻
岡
寛
は

の
経
釈
を
経
由
し
た
可
能

接
の
影
響
に
つ
い
て
は
慎

表
現
を
検
討
し
た
上
で
、

流
布
の
状
況
を
も
う
少
し

首
を
主
題
ご
と
に
わ
け
て

こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』



は
な
い
記
述
を
含
む

知
ら
ず
し
て
」
で
あ

る
た
め
、
諸
説
は
、

な
い
で
、
と
捉
え
て

確
か
に
「
知
る
」

着
す
る
。
気
に
す
る

い
ら
れ
る
こ
と
が
多

て
釈
迦
か
ら
そ
の
導

る
こ
と
で
諸
説
一
致

当
該
今
様
は
、
後

心
は
達
多
成
仏
に
置

導
か
れ
て
い
る
の
だ

達
多
へ
と
重
心
が
移

一
一
四
番
歌
は
、

提
婆
達
多

嘆
す
る
が
、
三
五
番

歌
は
異
彩
を
放
っ
て

る
が
、
普
賢
・
釈
迦

を
つ
け
る
こ
と
を
避

あ
る
い
は
説
明
し
た

の
四
書
で
あ
る
が
、

。
最
も
問
題
に
な
る
の
が
、
第
二
句
の

り
、
文
字
通
り
「
知
ら
な
い
で
」
と
訳

提
婆
達
多
の
悪
行
を
問
題
に
せ
ず
に
、

い
る
。

に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
、「
考

」
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
否
定

い
。

き
に
よ
っ
て
仏
と
な
っ
た
達
多
へ
と
い

し
て
い
る
。

半
二
句
に
提
婆
達
多
の
こ
と
を
歌
っ
て

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
当
然
釈

が
、「
普
賢
薩

は
」
と
歌
い
出
し
た

っ
て
い
く
形
を
と
っ
て
い
る
。

達
多
を
は
っ
き
り
「
仏
の
敵
」
と
し
て

の
今
様

歌
だ
け
が
三
つ
の
仏
を
並
べ
て
お
り
、

い
る
。
当
該
歌
は
表
面
上
の
意
味
を
と

・
達
多
三
者
の
関
係
は
つ
か
み
に
く
く

け
て
い
る
も
の
が
多
い
。
三
者
の
連
関

訳
を
つ
け
て
い
る
の
は
考
・
評
釈
・
新

普
賢
を
譬
え
た
朝
日
か
ら
、
釈
迦
の
身

「
仏
は
そ
れ
を
も

す
と
矛
盾
が
生
じ

そ
れ
に
こ
だ
わ
ら

慮
に
入
れ
る
。
頓

の
語
を
伴
っ
て
用

る
も
の

と
知
ら

き
出
さ

仏
に
法

い
わ
れ

を
照
ら

（
注
６
）

う
連
想
関
係
を
見

お
り
、
一
首
の
重

迦
と
の
関
係
か
ら

割
に
、
普
賢
よ
り

お
り
、
提
婆
品
に

み
も
気
に
せ

遺
物
語
』
の

る
一
人
の
強

人
で
あ
っ
た

さ
て
、
当

第
二
句

未
詳
で

そ
の
点
で
も
こ
の

る
の
は
容
易
で
あ

、
注
釈
書
類
も
注

を
説
明
し
て
い
る
、

編
全
集
・
全
注
釈

の
光
明
へ
、
そ
し

世
の
譏

そ
れ
を

が
あ
る

『
源
氏
物
語
』と

思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
仏
に
害

な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い

（
注
６
）
。
こ
れ
は
小

れ
な
い
こ
と
を
示
す
。
又
、『
法
華
経

身
を
認
め
る
経
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
な

る
真
理
の
側
面
と
と
も
に
、
仏
が
法
身

す
等
と
言
わ
れ
、
法
身
仏
は
一
切
を
遍

古
典
大
系
本
頭
注
は
「
知
ら
ず
し
て
」
を

ず
に
秋
好
中
宮
の
後
押
し
を
し
て
い
る

例
は
、
大
学
寮
の
学
士
ら
と
相
撲
人
達

力
の
学
士
が
多
く
の
相
撲
を
投
げ
飛
ば

成
村
に
猛
然
と
向
か
っ
て
く
る
場
面
で

該
今
様
の
第
二
句
に
つ
い
て
、
櫻
岡
寛

の
仏
が
提
婆
達
多
を
敵
と
知
ら
な
か
っ

あ
る
上
に
、
正
統
的
な
経
釈
を
離
れ
た

り
人
の
う
ら
み
を
も
知
ら
ず
、
心
寄
せ

ば
知
ら
ず
（

投
げ
飛
ば
さ
れ
た
相
撲

か
た
ざ
ま
へ
、
走
か
ゝ
り
け
れ
ば
、
成

（『
宇
治

の
当
該
箇
所
は
光
源
氏
の
こ
と
ば
で

を
与
え
た
提
婆
を
仏
が
敵

乗
経
か
ら
は
こ
の
句
は
導

』
以
外
の
大
乗
経
典
で
も

い
。
法
身
は
遍
一
切
処
と

地
に
在
っ
て
度
す
べ
き
機

く
知
る
か
ら
で
あ
る
。

「
無
視
し
て
」
と
解
す
。
し
か

こ
と
を
言
う
。『
宇
治
拾

が
争
い
に
な
っ
た
時
、
あ

し
、
さ
ら
に
高
名
な
相
撲

あ
る
。

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

た
、
と
い
う
句
は
、
典
拠

想
像
な
い
し
は
創
作
に
よ

四
〇

た
て
ま
つ
る
を

（『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
）

に
は
か
ま
わ
ず
）、
成
村

村
、
目
を
か
け
て
逃
け
り
。

拾
遺
物
語
』
巻
二
ノ
十
三
）

、
世
間
の
非
難
や
人
の
恨



提
婆
達
多

引
き
下
げ
る
」
と
し

的
に
捉
え
て
い
る
が

こ
ろ
に
置
き
、
仏
世

そ
が
、
今
様
享
受
者

だ
ろ
う
か
。

た
と
考
え
る
こ

も
経
文
の
断
片

こ
の
よ
う
な
考

こ
こ
は
、
注
６
後
半

が
授
記
し
た
」
事
実

と
解
釈
し
、
仏
の
慈

思
わ
れ
る
。
櫻
岡
論

矛
盾
を
保
存
す

視
し
て
真
の
悟

一
。
筆
者
は
未

て
成
仏
す
る
の

ら
な
い
。
提
婆

が
示
す
よ
う
に

を
語
り
、
法
華

わ
れ
た
も
の
で

る
。
尤
も
、
一

に
よ
っ
て
、
自

し
、
こ
の
訳
で

の
今
様

て
、
暗
に
、
経
文
に
典
拠
を
持
た
な
い

、
こ
れ
は
む
し
ろ
逆
で
、
仏
を
世
俗
の

界
に
世
俗
の
人
間
が
一
体
化
し
て
い
こ

の
願
望
を
反
映
し
た
作
者
の
工
夫
で
あ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
説
法

的
な
知
識
さ
え
あ
れ
ば
可
能
な
詠
と
い
う
こ

え
方
は
仏
を
世
俗
の
人
間
の
水
準
に
引
き
下

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
悪
行

か
ら
、
今
様
作
者
が
、「
仏
は
そ
れ
を

悲
の
広
大
さ
へ
と
結
び
つ
け
て
い
っ
た

は
「
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
仏
を
世
俗

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
釈
迦
牟
尼

り
に
導
い
た
と
述
べ
る
経
典
は
存
在
す
る
の

見
。
小
乗
経
で
は
提
婆
達
多
は
地
獄
に
堕
ち

か
ど
う
か
は
全
く
不
明
で
あ
り
、
小
乗
の
仏

達
多
が
成
仏
す
る
と
明
記
す
る
の
は
本
文
中

『
法
華
経
』
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
仏

会
当
時
の
行
悪
を
も
語
る
。
提
婆
授
記
は
悪

は
な
く
、『
法
華
経
』
の
衆
生
皆
成
仏
の
思

首
の
作
者
が
「
悪
行
の
提
婆
達
多
に
仏
が
授

分
の
想
像
を
加
え
て
「
仏
は
そ
れ
を
も
知
ら

も
こ
の
歌
の
矛
盾
は
解
け
な
い
。
こ
の
訳
語

今
様
表
現
を
批
判

人
間
と
近
し
い
と

う
と
す
る
姿
勢
こ

っ
た
の
で
は
な
い

「
別
記

は
経
文

る
も
の

経
文
に

な
ど
に
よ
ら
な
く
と

と
に
な
る
。
た
だ
し
、

げ
る
も
の
で
あ
る
。

の
提
婆
達
多
に
仏

も
知
ら
ず
し
て
」

と
考
え
て
よ
い
と

の
人
間
の
水
準
に

と
見
え
、
仏

心
を
具
足
さ

「
法
の
道
に

保
証
し
た
こ

前
引
の

を
与
え

は
次
の

が
提
婆
の
悪
行
を
無

か
と
い
う
こ
と
が
第

る
が
、
来
世
に
お
い

伝
と
の
矛
盾
は
変
わ

の
『
弘
決
』
の
引
文

は
提
婆
達
多
の
前
生

行
を
考
慮
せ
ず
に
行

想
に
よ
る
も
の
で
あ

記
し
た
」
事
実
の
み

ず
し
て
」
と
解
釈
し

あ
わ
れ
み
、

致
し
て
い
る

れ
み
の
心
で

て
」
と
も
考

歌
に
は慈

悲
の

に

朝

自
体
が
こ
の
一
首
の

「
慈
悲
の
眼

如
来
与
彼
提
婆
達
多
授
別
記
者
、
示

」
は
、
一
人
だ
け
別
に
名
ざ
し
し
て

の
注
解
で
あ
る
。
次
に
、
如
来
に
は
怨

だ
、
と
い
う
の
は
、
単
な
る
注
解
以
上

新
し
い
意
味
を
加
え
る
も
の
、
又
は
、

の
慈
悲
の
目
を
蓮
に
た
と
え
て
い
る
の

せ
て
」
の
解
は
と
ら
ず
、
仏
の
側
の
慈

ぞ
入
れ
た
ま
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
釈

と
を
指
す
と
見
る
こ
と
で
諸
説
一
致
し

経
文
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、『
法
華
経

た
こ
と
を
語
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ

よ
う
な
釈
を
加
え
て
い
る
。

い
つ
く
し
む
心
を
も
っ
て
見
守
る
と
い

。
評
釈
は
「
大
慈
大
悲
の
眼
で
見
て
や

接
す
る
こ
と
。
も
う
一
解
は
「
提
婆
達

へ
ら
れ
る
」
と
二
説
を
併
記
す
る
が
、

眼
は
あ
ざ
や
か
に

蓮
の
如
く
ぞ
開
け

日
の
如
く
明
ら
か
に
（
二
二
三
）

を
開
き
つ
つ
」
は
、
次
に
あ
げ
た
よ

四
一

現
如
来
無
怨
悪
故
。

授
記
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

悪
が
な
い
こ
と
を
示
現
す

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

隠
さ
れ
て
い
る
意
味
を
明

で
、「
提
婆
達
多
に
慈
悲

悲
と
解
釈
し
た
い
。

迦
が
提
婆
達
多
の
成
仏
を

て
い
る
。
櫻
岡
論
は
、

』
は
、
仏
が
提
婆
に
別
記

に
対
し
て
、『
法
華
論
』

う
解
釈
で
、
諸
説
ほ
ぼ
一

つ
て
の
意
。
大
き
な
あ
は

多
に
慈
悲
心
を
具
足
さ
せ

『
梁
塵
秘
抄
』
二
二
三
番

た
る

智
恵
の
光
は
夜
々

う
に
仏
や
菩
薩
が
衆
生
を



と
い
っ
た
よ
う
な
今

朝
日
の
よ
う
な
仏
の

で
は
な
い
が
、
特
定

る
と
い
う
心
性
は
広

〈
悪
行
（
迹
）｜
釈

釈
迦
の
御
法
を

め
を
今
日
聞
け

「
如
来
は
怨
悪
を

釈
が
可
能
に
な

と
述
べ
て
、
仏
の
慈

と
い
っ
た
表
現
か
ら

に
は
、
他
に
も

積
も
れ
る
罪
は

つ
つ

実
相
真

提
婆
達
多

ら
か
に
す
る
等

し
、
こ
の
文
は

な
ら
な
い
。「
示

で
「
如
来
無
怨

の
「
如
来
無
怨

合
、「
慈
悲
深
い様

が
あ
り
、
衆
生
の
罪
を
霜
に
た
と
え

慈
悲
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
櫻
岡
論

の
典
拠
を
持
た
ず
と
も
、
仏
の
広
大
無

く
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

迦
の
師
（
本
）

受
け
ず
し
て

背
く
と
人
に
は
見
せ
し

ば
達
多
は
仏
の
師
な
り
け
る
（
一
一
〇

持
た
ぬ
が
故
に
提
婆
達
多
に
記
を
授

る
。

悲
を
強
調
す
る
見
方
が
『
法
華
論
』
の

導
か
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

夜
の
霜

慈
悲
の
光
に
た
ぐ
へ
ず
は

如
を
思
ふ
べ
し
（
五
六
）

の
今
様

と
い
う
点
で
「
菩
薩
の
法
施
」
な
ど
と

、
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
な
ら
、
第
一
一

現
」
は
化
儀
の
一
部
で
あ
り
、
仏
は

悪
」
を
示
現
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

悪
」
の
み
に
焦
点
を
あ
て
て
提
婆
の
授

釈
迦
牟
尼
は
提
婆
達
多
に
も
記
を
授

、
そ
れ
を
溶
か
す

を
否
定
す
る
も
の

辺
な
慈
悲
を
讃
え

。か
ど

千
歳
の
勤

）

で
あ
る
が
、

過
去
の
イ
ン

と
な
っ
て
い

著
名
な
例

抄
口
伝
集
』

む

わ
れ
ら

と
い
う
今
様

け
た
」
等
々
の
解

「
如
来
無
怨
悪
」

る
。『
梁
塵
秘
抄
』

行
者
の
心
を
鎮
め

表
現
を
持
ち

一
番
歌
と
共

典
拠
と
し
て

一
一
〇
番

め
」
す
な
わ

多
）
に
給
仕

う
に
「
釈
迦

呼
ば
れ
る
。
た
だ

四
歌
の
参
考
と
は

一
切
を
知
っ
た
上

、
こ
の
記
述
の
中

記
を
理
解
し
た
場

け
た
」
ま
た
は
、

達
多
五

習
ひ
け

こ
の
二
首
は

の
だ
と
い
う

な
い
、
極
悪

反
転
を
も
た

実
際
に
そ
の
物
語
を
聞
い
て
い
る
人
々

ド
の
時
間
と
現
実
の
時
間
と
が
重
な
っ

る
と
い
え
よ
う
。

で
あ
る
が
、
後
白
河
院
の
今
様
生
活
を

巻
十
に
は
、「
四
大
声
聞
い
か
ば
か
り

は
後
世
の
仏
ぞ
と

確
か
に
聞
き
つ
る

を
歌
う
場
面
が
二
度
出
て
く
る
。
そ
も

、
一
首
の
中
に
反
転
が
あ
る
と
い
う
点

通
す
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
櫻
岡

、『
妙
法
蓮
華
経
文
句
』
や
『
法
華
玄

歌
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
今
日
」
と
い

ち
釈
迦
が
前
生
に
お
い
て
千
年
も
の

し
た
こ
と
を
今
日
聞
い
た
と
い
う
の
は

の
法
華
経
説
法
の
場
に
居
合
わ
せ
た
者

逆
の
悪
人
と

名
に
は
負
へ
ど
も
ま
こ

る

阿
私
仙
人
こ
れ
ぞ
か
し
（
一
一
一

、
提
婆
達
多
の
悪
行
を
歌
い
な
が
ら
、

こ
と
の
方
に
重
点
を
置
い
て
い
る
も
の

人
提
婆
の
面
を
合
わ
せ
表
現
す
る
こ
と

ら
し
て
い
る
。
一
一
四
番
歌
も
「
仏
の

の
「
今
日
」
と
も
重
な
り
、

て
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
表
現

回
想
し
た
自
伝
『
梁
塵
秘

喜
び
身
よ
り
も
余
る
ら

今
日
な
れ
ば
（
八
五
）」

そ
も
こ
の
今
様
は
、
釈
迦

で
は
一
一
〇
番
歌
・
一
一

氏
は
こ
う
し
た
考
え
方
の

義
私
記
』
な
ど
を
あ
げ
る
。

う
表
現
で
、「
千
歳
の
勤

間
阿
私
仙
（
実
は
提
婆
達

、
集
成
が
注
を
つ
け
る
よ

の
身
に
な
っ
て
の
表
現
」

四
二

と
に
は

釈
迦
の
法
華
経

）実
は
釈
迦
の
師
で
あ
っ
た

で
、
法
華
経
提
婆
品
に
は

に
よ
り
、
一
首
に
劇
的
な

敵
」
が
成
仏
し
た
と
い
う



提
婆
達
多

阿
私
仙
の
洞
の

こ
と

難
き
法

こ
れ
ま
で
に
見
て

一
一
五
番
歌
で
は
提

で
、
一
首
の
中
心
は

場
面
で
は
、
厳
島
に

こ
と
は
、
か
な
ら
ず

め
せ
。
今
様
を
聞
か

「
今
日
」
は
釈
迦
の
説

に
移
さ
れ
て
い
る
。

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

〈
仏
の
苦
労

四
大
声
聞
が
釈
迦
か

感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う

院
か
ら
「
恋
せ
ば
」

で
あ
る
と
褒
め
ら
れ

か
ら
今
様
の
曲
を
体

成
仏
の
保
証
を
得
た

さ
し
く
こ
の
今
様
を

の
四
人
の
弟
子
、

の
今
様

中

千
歳
の
春
秋
仕
へ
て
ぞ

会
ふ
こ

を
ば
我
は
聞
く
（
一
一
五
）

き
た
今
様
は
提
婆
達
多
に
焦
点
が
当
て

婆
達
多
は
前
世
の
「
阿
私
仙
」
と
し
て

釈
迦
の
苦
労
と
そ
の
報
い
に
あ
っ
て
、

参
詣
し
た
院
が
巫
女
か
ら
神
の
託
宣
と

叶
ふ
べ
し
。
後
世
の
こ
と
を
申
す
こ
そ

ば
や
」
と
言
わ
れ
て
、
こ
の
今
様
を

法
の
場
が
、
厳
島
で
神
の
託
宣
を
得

一
一
〇
番
歌
の
「
今
日
」
も
こ
う
し
た

ら
、
成
仏
の
保
証
を
聞
い
た
「
今
日
」

、
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、『
口
伝
集

と
い
う
今
様
の
大
曲
を
習
っ
た
延
寿
が

て
、
即
座
に
こ
の
今
様
を
歌
っ
て
い
る

得
し
た
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
延
寿
が
、

声
聞
に
な
ぞ
ら
え
て
お
り
、
今
様
詞
章

歌
っ
て
い
る
今
こ
の
時
と
重
な
っ
て
い

命
須
菩
提
・
摩
訶
迦
旃
延
・
摩
訶
迦
葉

と
聞
く
こ
と
持
つ

ら
れ
て
い
た
が
、

名
が
見
え
る
の
み

千
年
に
及
ぶ
給
仕

千
歳
菓
、
今

祖
と
し
て
名

か
ら
孫
の
隆

一
周
忌
に
追

こ
の
澄
憲

し
て
「
我
に
申
す

あ
は
れ
に
お
ぼ
し

歌
う
。
こ
こ
で
も

た
今
日
に
、
巧
み

効
果
を
も
つ
言
葉

要
集
』

座
。
千

と
指
摘
す
る

安
居
院
澄
憲

に
、
国
王
が

え
、
さ
ら
に

主
是
也
。
往

ど
れ
ほ
ど
喜
び
を

』
で
は
、
後
白
河

、
院
か
ら
み
ご
と

。
す
な
わ
ち
、
院

自
ら
を
釈
迦
か
ら

の
「
今
日
」
は
ま

る
。
も
う
一
つ
の

こ
の
一
首

経
に
見
え
な

洞
」
と
い
う

し
て
い
た
。

初
句
の

中
国
古

い
た
「

・
摩
訶
目

連
の

の
果
て
に
法

住
霊
山
開
一
実
蓮
。」
と
記
す
。
澄
憲

高
く
、
そ
の
説
教
の
流
れ
は
安
居
院
流

承
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
澄
憲
は
後
白
河

善
の
表
白
を
作
っ
て
も
い
る
。

及
び
そ
の
子
聖
覚
の
作
と
さ
れ
る
『
鳳

下
の
末
に
「
凡
有
心
者
、
即
法
身
故
。

歳
給
仕
得
聞
法
華
」
云
々
の
句
が
み
え

。
さ
ら
に
、
今
様
に
近
い
時
代
の
唱
導

の
草
し
た
『
花
文
集
』
に
、
法
華
経
を

喜
ん
で
つ
い
て
い
く
場
面
で
、「
即
従

、
一
通
り
の
話
を
記
し
た
後
、「
昔
国

仙
人
者
ア
ニ
異
人
、
今
提
婆
達
多
ソ
カ

で
注
意
さ
れ
る
の
は
「
洞
」
と
い
う
言

い
の
で
、
注
釈
書
類
で
も
問
題
に
さ
れ

の
で
、
そ
の
連
想
か
（
新
編
全
集
）」

櫻
岡
論
は
、
こ
れ
に
疑
問
を
呈
し
、

「
洞
の
中
」
は
経
に
み
え
な
い
。
こ
れ

来
の
仙
人
と
同
一
視
し
て
作
者
自
身
が

仙
洞
」
の
語
を
あ
て
た
の
で
は
あ
る
ま

華
経
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
喜

四
三

は
説
法
の
名
手
・
唱
導
の

と
称
さ
れ
て
、
子
の
聖
覚

院
の
今
様
の
師
・
乙
前
の

光
抄
』
に
も
、
提
婆
達
多

是
以
、
阿
私
仙
洞
身
為
床

る
。

資
料
を
探
し
て
み
る
と
、

教
え
よ
う
と
い
う
阿
私
仙

仙
人
、
入
幽
洞
給
」
と
見

王
者
誰
人
、
今
日
大
恩
教

シ
。
所
以
、
昔
在
仙
洞
拾

葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
華

、「
仙
人
の
居
所
を
「
仙

と
い
う
解
釈
で
ほ
ぼ
一
致

は
、
阿
私
仙
の
「
仙
」
を

当
時
普
通
に
用
い
ら
れ
て

い
。
既
に
源
信
『
妙
行
心

び
が
歌
わ
れ
て
い
る
。



か
ざ
し

ち
よ
を
経
む
ほ

な

居
処
十

や
ま
ぶ
し
の
い

袖

夜
尋
僧

と
見
え
る
。『
草
案
集

れ
て
い
る
部
分
も
あ

れ
て
い
る
が
、
そ
の

い
る
こ
と
に
注
意
し

「
洞
」
と
い
う
の
は

作
品
に
頻
出
す
る
言

よ
う
な
も
の
が
見
出

提
婆
達
多

品
の
内
容
を
述
べ
る

こ
の
直
後
に
脱
落
が

で
あ
る
こ
と
は
明
ら

さ
ら
に
、
平
安
時

談
義
の
草
稿
と
思
わ

べ
る
中
に
、「
タ
チ
マの

う
た

ら
の
う
ち
な
る
鶴
さ
へ
も
君
が
か
ざ
し

首は
や
の
ほ
ら
に
と
し
ふ
り
て
苔
に
か
さ

』
に
は
「
澄
憲
法
印
言
説
ナ
リ
」
と

り
、
安
居
院
流
の
教
学
と
密
接
な
関
係

中
に
阿
私
仙
人
の
住
居
と
し
て
「
洞
」

て
お
き
た
い
。

特
に
珍
し
い
語
で
も
な
い
よ
う
に
思

葉
と
も
言
い
に
く
い
。
中
世
ま
で
の
和

だ
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

の
今
様

中
に
「
時
有
一
仙
人
自
深
山
洞
中
来
携

あ
る
が
、
提
婆
達
多
品
に
登
場
す
る
こ

か
で
あ
ろ
う
。

代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
め
に
成
立
し
た

れ
る
『
草
案
集
』
に
お
い
て
、
提
婆
達

チ
仙
人
ト
只
二
人
カ
イ
ツ
レ
テ
、
即

を
つ
か
ふ
べ
き
か

（『
能
宣
集
』）

ぬ
る
す
み
ぞ
め
の

て
い
る
が
、

る
の
は
☆
を

「
苔
の
ほ
ら
」

（
一
一
二
〇
頃

に
五
十
首
の

然
が
、
詠
歌

興
味
深
く
思

い
う
注
記
の
な
さ

が
あ
る
と
考
え
ら

の
語
が
使
わ
れ
て

わ
れ
る
が
、
文
学

歌
の
例
で
は
次
の

☆
お
ぼ
つ

『
能
宣
集
』

杖
」
と
見
え
る
。

の
仙
人
が
阿
私
仙

、
天
台
系
の
唱
導

多
品
の
大
要
を
述

ニ
入
仙
洞
給
ヒ
ヌ
」

ふ
け
ぬ

奥
山
の

そ
の
他
は
修
行
者
の
住
処
と
し
て
の
洞

付
し
た
『
法
門
百
首
』
の
例
で
、
ま
さ

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
法

一
一
八
二
頃
）
の
百
首
歌
で
あ
る

今
様
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
今
様
と
関
わ

の
中
で
阿
私
仙
の
住
処
と
し
て
「
洞
」

わ
れ
る
。

拾
薪
設
食

か
な
み
ね
の
薪
を
ひ
ろ
ふ
ま
に
苔
の
ほ

こ
れ
も
そ
の
む
か
し
の
事
な
り
、

る
は
、
し
ば
し
も
た
ゆ
ま
ず
心
ざ

に
こ
そ

の
例
で
は
、
神
仙
世
界
の
イ
メ
ー
ジ

れ
ば
露
と
と
も
に
や
宿
ら
ま
し
い
は
や

雑
十
首

い
は
ほ
の
ほ
ら
に
住
む
と
て
も
哀
れ
あ

提
婆
品

が
詠
ま
れ
る
。
注
目
さ
れ

に
提
婆
品
の
和
歌
と
し
て

門
百
首
』
は
唯
心
房
寂
然

が
、
家
集
『
唯
心
房
集
』

り
の
深
い
人
物
で
あ
る
寂

の
語
を
使
っ
て
い
る
の
は

ら
に
や
煙
立
つ
ら
ん

身
心
無
倦
な
ど
と
か
れ
た

し
を
は
こ
ば
せ
給
ひ
け
る

（
以
上
『
法
門
百
首
』）

で
鶴
の
住
む
洞
が
詠
ま
れ

四
四

の
ほ
ら
の
苔
の
む
し
ろ
に

（
以
上
『
秋
篠
月
清
集
』）

な
う
と
世
を
や
嘆
か
ん

（『
壬
二
集
』）



提
婆
達
多

ど
も
、
仏
の
道

婆
品
に
説
き
給

こ
れ
は
、『
源
氏
物
語

氏
物
語
』
に
は
仏
道

（
一
四
六
段
）」
と
あ

れ
た
り
（
巻
四
第
二

童
子
」
に
鬼
の
住
処

離
れ
た
恐
ろ
し
げ
な

の
地
と
も
な
る
の
だ

あ
る
。又

帝
の
位
を
捨

記
物
語
で
は
、
次
の

あ
そ
こ
の
峰
、

れ
ば

あ
る
谷
の
洞
に

り
矢
先
に
一
矢（

あ
る
い
は
、『
枕
草

説
話
の
中
で
は
、

の
今
様

に
入
り
給
ひ
、
深
き
御
法
に
も
か
よ
ふ

へ
る
、
昔
の
帝
の
御
有
様
も
思
ひ
出
で

（『
今
鏡
』
う
ち
ぎ
き
第
十
・

』
綺
語
説
に
対
す
る
嫗
の
弁
護
の
言

帰
依
を
勧
め
る
面
が
あ
る
、
と
し
て
例

り
、『
今
昔
物
語
集
』
に
毒
蛇
の
住
処

十
七
話
・
巻
十
三
第
十
七
話
な
ど
）、

を
「
も
の
う
き
洞
」
と
表
現
し
た
り
す

場
所
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

が
、
興
味
深
い
の
は
、
次
に
掲
げ
る

て
て
、
弟
に
譲
り
給
ひ
て
、
西
山
の
ほ

ご
と
く
、
敵
を
待
ち
受
け
る
場
所
と
し

こ
こ
の
洞
よ
り
、
赤
旗
ど
も
手
々
に
さ

（『
平
家
物
語
』
巻
六

風
少
し
の
ど
け
き
と
こ
ろ
あ
り
。「
敵

射
て

『
義
経
記
』
巻
五
・
吉
野
法
師
判
官
を

子
』
に
「
名
お
そ
ろ
し
き
物

青
淵

洞
は
修
行
者
の
住
処
と
し
て
出
て
く
る

御
有
様
な
り
。
提

ら
れ
さ
せ
給
ふ
。

作
り
物
語
の
行
方
）

葉
で
あ
る
が
、『
源

を
あ
げ
た
中
に
、

リ
」
と
聞
い

用
例
の
全

が
提
婆
達
多

の
例
か
ら
跡

ら
れ
よ
う
。

と
し
て
の
洞
が
現

御
伽
草
子
「
酒
呑

る
よ
う
に
、
人
里

だ
か
ら
こ
そ
修
行

『
今
鏡
』
の
記
述
で

ら
に
住
み
給
ふ
な

て
き
た
唱
導

い
た
こ
と
を

か
。『

今
昔
物
語

一
第
三
話
で

巻
十
三
第
二

る
。
ま
た
巻

て
散
見
す
る
。

し
あ
げ
て
寄
せ
け

・
横
田
河
原
合
戦
）

河
を
越
え
ば
、
下

追
ひ
か
け
奉
る
事
）

。
谷
の
洞
。

は
、
釈
迦
の

「
ほ
ら
」
と
い

西
山
な

せ
給
に

と
い
う
も
の

は
提
婆
品
と

法
華
経
そ
の

こ
と
が
多
く
、
軍

朱
雀
院
の
様

て
、
そ
こ
に
入
り
修
行
に
励
む
。

体
数
は
少
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
一
般

の
物
語
に
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
が
、

づ
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
一

や
釈
教
歌
を
通
し
て
、
提
婆
品
と
洞
の

、『
今
鏡
』
の
当
該
記
事
は
示
し
て
い

集
』
に
は
、
仙
人
の
住
む
場
所
と
し

は
優
婆
塞
が
「
五
色
ノ
雲
ニ
乗
テ
仙
人

話
で
は
「
巌
ノ
洞
」
に
住
む
仙
人
が
昼

十
三
第
四
話
の
法
空
は
「
人
跡
絶
タ
ル

前
世
を
指
す
。『
源
氏
物
語
』
で
は
朱

う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
該
当
箇
所

る
御
寺
造
り
は
て
て
、
移
ろ
は
せ
給
は

で
あ
る
。
朱
雀
院
が
「
洞
」
に
住
む
は

の
対
応
上
、「
洞
」
の
語
を
使
っ
た
も

も
の
に
は
「
洞
」
の
語
は
出
て
こ
な
い

子
を
述
べ
て
提
婆
品
を
引
き
合
い
に
出四

五
的
な
「
洞
」
の
イ
メ
｜
ジ

『
法
門
百
首
』
や
『
今
鏡
』

一
五
番
今
様
も
位
置
づ
け

語
が
自
然
に
結
び
つ
い
て

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

て
洞
が
散
見
す
る
。
巻
十

ノ
洞
ニ
通
フ
」
と
見
え
、

夜
法
華
経
を
読
誦
し
て
い

山
ノ
中
ニ
古
キ
仙
ノ
洞
有

雀
院
の
住
ま
い
に
つ
い
て

の
表
現
は
、

ん
程
の
御
い
そ
ぎ
を
せ
さ

（
若
菜
・
上
）

ず
は
な
い
が
、『
今
鏡
』

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

の
で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ

し
て
い
る
。「
昔
の
帝
」



に
注
目
し
て
、
以
下

「
こ
と
」
の
尾
韻

う
で
あ
る
。

釈
迦
自
身
の
視

に
歌
っ
て
い
る

一
一
二
と
同
趣

の
反
復
で
効
果

れ
る
こ
と
が
多
い
。

当
然
予
想
さ
れ
る
こ

な
か
っ
た
が
、
こ
の

歌
い
込
ま
れ
る
背
景

洞
に
つ
い
て
の
考

を
見
て
い
き
た
い
。

「
会
ふ
こ
と
聞
く
こ

提
婆
達
多

こ
の
「
洞
」
に
つ

華
経
美
術
の
表
現
と

図
の
場
面
と
、
和
歌

摘
が
あ
る
。
提
婆
品

面
が
、
繰
り
返
し
取

し
、
手
に
法
華
経
と

の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

の
繰
返
し
が
、
洞
の
生
活
の
楽
し
さ

点
に
立
っ
て
、
法
華
経
を
習
い
得
た
喜

。の
、
釈
迦
の
独
白
風
の
歌
謡
。
第
三
句

を
強
め
た
。

阿
私
仙
人
は
山
中
に
い
る
の
で
、
洞
に

と
で
あ
り
、
当
然
す
ぎ
る
た
め
か
あ
ま

よ
う
な
具
体
的
視
覚
的
事
例
は
、
洞
の

と
し
て
視
野
に
い
れ
て
お
い
て
よ
い
も

察
が
長
く
な
っ
た
が
、
次
に
一
一
五
番

と
持
つ
こ
と
難
き
法
」
に
つ
い
て
は

の
今
様

い
て
も
う
一
つ
、
視
野
に
入
れ
て
お
い

思
わ
れ
る
。
法
華
経
の
内
容
を
絵
画
化

や
今
様
に
歌
わ
れ
る
場
面
が
共
通
す
る

に
つ
い
て
は
、
釈
迦
の
阿
私
仙
人
給
仕

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
阿
私
仙

お
ぼ
し
き
紙
片
あ
る
い
は
巻
物
を
持
っ

を
言
つ
て
居
る
や

（
評
釈
）

び
を
リ
ズ
ミ
カ
ル

（
集
成
）

の
「

こ
と
」

（
新
全
集
）

た
も
ち

★
薪
と
り

☆
あ
ふ
も

住
ん
で
い
る
の
は

り
注
意
さ
れ
て
こ

語
が
今
様
の
中
に

の
と
考
え
ら
れ
る
。

歌
の
後
半
の
表
現

、
そ
の
繰
り
返
し

譲
り
し

の
末
の

が
あ
り
、
釈

い
た
だ

て
よ
い
の
は
、
法

し
た
法
華
経
変
相

こ
と
は
す
で
に
指

と
龍
女
成
仏
の
場

人
は
洞
の
中
に
座

て
い
る
姿
で
描
か

た
だ
し
、
評

過
去
世
の
釈

法
華
経
を
得

て
い
く
の
で

強
調
と
考
え

だ
今
様
に
、

が
た
き
の
り
を
書
き
読
む
む
く
い
に
は

提
婆
品

採
薪
及
菓

、
随
時
恭
敬
与

嶺
の
菓
を
も
と
め
て
ぞ
え
が
た
き
法
は

か
た
し
う
く
る
も
か
た
し
う
れ
し
く
も

菩
薩
の
頂
を

か
へ
す
が
へ
す
ぞ
か
い

世
の

う
し
ろ
め
た
な
く
覚
ゆ
れ
ば

教
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

嘱
累
品

き
を
返
す
返
す
ぞ
か
き
な
づ
る
得
が
た

功
徳
品

釈
の
「
洞
の
生
活
の
楽
し
さ
」
と
い
う

迦
は
、
仙
人
に
仕
え
る
、
む
し
ろ
苦
し

た
の
で
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
「
こ
と
」

、
い
か
に
得
る
こ
と
が
難
し
い
か
、
と

た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

水
す
み
清
き
鏡
な
り
け
る

（『
赤
染
衛
門
集
』）

聞
き
は
じ
め
け
る

（『
長
秋
詠
藻
』）

人
に
生
れ
て
法
を
き
く
ら

撫
で
し

得
が
た
き
御
法

（
一
四
七
）

き
法
の
う
し
ろ
め
た
さ
よ

（『
公
任
集
』）

四
六

の
は
、
や
や
無
理
が
あ
り
、

い
生
活
に
耐
え
て
や
っ
と
、

は
「
難
き
法
」
に
か
か
っ

い
う
法
華
経
の
得
難
さ
の

法
華
経
の
得
難
さ
を
詠
ん



提
婆
達
多

和
歌
集
』
巻
二
十
に

さ
れ
て
い
る
「
法
華

ぞ
得
し
」
で
あ
る
。

釈
迦
の
立
場
に
立

成
に
、
★
を
付
し
た

さ
れ
る
。
慈
円
は
今

現
に
触
発
さ
れ
た
も

つ
こ
と
難
き
法
」
を

首
は
釈
迦
の
立
場
に

そ
の
前
世
の
物
語
を

と
同
様
の
効
果
が
あ

あ
り
、
著
名
な
の
は

右
大
臣

あ
ひ
が
た
き
の

ん
和
歌
と
今
様
で
は

き
な
い
が
、
今
様
の

く
出
て
い
る
と
思
わ

ふ
も
か
た
し
う
く
る

む

の
今
様

、「
大
僧
正
行
基
、
よ
み
た
ま
ひ
け
る

経
を
わ
が
得
し
事
は
た
き
木
こ
り
菜
摘

っ
た
和
歌
で
、
今
様
と
近
い
時
代
の
も

も
の
が
あ
る
。
な
お
、
釈
迦
の
立
場
に

様
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
あ

の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
「
会
ふ

得
た
「
我
」
は
も
ち
ろ
ん
釈
迦
自
身
の

立
っ
て
お
り
、
今
様
を
歌
う
人
々
自
身

生
き
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
〇
番
歌
の

ろ
う
。
釈
教
歌
の
中
に
も
釈
迦
の
立
場

、
冒
頭
に
も
ふ
れ
た
法
華
讃
嘆
の
歌

家
の
百
首
、
釈
教

り
に
う
き
き
を
得
た
る
身
は
苦
し
き
海

音
数
の
自
由
度
が
全
く
異
な
る
の
で
、

反
復
は
耳
に
残
る
と
い
う
点
で
謡
物
と

れ
る
。
和
歌
の
中
で
は
☆
を
付
し
た

も
か
た
し
」
と
繰
り
返
し
の
表
現
を
用

」
の
詞
書
で
収
録

み
水
汲
み
仕
へ
て

の
と
し
て
は
、
俊

立
っ
た
今
様
と
し

か
っ
た
が
、

「
わ
れ
」
の
語

で
、
こ
の
釈

と
れ
よ
う
。

る
い
は
今
様
の
表

こ
と
聞
く
こ
と
持

こ
と
で
、
こ
の
一

は
釈
迦
と
な
っ
て

「
今
日
聞
け
ば
」

に
立
っ
た
詠
歌
が

で
あ
ろ
う
。『
拾
遺

か
わ
る
奇
跡

は
な
い
だ
ろ

る
『
梁
塵
秘

た
だ
し
、
提

氷
を
た

し
て
ぞ

と
あ
っ
て
、

に
な
に
か
し
づ
ま

（『
頼
輔
集
』）

一
概
に
比
較
は
で

し
て
の
性
格
が
よ

『
拾
玉
集
』
が
「
あ

い
て
お
り
、
注
意

釈
迦
の

人
は
み

が
あ
り
、
こ

こ
う
し
た
今

に
組
み
込
む

弦
を
奏
す
る

可
能
に
す
る

（『
拾
玉
集
』）

て
、『
梁
塵
秘一

一
五
番
歌
と
同
じ
く
、
釈
迦
自
身
の

は
含
ま
れ
な
い
が
、
こ
の
今
様
も
釈

迦
の
苦
労
を
自
分
の
身
に
重
ね
よ
う
と

ま
で
も
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
人

う
か
。
さ
す
が
に
、
釈
迦
の
自
称
と
し

抄
』
中
、
一
一
五
番
歌
と
一
四
五
番
歌

婆
品
の
今
様
に

た
き
て
水
掬
び

霜
を
は
ら
ひ
て
薪
と

一
乗
妙
法
聞
き
そ
め
し
（
一
一
二
）

こ
れ
に
は
提
婆
達
多
が
出
て
こ
な
い
の

誓
ひ
は
頼
も
し
き

わ
れ
ら
が
滅
後
に

な

仏
に
成
る
こ
と
難
か
ら
ず
（
一
四

の
「
わ
れ
ら
」
は
、「
わ
れ
」
と
同
じ

様
を
歌
う
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
人

こ
と
に
な
る
。
歌
を
歌
う
行
為
は
、
た

と
い
っ
た
行
為
よ
り
い
っ
そ
う
ダ
イ
レ

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
詞

抄
』
に
は
も
う
一
首

四
七

告
白
の
体
を
と
っ
て
い
る
。

迦
の
立
場
に
立
っ
た
も
の

す
る
今
様
の
志
向
が
み
て

（
以
下
次
号
）

々
に
は
感
じ
ら
れ
た
の
で

て
の
「
わ
れ
」
は
現
存
す

に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

り

千
歳
の
春
秋
を
す
ぐ

で
、
冒
頭
に
は
掲
出
し
な

法
華
経
を

常
に
持
た
む

五
）

で
釈
迦
の
自
称
で
あ
る
。

々
は
自
ら
を
釈
迦
の
物
語

と
え
ば
和
歌
を
詠
み
、
管

ク
ト
に
神
仏
と
の
交
感
を

章
に
よ
っ
て
神
仏
に
成
り



る
の
は
す
べ
て
本

本
稿
で
用
い
る

考
『
梁
塵
秘

評
釈
『
梁
塵

大
系

日
本

岩
波
書
店

集
成

新
潮

九
年

新
大
系

新

粛
で
あ
つ
て
、
遊

方
便
と
は
云
へ
、

三
三
年
）
と
述
べ

岩
本
裕
『
仏
教

展
開

第
二
章

岩
波
文
庫
『
法

岩
本
裕
『
日
本

櫻
岡
寛
『
古
典

（
岩
波
出
版
サ
ー
ビ

提
婆
達
多

注

新
編
日
本
古
典

館

二
〇
〇
〇
年

る
。古

く
は
澄
憲
が

今
様
を
「
雑
穢
之

関
係
を
説
く
際
、

で
あ
つ
て
、
其
の

論
で
あ
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』
注
釈
書
の
略
号
は
以
下
の
通

抄
考
』
小
西
甚
一

三
省
堂

一
九
四
一

秘
抄
評
釈
』
荒
井
源
司

甲
陽
書
房

一

古
典
文
学
大
系
『
和
漢
朗
詠
集

梁
塵
秘

一
九
六
五
年

日
本
古
典
集
成
『
梁
塵
秘
抄
』
榎
克
朗
校
注

日
本
古
典
文
学
大
系
『
梁
塵
秘
抄

閑
吟
集

女
等
の
間
に
行
は
れ
て
居
る
歌
詞
を
取
り
入

有
り
難
い
事
で
あ
る
と
思
ふ
」（『
和
讃
史
概

る
。

説
話
の
源
流
と
展
開

仏
教
説
話
研
究

第

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
反
逆
（
開
明
書
院

一

華
経

中
』（
一
九
六
四
年
）
に
よ
る
。

仏
教
語
辞
典
』
提
婆
品
の
項
。
注

論
文
に

文
学
に
お
け
る
天
台
法
門
の
影
響
研
究
』
第

ス
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
一
年
）。
以
下
、
櫻

の
今
様

文
学
全
集
『
神
楽
歌

催
馬
楽

梁
塵
秘

）
に
よ
る
。『
梁
塵
秘
抄
』
今
様
の
引
用
は

、
後
白
河
院
の
今
様
の
師
・
乙
前
の
一
周
忌

曲
調
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
多
屋
頼
俊
は

「（
和
讃
は
）
仏
を
礼
讃
し
、
教
法
を
宣
布
し

内
容
は
固
よ
り
経
典
に
根
拠
を
有
し
、
そ
の

り
。

年九
五
九
年

抄
』
志
田
延
義
校
注

新
潮
社

一
九
七

狂
言
歌
謡
』
武
石

新
編
国

新
編
日

日
本
古

新
日
本

日
本
古

海
野
泰

に
よ
る
。

注

書

仙
人
の

れ
る
事
は
、
如
何
に

説
』
法
蔵
館

一
九

二
巻
』
仏
教
説
話
の

九
七
八
年
）
に
よ
る
。

詳
述
さ
れ
る
。

一
部
第
二
章
第
三
項

岡
論
と
し
て
引
用
す

注

書

真
福
寺

る
。『
花

永
井
義

に
よ
る
。

橋
本
章

丁
表
）
翻

年
）
に
よ

貴
重
古

抄

閑
吟
集
』（
小
学

、
以
下
、
同
書
に
よ

追
善
表
白
に
お
い
て
、

和
讃
と
今
様
の
先
後

、
救
済
を
願
ふ
も
の

製
作
態
度
は
最
も
厳

彰
新
編吟

全
注

新
日
本

る
。新

日
本

九
〇
年
）

歌
大
観
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。
和

本
古
典
文
学
全
集
『
平
家
物
語

』（
小
学

典
文
学
大
系
『
義
経
記
』（
岩
波
書
店

一

古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』（
岩
波
書
店

典
文
学
大
系
『
御
伽
草
子
』（
岩
波
書
店

男
『
今
鏡
全
釈
』（
上
下
合
本
復
刻
版

パ

に
よ
る
。

住
処
と
し
て
の
洞
は
漢
詩
に
も
見
え
、
例
え

に
よ
る
。

善
本
叢
刊
二
『
法
華
経
古
注
釈
集
』（
臨
川

文
集
』
の
引
用
は
、
以
下
、
同
書
に
よ
る
。

憲
・
清
水
宥
聖
『
安
居
院
唱
導
集

上
巻
』

彦
・
菊
池
政
和
「
曼
殊
院
蔵
『
草
案
集
』「

刻
と
註
釈
」（『
唱
導
文
学
研
究

第
二
集

る
。『
草
案
集
』
の
引
用
は
以
下
、
同
書
に

典
籍
刊
行
会
『
草
案
集
』（
一
九
五
八
年
）

夫
校
注

岩
波
書
店

一
九
九
三
年

全
集

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
神
楽
歌

集
』
小
学
館

二
〇
〇
〇
年

釈
『
梁
塵
秘
抄
全
注
釈
』
上
田
設
夫

新

古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語

三
』（
岩
波

古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語

古
本

に
よ
る
。

歌
の
引
用
は
以
下
同
じ
。

館

一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

九
五
九
年
）
に
よ
る
。

一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

一
九
五
八
年
）
に
よ
る
。

ル
ト
ス
社

一
九
九
六
年
）

ば
『
和
漢
朗
詠
集
』
仙
家
所

書
店

二
〇
〇
〇
年
）
に
よ

（
角
川
書
店

一
九
七
二
年
）

第
五
巻
」（
十
二
丁
裏

十
六

』
三
弥
井
書
店

一
九
九
九

よ
る
。

解
説
に
よ
る
。

四
八催

馬
楽

梁
塵
秘
抄

閑

典
社

二
〇
〇
一
年

書
店

一
九
九
五
年
）
に
よ

説
話
集
』（
岩
波
書
店

一
九



提
婆
達
多

代
）、
国
宝
・
紺
紙

図
版
は
倉
田
文
作

一
年
）、『
厳
島
神

『
拾
玉
集
』
に
は

か
ら
な
る
今
様
が

ひ
路
も

雪
降
り

て
水
を
く
み

霜

聞
き
初
め
し
」
と

提
婆
品
の
今
様
一

薇
を
採
れ
ば
雲
厭

用
は
、
新
編
日
本

よ
る
。

以
上
、『
今
昔

三
』（
岩
波
書
店

宮
次
男
「
法
華

年
）
に
よ
る
。

重
要
文
化
財
・

代
）、
重
要
文
化
財

来

平
安
時
代
）、

収
、
温
庭

の
詩

の
今
様

金
字
法
華
経
巻
五
見
返
絵
（
厳
島
神
社

・
田
村
芳
朗
監
修
『
法
華
経
の
美
術
』（
佼

社
国
宝
展
』（
奈
良
国
立
博
物
館

二
〇
〇

花
・
郭
公
・
月
・
雪
と
題
さ
れ
た
七
（
八

載
る
。
ま
た
五
巻
本
の
み
に
見
え
る
一
首

つ
み
て

路
も
な
し

も
り
こ
し
水
の
音
も

を
は
ら
ひ
て
薪
採
り

千
と
せ
の
春
秋
す
ぎ

あ
り
、「
氷
を
た
た
き
て
」
以
下
は
、
本
稿

一
二
番
歌
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

は
ず

洞
の
中
に
樹
を
栽
う
れ
ば
鶴
先
づ

古
典
文
学
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』（
小
学
館

物
語
集
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学

一
九
九
三
年
）
に
よ
る
。

経
の
絵
と
今
様
の
歌
」（『
佛
教

術
』
一

紙
本
墨
書
法
華
経
巻
五
見
返
絵
（
個
人
蔵
・

・
紺
紙
金
字
法
華
経
巻
五
見
返
絵
（
個
人

国
宝
・
仏
功
徳
蒔
絵
経
箱
蓋
側
面
（
藤
田

の
一
節
に
「
山
底
採
薇
雲
不
厭

洞
中
栽
樹

平
安
時
代
）
な
ど
。

成
出
版
社

一
九
八

五
年
）
で
確
認
し
た
。

）
音
・
五
音
の
四
句

に
、「
谷
の
小
川
も
通

せ
ず

氷
を
た
た
き

し
て
ぞ

一
乗
妙
法

で
問
題
と
し
て
い
る

知
る
）」
と
あ
る
（
引

一
九
九
九
年
）
に

大
系
『
今
昔
物
語
集

三
二
号

一
九
八
〇

伝
来
不
詳

平
安
時

蔵
・
平
泉
中
尊
寺
伝

美
術
館
蔵

平
安
時

鶴
先
知
（
山
の
底
に

四
九


