
『拾
玉
集
』
に
お

け

る
叡

山
仏
教

渡

邊

守

順

序

『拾
玉
集
』
は
、
流
布
本
の

『
六
家
集
本
拾
玉
集
』
に
よ
る
と
、
京

都
の
青
蓮
院
門
跡
で
、
天
台
座
主
で
も
あ
っ
た
尊
円
法
親
王
が
ま
と
め

(1
)

た
も
の
で
、
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
貞
和
二
年

(
一
三
四
六
)
の
成
立
で

あ
る
。
慈
円
の
寂
後

一
二
〇
年
目
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
六
家
集
と
は
、

俊
成

・
良
経

・
定
家

・
家
隆

・
西
行

・
慈
円
の
六
人
の
歌
集
を
い
う
。

(
2
)

『
後
鳥

羽
院
御
口
伝
』
に
慈
円
は

「
西
行
が
ふ
り
な

り
」

と

あ

り
、

(3
)

『
為
兼
郷
和
歌
抄
』
に
も
、

「
先
達

の
よ
ま
ぬ
詞
を
も
は
父
か
る
所
な

く
よ
め
る
事
は
、
入
道
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成

・
京
極
入
道
中
納
言

・
西

行
、
慈
鎮
和
尚
な
ど
ま
で
殊
に
お
ほ
し
」

と
あ
り
、

慈
円

(慈
鎮
)
は

一
、流
の
歌
人
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。

『
拾
玉
集
』
に
は
、
流
布
本
と
少

し
内
容

の
違
う

『
異
本
拾
玉
集
』
が
あ
り
、
そ
の
初

巻

奥

書

に

「嘉

(観
か
)
応
三
年

(
一
三
五
〇
)」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
飛
鳥
井
雅
章
書
写

の

『
拾
玉
集
』
も
あ
る
。

本
稿
は
校
注
国
歌
大
系
本
の

『
拾
玉
集
』
を
中
心
に
考
察
す
る
。
こ

の
集
は
、
慈
円

の
生
涯
に
わ
た
る
和
歌
の
集
大
成
で
あ
る
か
ら
、
所
収

の
約
四
千
五
首

の
す
べ
て
の
作
品
が
叡
山
に
深

い
関
係
が
あ
る
。
そ
こ

で
、 
『拾
玉
集
』

の
叡
山
仏
教
を
論
ず
る
と
き
、
そ
の
す
べ
て
の
作
品

を
対
象
に
し
て
も
よ
い
が
、

比
叡
山

・
天
台
教
学
な
ど
が
具
体
的
に
詠

み
こ
ま
れ
た
四
百
首
余
を
と
り
あ
げ
、
慈
円
の
叡
山
天
台
和
歌
の
特
色

を
探

っ
て
み
た
い
。
多
賀
宗
隼
氏
の
研
究
に
よ

れ

ぽ
、
『
拾
玉
集
』
と

そ
の
他
の
和
歌
を
数
え
る
と
約
六
千
首
あ
る
と

い
う
。
そ
れ
ら
は
当
時

の
歌
壇
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
日
本
和
歌
史
上
、
輝
く
釈
教
和

歌
を
多
く
残
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、

比
叡
山

・
天
台
教
学
を
主
題
と
し
て

い
る
。
そ
れ
は
日
本
文
化
史
上
、

い
か
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

慈
円
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
多
賀
宗
隼
氏
や
間
中
富
士
子
氏

の
研
究

が
あ
る
。
間
中
氏
は

『拾
玉
集
』
に

「百
首
詠
」
の
あ
る
こ
と
に
注
目

(4
)

さ
れ
、

全

作

品

を

次

の
よ

う

に

分
類

さ

れ

た
。

内
的
事
象

の
歌

(
庵
室
生
活

・
述
懐

・
無
常

・
厭
離

・
釈
教

・
神
祇

・
懐
郷

・
旅

・
恋

・
祝
)

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
八
巻
第

一
號

卒
成
元
年
十
二
月
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『拾
玉
集
』
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(渡

邊
)

外
的
事
象
の
歌

(月
・
雪
・
花
・
鐘
・
竹
・
四
季
・
草
花
・
動
物
)

贈
谷
歌

(後
鳥
羽
院
・
後
京
極
良
経
・
九
条
兼
実
・
藤
原
俊
成
・
藤
原
定
家

寂
蓮
法
師
・
静
賢
法
師
・
源
頼
朝
)

こ
の
分
類
も
そ
れ
な
り
に
慈
円
の
教
養

の
広
さ
を
示
し
て
い
る
が
、

天
台
高
僧
の
生
涯
を
詠
ん
だ
和
歌

の
分
類
と
し
て
は
、
内

容

の
上

か

ら
、
釈
教
歌
を
比
叡
山

(地
方
の
天
台
寺
院
も
含
む
)
・
法
華
経
・
台
密
・

摩
詞
止
観
・
大
乗
菩
薩
戒
・

天
台
浄
土
教
・
神
仏
習
合
に

分

け

る

の

が
、
慈
円
和
歌
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
自
然

詠
に
関
し
て
は
本
稿
で
は
扱
わ
ず
に
省
略
し
た
。

一

ま
ず
、

『
拾
玉
集
』
に
登
場
す
る
比
叡
山
と
天
台
地
方
寺
院
を
詠
ん

だ
和
歌
を
例
示
す
る
。

(
5
)

世
の
中
に
山
て
ふ
山
は
多
か
れ
ど
山
と
は
比
叡
の
御
山
を
ぞ
い
ふ

右
は
慈
円
の
代
表
的
作
品
で
、
も

っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
に
か
く
に
身
に
し
む
も
の
は
神
垣
や
比
叡
の
山
風
水
の
川
波

其
の
な
か
に
頼
む
心
の
深
き
か
な
南
の
山
の
月
の
明
王

「
南

の
山
」
と
は
比
叡
山
の
無
動
寺
の
こ
と
で
、
詞
書
に

「千
日
の

山
ご
も
り
」
と
あ
り
、
仁
平
三
年

(
一
一
五
三
)
に
師

の
覚
快
法
親
王
が

検
校
に
な

っ
た
と
き
、
慈
円
が
無
動
寺

の
千
日
入
堂

の
修
行
を
行

っ
た

の
で
、
そ
の
頃
詠
ま
れ
た
和
歌
が
多
い
。

 

比
叡
の
山
雪
の
窓
打
つ
物
や
な
に
見
残
す
法
も
嵐
な
り
け
り

比
叡
の
山
は
冬
こ
そ
い
と
ど
寂
し
け
れ
雪
の
色
な
る
鷺
の
杜
よ
り

文
治
五
年
九
月
寂
蓮
入
道
の
許
へ
無
動
寺
よ
り
遣
は
す
な
り

思
ひ
知
り
て
思
ひ
お
こ
す
る
人
も
が
な
み
山
の
秋
に
返
る
心
を

慈
円
の
千
日
修
行
は
嵐
を
冒
し
雪
を
凌
い
で
の
精
進
だ
っ
た
が
、
そ

の
難
行
苦
行
に
挑
戦
し
た
と
き
、
叡
山
で
は
学
生
と
堂
衆
と
の
紛
争
と

乱
闘
が
起

っ
た
。

法
の
水
の
浅
く
成
り
行
く
末
の
世
を
思
へ
ば
悲
し
比
叡
の
山
寺

大
嶽
の
峯
さ
わ
が
し
く
吹
く
風
を
し
づ
め
ず
ば
い
さ
法
の
灯
火

し
の
ぶ
ぺ
き
人
も
あ
ら
し
の
山
寺
に
は
か
な
く
と
ま
る
我
心
か
な

叡
山
仏
教
史
に
特
筆
さ
れ
る
僧
兵
の
争
乱

の
な
か
で
、
修
行

に
励
む

慈
円
の
心
境
は
じ

つ
に
多
く
の
和
歌
と
な
っ
た
。

比
叡
の
山
い
つ
よ
り
風
の
凍
り
け
む
都
は
今
朝
ぞ
初
雪
の
空

立
つ
杣
や
月
の
雪
居
に
宿
し
む
る
心
を
磨
く
峯
の
秋
風

慈
円
は
叡
山
仏
教
の
危
機
を
救
う
た
め
に
、
建
久
三
年

(
一
一
九
二
)

に
座
主
に
就
任
し
、

さ
ら
に
、

二
度
目
の
座
主
に
建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)
に
任
じ
、
三
度
目
は
建
暦
二
年

(
一
二
一
二
)
に
就
任
し
た
。

逢
ひ
難
き
中
に
近
江
の
山
高
み
三
度
来
に
け
る
身
を
如
何
せ
ん

慈
円
の
比
叡
山
の
歌
は
単
な
る
庵
室
生
活
を
詠
ん
だ
も

の
で
な
く
、

仏
教
の
衰
退
を
慨
き
、
仏
法
の
興
隆
を
願
う
も

の
で
あ

っ
た
。

地
方
の
天
台
寺
院
と
か
か
わ
る
作
品
も
多
い
。
西
山
隠

棲

に
関

し

て
、

「
承
元
二
年

(
一
二
〇
八
)
西
山
前
な
る
紅
葉
す
る
を
見
て
」
と
い

う
和
歌
が
あ
る
。
西
山
と
は
善
峯
寺

の
こ
と
で
、
同
寺
に
は
慈
円
の
入
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寺
し
た
こ
と
を
伝
え
、
慈
鎮
和
尚
墓
が
あ
る
。

 

は
る
雨
に
わ
か
か
え
て
と
て
見
し
物
を
今
は
時
雨
に
色
か
は
り
ゆ
く

西
山
に
住
侍
け
る
頃
む
し
を
き
瓦
て

草
ふ
か
き
宿
の
あ
る
じ
と
諸
共
に
浮
世
を
佗
ぶ
る
虫
の
声
哉

つ
ぎ
に
四
天
王
寺
別
当
時
代

の
歌
も
多
い
。
承
久
元
年
(
一
二
一
九
)

に
は
四
天
王
寺
に
百
首
和
歌
を
献
じ
て
い
る
。

難
波
津
に
今
は
は
る
へ
と
な
が
む
れ
ば
に
し
に
ひ
ら
け
て
さ
く
や
こ
の
花

難
波
津
に
人
の
ね
が
ひ
を
み
つ
し
ほ
は
に
し
を
さ
し
て
ぞ
契
を
き
け
る

身
を
分
け
て
鶴
の
林
を
出
で
し
よ
り
亀
井
に
映
る
有
明
の
月

亀
井

は
四
天
王
寺
境
内
に
現
存
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
慈
円
の
比
叡

山
や
天
台
寺
院
の
風
景
詠
は
慈
円
の
生
涯
の
足
ど
り
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。

二

と
こ
ろ
で
、
慈
円
和
歌

の
本
質
は
天
台
教
学
を
テ
ー
マ
と
す
る
和
歌

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
全
体
像
を
、
円
密
禅
戒
念
に
分
け
て
述
べ

る
。

(6)

(
1
)
法華
円
教

法
華
経
に
関
す
る
和
歌
と
し
て
は
、
ず
ぽ
り
法
華

経
の
各
品
を
詞
書
と
し
た
和
歌
が
あ
る
。
そ
の
一
部
を
例
示
し
よ
う
。

序
品

九
首
の
う
ち

「如
是
我
聞
」

我
聞
く
と
伝
ふ
る
人
の
微
か
り
せ
ば
争
て
仏
の
法
を
知
ら
ま
し

仏
に
は
終
に
成
る
べ
き
身
に
し
あ
れ
ば
法
の
花
を
も
我
聞
く
と
し
て

方
便
品

十
五
首
の
う
ち

「諸
法
実
相
」

津
の
国
の
難
波
の
こ
と
も
誠
と
は
便
り
の
門
の
道
よ
り
ぞ
知
る

讐
喩
品

六
首
の
う
ち

「
猶如
火
宅
」

年
古
り
て
朽
ち
行
く
宿
に
燃
ゆ
る
火
は
悟
ら
ぬ
程
の
栖
な
り
け
り

信
解
品

十
首

薬
草
喩
品

四
首

授
記
品

二
首

化
城
喩
品

六
首

五
百
弟
子
記

三
首
の
う
ち

「法
華
最
第

一
」

思
ひ
き
や
八
百
万
世
の
法
の
中
に
勝
れ
て
匂
ふ
花
を
見
む
と
は

宝
塔
品

八
首

提
婆
品

六
首
の
う
ち

「龍
女
成
仏
」

玉
故
に
出
で
ぬ
と
見
え
し
海
の
目
や
が
て
南
に
さ
し
昇
る
か
な

勧
学
品

三
首

安
楽
行
品

五
首

涌
出
品

四
首

寿
量
品

八
首
の
う
ち

「得
入
無
上
道
」

み
山
路
や
惑
ひ
惑
は
ず
行
き
行
か
ず
思
ひ
知
る
こ
そ
知
る
べ
な
り
け
れ

分
別
功
徳
品

二
首

随
喜
功
徳
品

一
首

法
師
功
徳
品

五
首

不
軽
品

二
首

神
力
品

三
首

嘱
累
品

三
首

薬
王
品

十
一
首

妙
音
品

二
首

観
音
品

七
首
の
う
ち

「便
得
離
欲
」

根
に
生
ふ
る
罪
と
聞
き
し
も
君
が
為
離
る
と
す
る
も
嬉
し
か
り
け
り

陀
羅
尼
品

四
首

厳
王
品

三
首

勧
発
品

六
首

以
上

一
三
八
首
の
法
華
経
を
詠
ん
だ
和
歌
が
あ
り
、
慈
円
の
理
解
度

と
そ
の
表
現

の
作
品
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
が
、

と
に
か
く
、
深

『
拾
玉
集
』
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(
渡

邊
)
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『
拾
玉
集
』
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(渡

邊
)

遠
な
教
義

を
や
さ
し
い
文
学
に
昇
華
さ
せ
た
点
は
賞
讃
し
て
よ
い
。

(
2
)
台密

慈
円
は
十
三
歳
で
出
家
し
、
ま
ず
、
密
教
を
学
び
、
三

部
の
大
法
を
受
け
、
護
摩
の
行
法
を
修
し
て
い
る
の
で
、
密
教
和
歌
が

あ
る
。金

剛
部

頼
も
し
な
浮
世
の
中
の
や
ぶ
れ
屋
に
独
り
砕
け
ぬ
法
の
里
人

鵜
磨
部

密
の
矢
を
高
間
の
了
に
差
し
あ
げ
て
顕
密
の
的
に
引
き
外
し
つ
る

護
摩
の
火
の
灰
な
き
灰
に
種
蒔
き
つ
る
種
は
薄
き
も
の
か
は

慈
円
の
全
和
歌
か
ら
す
る
と
多
く
は
な
い
が
、
関
心
の
深
さ
を
示
し

て
い
る
。

(
3
)
止観

天
台
宗
の
年
分
度
者
は
止
観
業
と
遮
那
業
に
各

一
人
宛

で
あ

っ
た
。
慈
円
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
止
観
を
修
し
た
。
そ
の
一
例

を
示
そ
う
。

目
を
閉
じ
て
息
を
数
ふ
る
心
に
は
御
法
ば
か
り
の
残
る
な
り
け
り

密
教
の
和
歌
よ
り
、
止
観
を
詠
ん
だ
歌
は
さ
ら
に
少
な
い
。

(
4
)
大乗
戒

無
動
寺
の
千
日
入
堂
な
ど
の
修
行
に
お
い
て
、
花
を

供
え
、
閑
伽

(清
水
)
を
汲
ん
で
、
持
戒
と
精
進
の
あ
け
く
れ
で
あ

っ

た
。三

年
ま
で
み
の
り
の
花
を
さ
さ
げ
つ
つ
九
品
を
も
願
ひ
つ
る
か
な

い
つ
と
な
く
動
か
ぬ
君
に
つ
か
へ
て
も
心
は
よ
も
に
あ
く
が
れ
に
け
り

こ
の
歌
で

「
君
」
と
い
う
は
無
動
寺

の
不
動
明
王
の
こ
と
で
、
五
欲

の
境
に
遊
び
、
制
し
難
い
心
境
を
告
白
し
た
も

の
で
あ
る
。

(
5
)
天台
浄
土
教

慈
覚
大
師
が
五
台
山
の
念
仏
三
昧
法
を
叡
山
に

導
入
し
て
、
不
断
念
仏
を
伝
え
て
か
ら
、
恵
心
僧
都
の

『往
生
要
集
』

が
ま
と
め
ら
れ
、

一
心
三
観
の
観
行
と
阿
弥
陀
念
仏
が

一
体
と
な
り
、

叡
山
浄
土
教
が
発
展
し
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
て
慈
円
の
念
仏
和
歌
が

数
多
く
詠
ま
れ
た
。

と
こ
と
は
に
思
ふ
こ
と
こ
そ
尽
ぎ
も
せ
ぬ
欣
求
浄
土
と
厭
離
稼
土
と
を

立
つ
杣
や
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
引
く
は
西
に
誘
ふ
秋
の
夜
の
月

弥
陀
四
十
八
願

眺
め
か
は
す
四
方
の
浄
土
の
光
か
な
我
が
極
楽
の
望
月
の
空

こ
の
ほ
か
巻
五
の
践
文
に

「
恵
心
院
の
源
信
僧
都
も
こ
れ
を
と
り
な

し
」
と
あ
る
ご
と
く
、
阿
弥
陀
信
仰
の
和
歌
は
法
華
経
歌
に
つ
い
で
多

い
。(

6
)
神祇

叡
山
の
天
台
の
思
考
の
中
で
、
特
記
す
べ
き
も

の
に
、

(7
)

本
地
垂
跡

・
神
仏
習
合
が
あ
る
。
日
吉
百
首
は
法
華
経
百
首

と

と

も

に
、
慈
円
の
和
歌
を
論
ず
る
と
き
、

無
視
で
き

な
い
存
在
で
あ
る
。

我
が
頼
む
日
吉
の
影
は
奥
山
の
柴
の
戸
ま
で
も
さ
さ
ざ
ら
め
や
は

お
し
な
べ
て
日
吉
の
影
は
曇
ら
ぬ
に
涙
あ
や
し
き
昨
日
今
日
か
な

日
吉
の
や
杉
の
印
と
更
に
言
は
ず
折
あ
は
れ
な
る
住
吉
の
松

今
こ
そ
は
思
ひ
合
は
す
れ
日
吉
の
や
杉
の
し
る
し
も
住
吉
の
夢

人
毎

に
得
て
嬉
し
き

は
法

の
花
御
代

の
仏

の
宿

の
も

の
と

て

(

印

は

「
ひ

え
の
み
や
」
を
示
す
。
)
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「
住
吉
」
は
大
阪
四
天
王
寺
に
住
し
た
慈
円
な
の
で
住
吉
大
社
の
こ

と
で
あ
る
。
神
仏
習
合
こ
そ
日
本
で
天
台

(外
来
文
化
)
が
発
展
し
、
そ

う
す
れ
ば
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
と
い
う
思
考
で
、
神
祇
歌
が
多

く
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

 

こ
の
ほ
か
、
天
台
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
和
歌
を
あ
げ
る
と
、

ほ

と
ん
ど
仏
教
讃
歌
で
あ
る
。

 

浅
き
こ
と
摩
詞
退
く
こ
こ
ろ
ぞ
起
り
ぬ
る
真
俗

一
諦
末
の
世
の
為

皆
巳
成
仏
道

法
の
花
散
り
に
し
人
は
さ
ら
ず
と
も
今
は
仏
の
身
と
そ
成
る
ら
む

結

『
拾
玉
集
』
と
そ
の
他
に
残
さ
れ
た
慈
円
の
和
歌
が
約
六
千
首
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
だ
け
で
も
日
本
文
化
史
上
の
慈
円
の
評
価
は
す
ば
ら
し

い
が
、
 
『
新
古
今
和
歌
集
』

に
お
い
て
は
入
選
歌
第

一
位
が
西
行
で
九

十
四
首
、

そ
し
て
、
第
二
位
は
慈
円
で
九
十

一
首
で
あ
る
。
い
か
に
慈

円
が
当
時

の
歌
壇
で
重
鎮
だ

っ
た
か
を
物
語

っ
て
い
る
。

そ
の
六
千
首
の
う
ち
で
、

『
拾
玉
集
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品

の
な
か

か
ら
、
比
叡
山

・
天
台
寺
院

・
天
台
教
学
を
直
接
的
に
詠
ん
だ
も

の
を

整
理
す
る
と
、
比
叡
山
の
風
景
が
も

っ
と
も
多

い
。
つ
ぎ
が
、
法
華
経

歌
で
あ
り
、
神
祇
歌

・
浄
土
教
歌
と
続
い
て
い
る
。

 
先
学
の
多
く
は
教
義
と
和
歌
を
論
じ
て
、
文
学
を
軽
視
し
狂
言
綺
語

と
称
し
、
経
論
よ
り
和
歌
を

一
段
低
く
見
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
和
歌
を

真
言
陀
羅
尼
の
日
本
版
と
し
て
反
論
し
た
も
の
も
あ
る
が
、

こ
う
し
た

立
場
か
ら
慈
円
和
歌
を
見
る
と
き
、
難
し
い
天
台
教
学
を
和
歌
に
表
現

し
た
才
能
の
優
秀
さ
を
指
摘
し
た
い
。
単
に
、
花
鳥
風
月
を
詠
む
月
並

和
歌
で
な
く
、
叡
山
仏
教
を
和
歌
に
托
し
て
、
当
時

の
教
養
人
に
関
心

を
深
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
功
績
は
大
で
あ

っ
た
。

 
仏
教
哲
学
を
ベ
ー
ス
に
し
た
慈
円
の
和
歌
は

『拾
玉
集
』
で
見
る
限

り
は
、 
「皆
巳
成
仏
道
」
の
和
歌
の
ご
と
く
、

万
人
が
成
仏
で
き
る
と

い
う
近
代
思
想
を
高
ら
か
に
詠
ん
だ
。
貴
族
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
人

間
は
す
べ
て
平
等
と
訴
え
る

「
龍
女
成
仏
」

の
和
歌
も
詠
ん
だ
。
さ
ら

に
、
浄
土
教
弥
陀
信
仰
を
テ
ー
マ
に
し
た
和
歌

は
鎌
倉
時
代
を
先
取
り

し
た
も
の
だ
が
、
青
蓮
院
門
跡
と
天
台
座
主
を
兼
任
し
た
慈
円
が
和
歌

を
通
じ
て
天
台
信
仰
人
口
の
増
加
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

 
つ
ぎ
に
、
神
紙
和
歌
が
群
を
抜

い
て
多
い
の
は
、
日
本
で
は
仏
教
も

神
道
も
対
立
せ
ず
に
融
和
し
て
、
宗
教

の
使
命

を
果
す
べ
き
だ
と
い
う

国
民
思
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
慈
円
和
歌
は
慈
円
の
生
涯
を
み
ご
と
に
描
い
た
も

の
で
、
和
歌
に
表

現
さ
れ
た
生
涯
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
た
め
に
、
慈
円
の
仏
教
観

の
変

遷
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
道
歌
の
よ
う
に
、
文
芸
性
の
劣
る

作
品
で
な
く
、
和
歌
の
レ
ベ
ル
を
保
ち
な
が
ら
、
し
か
も
、
仏
教
、

と

く
に
天
台
仏
教
を
巧
み
に
詠
ん
で
い
る
。

 
結
論
的
に
い
え
ば
、
貴
族
出
身
の
天
台
高
僧

だ
か
ら
、
慈
円
和
歌
が

当
時

の
歌
壇
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
な
く
、

慈
円
が
、
ま
ず
、
和
歌

『
拾
玉
集
』
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(渡

邊
)
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『拾
玉
集
』
に
お
け
る
叡
山
仏
教

(渡

邊
)

を
作
る
実
力
を
持

っ
て
鎌
倉
歌
壇

に
君
臨
し
た
上
で
、
叡
山
仏
教
を
日

本
文
化
史
に
輝
く
、
す
ぼ
ら
し
い
文
化
遺
産

『拾
玉
集
』
と
し
て
、
後

世
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。

1
 
校
註
国
歌
大
系
第
十
巻

『御
集
全

六
家
集
上
』
九
八
七
頁

2
 
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

『歌
論
集

能
楽
論
集
』
の

「後
鳥
羽
院
御

口
伝
」

一
四
六
頁

3
 
同
上
の

「為
兼
郷
和
歌
抄
」

一
五
八
頁

4
 
間
中
富
士
子
著

『慈
鎮
和
尚
乃
研
究
』
九
八
頁

5
 
本
文
中
引
用
の
和
歌
は
す
べ
て
、
校
註
国
歌
大
系
第
十
巻

『御
集
全

六
家
集
上
』
の

「拾
玉
集
」
に
よ
る
。

6
 
拙
稿

「中
世
和
歌
集
に
お
け
る
叡
山
仏
教
」

(印
度
学
仏
教
学
研
究
二

八
-
一
)
参
照

7
 
間
中
富
士
子
著

『慈
鎮
和
尚
乃
研
究
』

一
五
六
頁

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

比
叡
山
、
天
台
宗
、
仏
教
文
学

(四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
教
授
)
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