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こ
の
道
歌
は
一
休
禅
師
の
作
と
伝
え
ら
れ
、
二
〜
三

種
類
よ
く
似
た
歌
が
流
布
し
て
い
ま
す
が
、
言
わ
ん
と

す
る
こ
と
は
皆
同
じ
で
す
。

　
極
楽
は
遙
か
彼
方
の
西
方
浄
土
や
東
方
浄
土
だ
け
で

な
く
、
我
が
身
に
こ
そ
あ
る
の
だ
、
と
東
西
南
北
を
も

じ
っ
て
説
い
て
い
ま
す
。
今
月
は
お
彼
岸
も
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
先
祖
の
供
養
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
に
自
ら

の
心
を
調
え
ま
し
ょ
う
。

　
　
本
堂
屋
根
裏
の
報
告

　
合
計
で
二
ヶ
月
近
く
屋
根
裏
や
裏
庭
に
罠

を
仕
掛
け
て
様
子
を
見
ま
し
た
が
、
何
も
捕

獲
さ
れ
ず
、
そ
の
後
は
天
井
裏
に
動
物
の
気

配
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
、
先
月
末
に
出
入

り
口
と
思
わ
れ
る
大
き
な
隙
間
二
カ
所
を
含

む
、
本
堂
の
妻
側
四
隅
を
板
や
セ
メ
ン
ト
で

塞
ぐ
と
共
に
、
屋
根
裏
に
あ
っ
た
動
物
の
汚

物
を
清
掃
し
、
屋
根
裏
全
体
を
噴
霧
消
毒
し

て
貰
い
ま
し
た
。
回
収

し
た
汚
物
は
バ
ケ
ツ
三

杯
も
あ
り
、
長
期
間
に

わ
た
っ
て
動
物
が
出
入

り
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
お
か
げ
さ
ま
で
ス
ッ

キ
リ
し
ま
し
た
。
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
寺
の
掲
示
板



　　
前
回
、
最
初
期
の
仏
伝
は
お
釈
迦
様
が
菩

提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
い
た
時
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
実
は
仏
伝
に
依

っ
て
お
釈
迦
さ
ま
の
悟
り
の
内
容
が
異
な
り

ま
す
。
最
も
一
般
的
な
仏
伝
で
は
無
明
か
ら

始
ま
り
老
死
で
終
わ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
十
二

支
縁
起
」
と
言
わ
れ
る
も
の
を
悟
っ
た
と
説

か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
異
な
る
内

容
を
説
く
も
の
が
幾
つ
も
存
在
し
ま
す
。

　
そ
の
理
由
は
、
悟
り
と
い
う
の
は
心
の
状

態
で
す
か
ら
、「
心
を
言
葉
で
、
そ
れ
も
ひ

と
言
で
説
明
す
る
こ
と
な
ど
は
絶
対
出
来
な

い
」
と
佐
々
木
先
生
は
仰
っ
て
い
ま
す
。
で

は
悟
り
の
内
容
は
説
明
出
来
な
い
の
か
？
と

い
う
と
、
そ
れ
は
そ
う
で
も
な
く
て
、「
多

面
的
、
多
角
的
に
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
す

れ
ば
、
百
％
は
伝
わ
ら
な
い
に
し
て
も
、
次

第
に
人
に
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
」

と
も
仰
っ
て
い
ま
す
。

　
「
恐
ら
く
は
お
釈
迦
様
も
自
分
の
悟
っ
た

内
容
を
弟
子
に
語
る
時
、
色
々
な
形
で
語
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
定
ま
ら
な
い
。

聞
い
た
人
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
が
お
釈
迦

様
の
言
葉
を
違
っ
た
形
で
伝
え
て
い
っ
た
た

め
に
、
多
面
的
な
情
報
に
な
っ
て
残
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。」
と
の
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
お
釈
迦
様
の
悟
り
は
判
ら
な

い
の
か
？
と
い
う
と
、
そ
れ
は
お
釈
迦
様
の

悟
り
を
上
か
ら
俯
瞰
す
る
よ
う
に
定
義
し
よ

う
と
し
て
も
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
お
釈
迦

様
が
残
さ
れ
た
仏
教
と
い
う
宗
教
集
団
が
そ

の
後
ど
の
様
な
活
動
を
し
、
ど
の
様
な
修
行

を
し
た
か
と
い
う
所
か
ら
遡
っ
て
、
お
釈
迦

様
の
悟
り
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
る
筈
で
、

そ
れ
が
唯
一
の
方
法
だ
と
先
生
は
仰
い
ま
す
。

　
今
日
で
も
仏
教
に
は
確
固
た
る
一
つ
の
世

界
観
と
生
き
る
べ
き
目
的
が
示
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
こ
そ
が
お
釈
迦
さ
ま
の
悟
り
の
内
容
だ

と
言
え
ま
す
が
、
で
は
お
釈
迦
様
が
い
な
け

れ
ば
こ
の
世
に
存
在
し
な
か
っ
た
世
界
観
と

は
何
か
、
と
追
求
し
て
い
く
と
、
最
終
的
に

は
「
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
・
一
切
皆
苦
」

に
行
き
着
く
の
だ
そ
う
で
す
。「
諸
行
無
常
」

と
は
、
こ
の
世
の
中
の
全
て
の
存
在
は
移
ろ

い
行
く
と
い
う
こ
と
、「
諸
法
無
我
」
と
は

そ
の
中
の
ど
こ
に
も
私
と
い
う
実
在
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
自
分
自
身
を
救
う
の
は
自
分
自
身
で
あ

る
」
と
い
う
の
は
お
釈
迦
様
の
言
葉
で
す
が
、

佐
々
木
先
生
は
「
諸
行
無
常
・
諸
法
無
我
が

示
し
て
い
る
の
は
、
自
分
の
外
に
、
こ
の
世

界
に
救
済
を
求
め
て
も
、
そ
れ
は
適
わ
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
」
だ
と
仰
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
は
そ
れ
ま
で
の
バ
ラ
モ

ン
教(

ヒ
ン
ズ
ー
教
）
に
は
全
く
見
ら
れ
な

か
っ
た
厳
し
い
世
界
観
で
す
。
私
達
の
人
生

は
無
常
・
無
我
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
苦
し
い
の
だ
と
。
で
も
そ
の
苦
し
み

か
ら
逃
れ
る
方
法
は
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の

心
を
変
え
て
、
本
能
的
な
苦
し
み
の
原
因
を

取
り
除
い
て
涅
槃
に
い
く
方
法
で
す
。

　
で
す
か
ら
お
釈
迦
様
の
悟
り
が
何
で
あ
っ

た
か
？
と
問
わ
れ
れ
ば
、
諸
行
無
常
・
諸
法

無
我
・
一
切
皆
苦
が
そ
の
ベ
ー
ス
に
な
る
の

は
間
違
い
な
い
で
す
が
、
お
釈
迦
様
の
教
え

は
単
な
る
理
窟
で
は
な
く
、
そ
の
実
践
も
含

め
て
の
悟
り
で
あ
る
の

で
、
仏
教
と
は
何
か
と

い
え
ば
、「
仏
法
僧
」
全

体
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
す
。

　
お
釈
迦
さ
ま
の
伝
記
・
仏
伝
に
つ
い
て
③
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佐々木先生の動画
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