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三
四

『
法
華
経
』
　　

@
と
和
歌

和
歌
の
注
釈
と
注
釈
の
和
歌

廣

田

哲

通

は
じ
め
に

　
私
は
す
で
に
拙
著
『
中
世
法
華
経
注
釈
書
の
研
究
』
の
「
第
三
章
　
直

談
と
和
歌
」
に
お
い
て
直
談
系
の
法
華
経
注
釈
書
を
論
じ
る
中
で
『
法
華

経
』
に
か
か
わ
る
和
歌
の
な
に
が
し
か
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

そ
こ
で
論
じ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
法
華
経
注
釈
書
の
和
歌
を
中
心
と
し
て

で
あ
り
、
主
に
『
法
華
経
』
に
か
か
わ
る
和
歌
に
つ
い
て
数
値
の
操
作
か

ら
整
理
、
分
析
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
に
逐
次
掲
げ
る
五
つ
の
表
は

前
著
で
掲
げ
た
そ
れ
と
類
似
す
る
が
、
自
ず
か
ら
論
述
の
趣
旨
に
応
じ
て

数
値
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
本
稿
の
表
で
は
共
通
歌
を
算
出

す
る
に
あ
た
っ
て
他
主
と
の
合
致
は
調
査
の
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
共
通
歌

と
し
て
数
え
る
こ
と
を
し
な
い
、
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
後
の
調
査
、

研
究
に
よ
る
前
著
に
お
け
る
表
の
数
値
の
修
正
は
、
こ
れ
と
は
別
に
論
文

末
尾
に
お
い
て
示
す
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
五
つ
の
表
を
そ
の
糸
口
に

し
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
和
歌
の
内
容
一
つ
一
つ
に
か
か
わ
っ
て
、
表
現
に

即
し
て
『
法
華
経
』
と
和
歌
の
か
か
わ
り
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ

ら
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
和
歌
研
究
の
中
に
お
け
る
法
華
経
歌
、

釈
教
歌
研
究
の
有
り
様
（
そ
の
独
自
性
）
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
る

し
、
一
方
、
注
釈
す
る
行
為
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
お
け
る
和
歌
と
の

か
か
わ
り
の
有
り
様
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ

る
。　

考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
法
華
経
中
で
も
中
核
的
位
置
を
占
め
る
序
品
第

】
か
ら
讐
喩
品
第
三
あ
た
り
を
主
な
対
象
と
し
て
言
及
し
そ
こ
か
ら
全
体

を
照
射
す
る
こ
と
と
し
、
か
つ
論
述
の
展
開
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
所

で
適
宜
他
の
具
体
的
素
材
を
求
め
る
こ
と
に
す
る
。
上
記
三
章
は
『
法
華

経
』
の
中
で
も
重
要
な
思
想
を
提
示
す
る
中
心
を
な
す
部
分
で
、
分
量
的

に
も
た
と
え
ば
『
直
談
紗
』
で
は
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
質

量
と
も
に
二
十
八
分
の
三
に
あ
た
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。



法
華
経
歌
集
系
の
和
歌

　
『
訳
和
集
』
と
『
轍
塵
抄
』
各
品
冒
頭
歌
と
は
表
1
に
示
し
た
よ
う
に

ほ
と
ん
ど
が
重
な
る
（
表
1
の
あ
と
に
表
1
～
5
を
通
じ
て
の
注
記
を
掲

げ
る
）
。

『
訳
和
集
』
は
の
ち
に
い
さ
さ
か
詳
述
す
る
よ
う
に
法
華
経
歌
を
収
録
し

て
そ
れ
に
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
選
歌
資
料
に
し
た

作
晶
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
収
め
ら
れ
る
法
華
経
歌
を
す
べ
て
収
録
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ユ
　

と
い
う
精
神
で
収
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。
】
方
、
『
轍
塵
抄
』
は
、
本
体

は
『
法
華
経
鷲
林
拾
葉
鉛
』
（
以
下
『
拾
葉
紗
』
と
略
称
す
る
）
や
『
法

（
表
1
）
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※
他
品
と
の
A
口
致
は
調
査
の
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
共
通
歌
と
し
て
数
え
る
こ
と
を
し
な
い
（
つ
ま
り
共
通
歌
と
は
、
合
致
し
か
つ
同
品
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
）
。

※
調
査
の
趣
旨
に
し
た
が
っ
て
小
異
は
無
視
し
て
A
口
致
す
る
と
み
な
す
。

※
上
・
下
句
の
み
な
ど
、
不
完
全
な
和
歌
は
数
え
挙
げ
な
い
。

※
連
歌
、
漢
詩
は
数
え
挙
げ
な
い
。

※
『
轍
塵
抄
』
各
品
冒
頭
歌
は
叡
山
文
庫
の
そ
れ
に
よ
り
、
浅
草
寺
本
の
そ
れ
に
よ
っ
て
欠
を
補
っ
た
。

※
『
拾
葉
紗
』
の
奥
書
中
の
二
首
は
、
便
宜
上
手
前
の
品
の
歌
数
に
算
入
し
た
。

※
『
和
語
記
』
の
序
に
あ
た
る
部
分
の
和
歌
二
首
は
除
い
た
。

『
法
華
経
』
と
和
歌

三
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華
経
直
談
砂
』
（
以
下
『
直
談
紗
』
と
略
称
す
る
）
な
ど
と
同
様
の
直
談

系
の
法
華
経
注
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
の
二
品
冒
頭
に
お
い
て
そ
の
品
に
か

か
わ
る
法
華
経
歌
（
和
歌
の
み
で
注
釈
は
一
切
な
い
）
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
『
轍
塵
抄
』
は
、
上
記
の
二
つ
の
内
容
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
『
訳
和
集
』
所
収
の
和
歌
と
、
注
釈
は

な
い
が
『
轍
塵
抄
』
岩
魚
冒
頭
歌
と
は
和
歌
そ
の
も
の
も
、
加
え
て
そ
の

配
列
も
ほ
と
ん
ど
合
致
す
る
。
そ
れ
も
ゆ
え
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
両
書

は
と
も
に
実
海
の
著
述
で
あ
っ
て
、
法
華
経
歌
集
に
収
め
ら
れ
る
和
歌
が

近
似
す
る
と
い
う
普
遍
的
、
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
編
者
が
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

で
あ
る
と
い
う
固
有
の
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
両
者
が
同
一
材
源

か
ら
出
来
上
が
っ
た
か
、
い
ず
れ
か
が
別
の
一
方
を
も
と
に
し
て
出
来
上

が
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
法
華
経
歌
集
に
収
録
さ
れ
る
和
歌
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
ょ
う

と
す
る
と
、
数
多
く
な
い
法
華
経
歌
集
の
中
で
も
『
法
華
和
語
記
』
（
以

下
『
和
語
記
』
と
略
称
す
る
）
を
ま
ず
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
和

語
記
』
の
和
歌
と
『
訳
和
集
』
の
和
歌
と
を
較
べ
る
と
そ
の
重
な
り
の
度

合
い
は
数
値
的
に
は
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
な
る
。

（
表
2
）
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こ
の
数
値
が
高
い
か
低
い
か
（
つ
ま
り
両
書
が
近
似
し
て
い
る
か
、
そ
れ

程
近
似
し
て
い
な
い
か
）
は
性
急
に
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
後
述

す
る
よ
う
に
法
華
経
歌
集
と
し
て
は
『
和
語
記
』
が
特
異
で
孤
立
的
な
位

置
に
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
し
、
ま
た
、
同
じ
法
華
経
歌
集
と
は
い
っ
て

も
『
訳
和
集
』
と
『
轍
塵
抄
』
各
品
冒
頭
歌
と
の
一
致
度
ほ
ど
に
は
、
他

の
歌
集
は
一
致
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
も
羽
書
の
先
に
述
べ
た
よ
う

な
関
係
か
ら
十
分
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
『
訳
和
集
』
と
『
和

語
記
』
の
比
較
か
ら
そ
の
関
係
の
有
り
様
に
つ
い
て
結
論
的
な
こ
と
を
先

取
り
し
て
摘
記
す
れ
ば
、
『
訳
和
集
』
は
、
収
録
し
た
作
品
の
法
華
経
歌

は
網
羅
的
に
採
る
と
い
う
性
状
を
も
つ
か
ら
、
『
和
語
記
』
の
和
歌
の
う

ち
「
□
の
心
」
を
詠
ん
だ
法
華
経
歌
は
『
訳
和
集
』
と
合
致
し
、
一

方
、
注
釈
に
派
生
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
法
華
経
』
に
関
わ
ら
な
い
歌
は
、

原
則
と
し
て
『
訳
和
集
』
と
は
合
致
し
な
い
と
一
応
は
い
え
る
。
序
品
第

　
か
ら
讐
喩
品
第
三
の
う
ち
、
『
和
語
記
』
に
あ
っ
て
『
野
馳
集
』
に
な

い
歌
、
各
十
一
首
中
六
首
、
十
一
首
中
三
首
、
十
三
首
中
十
首
は
そ
れ
ぞ

れ
当
該
の
品
に
つ
い
て
詠
ん
だ
法
華
経
歌
で
は
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
方
便
品
の
「
窓
の
外
に
し
た
・
る
雨
を
聞
な

へ
に
か
へ
に
そ
む
け
る
夜
半
の
と
も
し
火
」
（
風
雅
集
・
花
園
院
）
（
作
者

名
、
出
典
な
ど
の
注
記
の
あ
る
場
合
は
以
後
も
同
様
に
括
弧
内
に
そ
れ
を

掲
げ
る
）
、
「
一
木
た
に
匂
ひ
は
と
を
し
も
ろ
こ
し
の
梅
さ
く
み
ね
を
お
も

　
　
　
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

ひ
こ
そ
や
れ
L
（
鬼
木
）
、
「
優
曇
華
の
は
な
待
ち
え
た
る
心
地
し
て
み
や

ま
さ
く
ら
に
め
こ
そ
う
つ
ら
ね
」
は
い
ず
れ
も
あ
き
ら
か
に
方
便
品
に
関

わ
る
法
華
経
歌
で
は
な
幽
い
し
、
警
喩
品
に
お
い
て
も
、
『
和
語
記
』
で
は

華
光
如
来
に
関
連
し
て
「
す
ゑ
す
ゑ
の
花
の
ひ
か
り
の
名
を
き
く
に
か
ね

て
そ
春
に
あ
ふ
心
ち
す
る
」
（
俊
成
）
、
大
火
か
ら
無
常
に
説
き
及
ん
で
無

常
の
歌
「
み
な
人
の
し
り
か
ほ
に
し
て
し
ら
ぬ
哉
か
な
ら
す
し
ぬ
る
な
ら

ひ
あ
り
と
は
」
（
三
業
）
、
「
夢
の
世
に
ま
ほ
ろ
し
の
身
の
生
れ
き
て
露
に

宿
か
る
よ
ひ
の
い
な
つ
ま
」
、
「
ひ
き
よ
せ
て
結
へ
は
草
の
い
ほ
り
に
て
と

く
れ
は
も
と
の
野
原
な
り
け
り
」
を
挙
げ
る
と
い
う
具
合
で
必
ず
し
も
『
法

華
経
』
そ
の
も
の
の
命
題
に
対
す
る
の
で
は
な
い
場
合
も
あ
り
、
そ
ん
な

場
合
は
自
ず
か
ら
法
華
経
讐
喩
品
に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
で
な
い
こ
と
に
な

る
。
「
子
を
お
も
ふ
焼
野
の
き
・
す
立
か
へ
り
け
ふ
り
の
う
ち
に
ま
た
や

な
く
ら
む
」
の
歌
は
「
長
者
聞
已
驚
入
二
火
宅
一
臭
」
の
文
言
に
か
か
わ
っ

て
挙
げ
ら
れ
る
が
子
を
思
う
矯
の
歌
で
あ
っ
て
、
『
和
語
記
』
の
和
歌
は

経
文
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
多
様
で
あ
る
。
ま
た
、

法
華
経
貿
管
に
関
わ
る
和
歌
を
挙
げ
る
と
は
い
っ
て
も
、
『
訳
詞
集
』
は

そ
れ
ら
を
】
覧
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
テ
ー
マ
の
和
歌
を
多
く
収

録
す
る
こ
と
を
辞
さ
な
い
が
、
『
和
語
記
』
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
あ
る

文
句
に
対
応
し
て
和
歌
を
挙
げ
る
か
ら
、
同
じ
テ
ー
マ
、
趣
旨
の
和
歌
が

む
や
み
に
多
く
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
和
歌
を
多
く
挙
げ
る
必
要
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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な
い
V
。

　
さ
き
に
『
和
語
記
』
と
『
訳
者
集
』
の
和
歌
の
重
な
り
の
度
合
を
数
字

の
う
え
で
示
し
た
が
、
『
和
語
記
』
を
純
然
た
る
法
華
経
歌
集
と
そ
の
注

釈
書
で
あ
る
と
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
『
和

語
記
』
は
今
ま
で
の
研
究
で
法
華
経
歌
集
で
あ
る
、
し
か
も
、
法
華
経
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ぴ
　
　

集
の
系
譜
の
な
か
で
は
嗜
矢
を
な
す
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
こ

に
挙
げ
ら
れ
る
和
歌
も
表
2
及
び
前
述
し
た
よ
う
に
『
訳
書
集
』
と
比
較

的
合
致
し
、
後
述
す
る
注
釈
昏
惑
（
直
談
系
の
法
華
経
注
釈
書
）
の
和
歌

と
は
後
掲
表
4
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

全
体
と
し
て
『
和
語
記
』
を
捉
え
て
み
る
と
、
法
華
経
歌
集
の
一
つ
と
し

て
位
置
付
け
る
の
に
は
無
理
が
あ
り
、
妥
当
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

ず
形
態
の
う
え
か
ら
考
え
る
と
、
『
和
語
記
』
は
『
法
華
経
』
の
文
句
を

挙
げ
て
次
に
そ
れ
に
か
か
わ
る
論
理
的
解
説
記
事
を
挙
げ
、
そ
の
あ
と
に

和
歌
を
挙
げ
る
の
を
通
例
の
形
態
と
し
、
和
歌
の
注
釈
も
あ
る
に
は
あ
る

が
、
全
体
と
し
て
は
『
法
華
経
』
の
注
釈
書
の
形
態
で
あ
り
、
そ
の
中
に

和
歌
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
和
歌

が
全
く
あ
げ
ら
れ
な
い
項
目
も
し
ば
し
ば
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
の

書
が
純
然
た
る
法
華
経
歌
集
と
そ
の
注
釈
書
で
な
い
こ
と
は
歴
然
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
ふ
ま
え
て
、
『
和
語
記
』
と
『
訳
和
集
』

の
論
述
に
お
け
る
視
座
の
違
い
に
つ
い
て
具
体
的
な
事
例
に
即
し
て
検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

を
加
え
る
。
『
和
語
記
』
は
原
則
的
に
経
文
を
挙
げ
て
そ
れ
に
つ
い
て
の

論
理
的
解
説
を
示
し
（
な
い
場
合
も
あ
る
）
そ
れ
に
よ
せ
て
こ
の
歌
を
心

得
べ
し
と
証
歌
を
挙
げ
る
。
し
た
が
っ
て
原
則
と
し
て
そ
の
章
内
の
経
文

に
対
応
す
る
歌
が
挙
が
っ
て
お
り
、
中
に
は
経
文
の
解
説
に
お
い
て
派
生

し
た
事
柄
に
関
連
す
る
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
必

ず
し
も
法
華
経
歌
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
『
総
和
集
』
に
は

載
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
踏
固
集
』
は
詞
書
と
和
歌
を
基
幹
と

す
る
か
ら
「
口
の
心
を
詠
め
る
」
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
、
そ
の
注

と
し
て
歌
意
、
経
旨
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
方
便
品
中
の

「
見
な
れ
さ
ほ
い
は
ま
を
波
は
ち
か
へ
と
も
た
ゆ
ま
す
の
ほ
る
宇
治
の
川

舟
」
（
和
語
記
・
定
家
）
は
十
如
是
中
力
如
是
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
『
訳

和
集
』
で
は
そ
の
よ
う
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
『
和
語
記
』
で
は
そ
れ

が
「
信
力
堅
固
」
の
証
拠
と
し
て
使
わ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
同
様
方
便

品
の
「
あ
ら
た
ま
る
」
は
『
和
語
記
』
で
「
世
間
相
常
性
」
の
経
文
を
挙

げ
て
そ
の
意
義
を
解
説
し
た
あ
と
「
さ
れ
ば
」
と
し
て
こ
の
歌
を
挙
げ
る
。

　
　
（
資
料
1
）
　
一
、
文
云
世
間
相
常
住
　
。
竜
樹
之
大
論
に
は
衆
生

　
　
世
間
五
陰
世
間
国
土
世
間
を
い
た
さ
れ
た
り
。
い
つ
れ
も
法
花
の
直

　
　
躰
常
住
の
本
源
な
り
。
常
住
と
申
侍
る
は
仏
果
之
異
名
な
り
。
国
土

　
　
世
間
常
住
朝
時
、
非
常
草
木
之
成
仏
を
あ
ら
は
し
衆
生
世
間
常
住
之

　
　
時
我
等
か
成
仏
を
あ
ら
は
す
な
り
。
器
世
間
相
常
住
と
い
ふ
に
付
て



　
　
俗
諦
常
在
天
下
泰
平
之
御
幸
薦
と
い
ふ
こ
と
を
顕
す
也
。
さ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
鎮
和
尚
之
御
歌
に

　
　
あ
ら
た
ま
る
事
も
な
き
さ
に
よ
る
波
の
か
け
て
あ
ら
は
す
君
か
御
代

　
　
か
な

　
　
常
住
と
い
ふ
に
付
て
　
門
は
二
二
の
常
住
本
門
は
一
句
の
常
住
と
い

　
　
ふ
口
伝
あ
り
。

『
訳
和
集
』
で
は
同
様
の
文
句
を
掲
げ
る
「
是
法
住
二
法
位
一
世
間
相
常
住

乃
心
を
読
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
を
掲
げ
て
三
首
の
和
歌
を
挙
げ
る
う

ち
の
一
つ
で
和
歌
の
あ
と
に
そ
れ
ら
三
首
に
つ
い
て
の
注
釈
を
掲
げ
る
が
、

そ
の
内
容
は
前
述
と
同
様
常
住
を
説
明
す
る
。

　
　
（
資
料
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
了
然
上
人

　
　
い
に
し
へ
に
か
は
る
色
こ
そ
な
か
り
け
れ
証
し
ま
・
な
る
軒
の
梅
か

　
　
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
素
性
法
師

　
　
心
中
の
つ
ね
と
は
み
れ
と
秋
の
・
の
う
つ
ろ
ひ
か
は
る
時
そ
わ
ひ
し

　
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
僧
正
帯
紐

　
　
あ
ら
た
ま
る
こ
と
も
渚
に
よ
る
波
を
か
け
て
あ
ら
は
す
君
か
御
代
哉

　
　
万
物
み
な
真
如
の
変
作
な
り
。
是
法
住
法
位
と
い
へ
る
是
な
り
。
世

　
　
　
　
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

　
　
間
相
常
住
と
は
花
は
散
ぬ
れ
共
そ
の
ま
・
に
し
て
と
・
ま
る
事
な
く

　
　
又
春
を
む
か
へ
て
露
な
ら
ひ
な
り
。
う
つ
ろ
ひ
か
は
る
あ
り
さ
ま
さ

　
　
な
か
ら
常
住
不
滅
な
り
。
後
の
寄
に
君
か
御
代
と
い
へ
る
は
仏
の
か

　
　
く
説
給
へ
る
を
申
な
り
。

同
じ
よ
う
な
思
想
的
説
明
が
　
方
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
証
歌
と
し
て
歌

が
挙
げ
ら
れ
、
一
方
で
は
和
歌
を
理
解
す
る
た
め
の
説
明
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
。

　
土
述
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
『
訳
和
集
』
と
比
較
す
べ
き

最
も
適
当
な
法
華
経
歌
集
も
し
く
は
釈
教
歌
集
を
『
和
語
記
』
の
ほ
か
に

探
し
求
め
て
も
な
か
な
か
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
あ
ま
り
多
く
な
い
法

華
経
歌
集
の
系
譜
と
そ
の
周
辺
を
展
望
の
み
粗
述
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
後
の
（
寛
政
二
年
（
一
七
九

〇
）
成
立
の
）
作
品
で
あ
る
が
『
類
題
法
文
和
歌
集
注
解
』
が
あ
る
。
釈

教
歌
を
網
羅
的
に
集
め
て
そ
れ
に
付
注
し
た
作
品
で
あ
る
。
同
様
に
後
の

作
品
で
釈
教
歌
の
集
で
あ
り
、
注
釈
は
な
い
も
の
に
『
片
岡
山
』
、
『
釈
教

題
林
集
』
が
あ
る
（
た
だ
し
、
『
片
岡
山
』
は
法
華
経
歌
に
つ
い
て
は
『
訳

和
集
』
に
あ
る
の
で
載
せ
な
い
と
す
る
）
。
こ
れ
ら
類
題
歌
集
的
性
格
の

書
と
同
様
に
教
化
の
具
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
『
説
法
用
歌
集
諺
註
』
な

ど
の
説
法
用
歌
集
の
一
類
に
も
目
を
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
九



二
　
注
釈
書
系
の
和
歌

　
『
法
華
経
』
と
和
歌
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
取
り
上
げ
る
べ

き
も
の
に
、
『
拾
葉
紗
』
や
『
直
談
紗
』
な
ど
の
直
談
系
の
法
華
経
注
釈

書
に
引
か
れ
る
和
歌
（
注
釈
書
系
の
和
歌
）
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

ら
の
う
ち
の
代
表
的
な
『
拾
葉
砂
』
、
『
直
談
紗
』
を
中
心
に
取
り
上
げ
て

考
察
の
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
和
歌
そ
の
も
の
も
『
拾
葉
紗
』
と
『
直

談
紗
』
と
で
は
表
3
に
示
す
よ
う
に
か
な
り
の
程
度
合
致
し
、
以
下
に
述

べ
る
よ
う
な
性
質
も
両
書
に
概
ね
土
ハ
通
し
て
い
る
。

（
表
3
）

6
7
8
9
1
0
●
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
・
品
品
品
品
品
話
頭
醐
記
師
薫
化
五
人
法

11

P2

P3

P4

i
品
品
品
塔
婆
総
出
宝
提
訴
安
涌

16

P7

P8

P9

ｼ
三
法
不 21

Q2

Q3

Q4

i
品
品
品
力
累
王
音
門
神
嘱
薬
妙
普

ρ
0
　
7
　
8
2
　
2
　
2
0
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
■
品
品
品
灘
発
陀
妙
勧数

歌
総

法
華
経
鷲
林
拾
葉
砂
15

V
2
9
1
3
1
3

6
9
1
6
5
1
0

2
5
2
1
2
4

7
　
0
　
0
」
　
亡
U
　
2
0
　
1
　
ρ
0
　
1
　
「
0£
U
　
ρ
0
　
2

㎜

（
拾
葉
紗
と
直
談
紗
と
の
共
通
歌
）

8
3
1
7
4
6

1
　
4
　
　
4
　
9
白
　
り
乙
0
　
1
　
0
　
2
　
4
4
　
0
　
0
　
9
自
　
－O
　
A
U
　
3
　
1
　
2
0
　
3
　
276

法
　
華
　
経
　
直
　
談
　
砂
25

P0

Q5

T
81　
5
　
£
U
　
3
　
9
0
0
　
2
　
3
　
F
D
　
「
D
O
J
　
－
　
り
0
　
6
　
1
0
　
1
　
4
　
1
　
に
」0
　
3
　
9
自
皿

な
お
、
す
で
に
ふ
れ
た
『
轍
塵
抄
』
は
上
記
二
書
と
性
格
を
同
じ
く
す
る

直
談
系
の
法
華
経
注
釈
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
引
用
さ
れ
る
和
歌
は
上

記
二
書
の
和
歌
と
性
質
を
同
じ
く
し
て
和
歌
そ
の
も
の
も
大
幅
に
重
な
る

が
、
無
品
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
る
和
歌
群
は
別
系
統
に
し
て
こ
れ
ら
と
は
ほ

と
ん
ど
重
な
ら
な
い
の
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
同
様
に
、
同
じ

直
談
系
統
の
法
華
経
注
釈
書
で
あ
る
『
法
華
直
談
私
類
聚
抄
』
、
『
一
乗
拾

玉
抄
』
に
引
か
れ
る
和
歌
も
、
歌
そ
の
も
の
も
そ
の
役
割
も
概
ね
共
通
す

る
。
ま
た
、
こ
れ
も
す
で
に
言
及
し
た
『
和
語
記
』
も
そ
の
形
態
は
法
華



経
注
釈
書
の
体
裁
を
も
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
ふ
ん
だ
ん
に
和
歌
が
利
用
さ

れ
る
と
い
う
前
記
法
華
経
注
釈
書
の
和
歌
と
同
様
の
性
質
を
も
っ
て
い

る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
収
載
さ
れ
る
和
歌
は
、
概
ね
法
華
経
歌

集
系
統
の
和
歌
で
あ
っ
て
、
注
釈
書
系
統
の
和
歌
と
は
ほ
と
ん
ど
重
な
ら

な
い
こ
ど
は
、
次
に
掲
げ
る
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
表
4
）

6
7
8
9
1
0
…
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
・
品
品
品
品
闇
流
醐
記
師
君
化
五
人
法

11

P2

P3

P4

i
品
品
品
霧
轟
出
歯
提
訴
平
凡

16

P7

P8

P9

ｪ
随
法
不

数
歌
総

法
華
経
紅
色
上
葉
紗
15

V
2
9
1
3
1
3

6
9
6
5
0
　
　
1
　
　
　
　
　
1

2
5
2
1
2
4

7
　
0
　
Q
ゾ
　
ρ
0
　
20
　
1
　
0
U
　
1
　
5

ρ
U
　
ρ
0
　
9
自

㎜

（
和
語
記
と
拾
葉
紗
の
共
通
歌
）

0
　
0
　
1
　
3
　
1
0
　
0
　
2
　
0
　
3
0
　
（
U
　
O
　
O
　
O
1
　
0
　
0
　
∩
V
　
n
U
0
　
0
　
0
　
0
　
0
0
　
0
　
011

法
　
　
華
　
　
和
　
　
語
　
　
記

11

P1

P3

W
4だ0
　
「
D
　
6
　
5
　
ρ
0「
0
　
8
　
0
0
　
7
　
薩
」
13

S
4
6
5

8
　
ρ
0
　
7
　
r
D
　
『
」4
　
り
0
　
4
槻

（
和
語
記
と
直
談
紗
の
共
通
歌
）

0
　
0
　
1
　
1
　
0
0
　
0
　
1
　
0
　
0
0
　
1
　
0
　
0
　
0
1
　
1
　
0
　
0
　
n
U

0
　
凸
U
　
O
　
O
　
On
U
　
O
　
O
6

法
　
華
　
経
　
直
　
談
　
砂
25

P0

Q5

T
8
－
　
「
D
　
ρ
0
　
3
　
り
00
　
2
　
り
0
　
に
J
　
F
D0ゾ
　
一
　
り
0
　
ρ
0
　
10
　
1
　
4
　
1
　
5
0
　
0
0
　
2幽

（
和
語
記
が
拾
葉
紗
・
直
談
紗
の
い
ず
れ
と
も
共
通
）

1
　
　
1

1

1

5

（
和
語
記
が
、
少
な
く
と
も
拾
葉
紗
・
直
談
紗
の
い
ず
れ
か
に
共
通
）

1
　
3
　
1

2
　
　
　
　
9
0

1

1
　
　
1
　
　
　
　
　
1

14

『
法
華
経
』
と
和
歌

四
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考
え
て
み
れ
ば
し
ご
く
当
然
の
理
由
で
あ
る
が
、
『
和
語
記
』
は
原
則
と

し
て
法
華
経
歌
を
も
っ
て
経
文
を
注
釈
す
る
基
本
方
針
で
貫
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
『
直
談
妙
』
、
『
下
葉
紗
』
（
殊

に
『
拾
慢
言
』
）
と
『
和
語
記
』
に
お
い
て
和
歌
が
共
通
す
る
場
合
は
両

書
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
態
、
相
貌
を
呈
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
信
解
品
で

は
『
拾
丹
砂
』
に
お
い
て
も
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
個
所
は
非
常
に
簡
略
で
、

か
つ
法
華
経
歌
が
挙
が
っ
て
い
る
た
め
に
、
経
文
が
あ
っ
て
「
□
の

こ
こ
ろ
を
」
と
し
て
和
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
形
態
に
な
り
、
『
和
語
記
』
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

内
容
上
も
形
態
上
も
同
じ
よ
う
な
相
貌
を
呈
す
る
。
『
拾
影
壁
』
、
『
直
談

砂
』
の
和
歌
は
、
そ
し
て
そ
れ
は
直
談
系
統
の
法
華
経
注
釈
書
に
通
有
す

る
性
質
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
、
役
割
の
点
か
ら
次
の
三
系
統
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
①
注
釈
に
お
い
て
、
論
理
的
叙
述
に
対
応
す
る
証
拠
と
し
て
具
体

　
　
的
事
例
を
挙
げ
る
役
割
を
も
っ
て
か
れ
る
和
歌
。
「
□
に

　
　
と
り
て
歌
に
曰
く
」
と
し
て
挙
げ
る
の
を
典
型
と
す
る
（
第
一
類
）
。

　
②
証
拠
と
し
て
具
体
的
事
例
を
挙
げ
る
役
割
を
も
っ
て
引
か
れ
る

　
　
説
話
の
な
か
に
出
て
く
る
和
歌
。
し
た
が
っ
て
和
歌
自
体
は
注
釈

　
　
　
の
中
に
お
い
て
独
自
の
機
能
、
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
（
第
二
類
）
。

　
③
「
□
品
の
心
を
詠
め
る
」
を
典
型
と
し
て
、
経
の
主
旨
を
和

　
　
歌
の
形
態
で
表
現
し
た
歌
。
各
品
の
末
尾
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
代

　
　
表
的
で
あ
る
（
第
三
類
）
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
和
歌
は
、
表
4
及
び
次
に
掲
げ
る
表
5
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
法
華
経
歌
集
系
統
の
和
歌
と
は
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
な
い
。

（
表
5
）

経
開

6
7
8
9
1
0
●
　
　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
口
叩
品
品
品
品
轟
醐
算
師
授
化
五
人
法

11

P2

P3

P4

i
品
品
品
塔
婆
轟
出
宝
五
拾
安
涌

21

Q2

Q3

Q4

経
結

数
歌
総

法
華
経
鷲
丁
々
葉
紗

15

V
2
9
1
3
1
3

6
9
1
6
5
1
0

2
5
2
1
2
4

7
　
0
　
0
ヲ
　
設
U
　
2
0
　
1
　
4
U
　
－
　
只
」
己
U
　
4
U
　
2

㎜

（
訳
和
集
と
拾
葉
砂
の
共
通
歌
）

0
　
1
　
1
　
4
　
1
0
0
　
貫
」
　
O
J
　
3
　
6

0
　
1
　
0
　
1
　
A
U
2
　
0
　
0
　
0
　
1
0
　
0
　
0
　
0
　
A
U
0
　
0
　
1
39



訳
　
　
　
　
和
　
　
　
　
集
11

－
　
只
U
　
9
自
　
り
白
　
4
9
0
　
君
U
　
9
の
　
9
白
　
－

9
9
1
8
0
　
1
　
3
　
　
　
　
2

0
　
4
　
7
　
8
　
　
　
　
8
1
　
2
　
1
　
1

3
　
1
　
　
4
　
7
　
0
」
4
　
1

1
6
8
6
9
1
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

　
0
　
3
7
　
1
　
　
1

8

瓢

（
訳
和
集
と
直
談
紗
の
共
通
歌
）

1
　
1
　
9
盈
　
1
　
0
1
　
3
　
り
0
　
0
　
0A
U
　
2
　
1
　
1
⊥
　
0
2
　
1
　
1
　
0
　
1
∩
）
　
O
　
A
U
　
O
　
O0
　
0
　
1
22

法
　
華
　
経
　
直
　
談
　
砂

亡
0
　
0
　
＝
」
　
　
　
＝
」
　
8
2
　
1
　
2

－
　
〔
」
　
ご
U
　
3
　
3

A
U
　
2
　
3
　
5
　
「
0
O
J
　
1
　
3
　
6
　
1

0
　
1
　
4
　
1
　
＝
」0
　
9
0
　
2

幽

（
訳
和
集
が
拾
葉
紗
・
直
談
紗
の
い
ず
れ
と
も
共
通
）

1
　
　
1
　
　
1

1
　
3
　
3
　
3
　
ρ
0
1

2
　
1
　
1
　
　
　
　
1

1

26

（
訳
和
集
が
、
少
な
く
と
も
拾
葉
砂
・
直
談
紗
の
い
ず
れ
か
に
共
通
）

1
　
1
　
9
自
　
4
　
1
9
σ
　
反
」
　
9

2
　
1
　
2
9
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

1

35

そ
し
て
辛
う
じ
て
ご
く
僅
か
重
な
る
和
歌
は
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
、
さ

き
に
分
類
し
た
中
の
第
三
類
の
「
口
の
心
を
詠
め
る
」
と
い
う
か
た

ち
で
引
か
れ
る
の
を
典
型
と
す
る
和
歌
ど
も
の
中
に
あ
る
。
序
品
、
方
便

品
で
は
『
和
語
記
』
と
の
重
な
り
は
全
く
な
く
、
『
訳
和
集
』
と
は
「
法

の
異
い
ま
も
ふ
る
枝
に
咲
ぬ
と
は
も
と
み
し
人
や
思
ひ
出
ら
ん
」
（
訳
和

集
。
後
嵯
峨
院
）
（
序
品
。
『
直
談
紗
』
の
み
）
、
「
＝
房
を
」
（
方
便
品
。

両
書
と
も
）
が
重
な
る
。
一
例
と
し
て
「
二
房
を
」
に
つ
い
て
の
本
文
を

掲
げ
る
と
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

　
　
（
資
料
3
）

　
　
　
　
若
人
散
乱
心
乃
至
以
二
一
花
一
軍
訓
養
於
蚕
唯
一
漸
二
二
無
数
仏
一

　
　
　
　
の
文
の
こ
・
ろ
を
読
侍
り
け
る

　
　
　
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
印
頼
舜
．

ひ
と
ふ
．
さ
を
折
て
手
向
る
花
の
え
に
覚
ひ
ら
く
る
身
と
そ
成
へ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
和
集
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

（
資
料
4
）
　
一
若
人
散
乱
心
乃
至
以
一
華
，
明
一
子
心
供
養
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
ノ

業
也
。
以
レ
華
供
二
養
仏
一
事
，
仏
会
常
儀
式
也
。
付
レ
之
顕
密
深
旨

有
レ
之
。
顕
教
心
ハ
一
色
心
慰
無
罪
中
道
ナ
．
ご
房
ノ
華
モ
自
中
道
ノ
大

善
ナ
．
ハ
任
運
荘
二
厳
法
身
一
也
。
密
教
心
ハ
十
六
大
菩
薩
ノ
中
二
香
菩
薩

華
菩
薩
有
レ
之
。
捧
レ
華
住
二
型
菩
薩
三
摩
地
一
真
実
ノ
供
養
云
也
。
傍

五
大
院
云
。
見
一
美
華
一
不
レ
念
二
本
尊
一
不
修
甚
ノ
也
。
凡
秘
教
心
ハ
十

二
時
不
断
ノ
行
法
云
事
有
レ
之
。
行
住
坐
臥
修
レ
之
。
別
シ
テ
不
レ
荘
二

厳
道
場
一
也
。
見
二
草
木
ノ
香
華
一
自
夫
夫
ノ
三
摩
地
二
住
ル
ヲ
云
也
。
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
方
書
レ
華
事
．
且
法
会
ノ
荘
厳
。
且
，
行
者
，
懇
志
。
芳
芳
殊
勝
．
功
徳

　
　
也
　
。
古
歌
云
。

　
　
一
房
ヲ
折
テ
タ
ム
ク
ル
華
ノ
枝
ニ
サ
ト
リ
開
ク
ル
ミ
ト
ソ
成
ル
ヘ
キ

　
　
植
シ
ヨ
リ
仏
ノ
タ
メ
ノ
華
ナ
レ
ハ
折
テ
手
向
ケ
ン
ナ
ニ
カ
ク
ル
シ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
門
葉
砂
）

　
　
（
資
料
5
）
　
一
若
人
受
乱
心
ノ
一
行
脚
明
二
散
心
供
養
↓
人
業
也
。

　
　
脚
夫
以
花
供
養
仏
．
事
ハ
仏
前
ノ
常
ノ
法
式
也
。
是
則
且
ハ
為
二
法

　
　
　
レ
　
　
　
　
レ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　

　
　
会
荘
厳
，
且
，
為
顕
行
者
ノ
懇
志
ヲ
労
々
殊
勝
ノ
功
徳
也
。
付
之
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
密
ノ
深
旨
在
之
顕
教
ノ
意
ハ
一
色
一
匹
無
非
中
道
ナ
．
ハ
一
房
ノ
花
モ
自

　
　
　
　
　
　
レ

　
　
中
道
ノ
大
面
。
シ
，
．
任
運
二
法
身
ヲ
荘
厳
。
ル
也
。
サ
テ
密
教
意
ハ
十
六
大

　
　
菩
薩
ノ
中
．
香
花
菩
薩
一
，
ア
有
之
花
ヲ
捧
ハ
香
花
菩
薩
ノ
三
摩
地
一
一
住
ヲ
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
実
供
養
一
事
也
。
付
之
昔
天
竺
．
貧
女
有
．
．
ヵ
子
一
人
持
タ
リ
。
或
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
膝
ノ
上
二
置
キ
遊
セ
ケ
ル
．
花
売
者
融
通
．
ハ
此
子
事
様
ハ
花
ヲ
買
テ
ク
レ
ヨ
ト

　
　
云
也
。

　
　
母
買
テ
取
ケ
．
ハ
子
花
ヲ
請
取
テ
単
二
是
ヲ
供
養
ス
ル
也
。
二
仏
与
へ
｝
玉
フ
記
別
一

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
也
。
汝
十
二
劫
後
可
二
成
仏
｝
其
時
仏
号
，
花
盛
如
来
可
レ
云
也
。

　
　
古
歌
云
一
房
ヲ
折
ア
手
向
ル
花
ノ
枝
．
悟
ヲ
開
ク
身
ー
ソ
成
ヘ
キ
芙
（
直
談
紗
）
。

『
評
判
集
』
で
は
「
日
（
の
文
）
の
心
を
」
と
し
て
当
該
の
歌
を
挙

げ
る
の
に
対
し
て
、
『
拾
葉
虫
』
、
『
直
談
砂
』
で
は
同
様
の
経
文
を
挙
げ

て
そ
れ
を
説
明
し
た
あ
と
証
歌
と
し
て
当
該
の
歌
を
挙
げ
る
。
磐
喩
品
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

は
「
玉
藍
集
』
と
「
を
車
の
の
り
乃
を
し
え
を
尽
す
は
な
を
世
に
め
く
る

身
と
や
な
ら
ま
し
」
（
訳
和
集
。
平
宜
時
）
（
両
差
と
も
）
、
「
み
な
し
子
と

な
に
思
ひ
け
む
藩
中
に
か
・
る
御
法
の
あ
り
け
る
物
を
」
（
三
和
集
）
（
『
直

談
砂
』
の
み
）
が
重
な
り
、
『
和
語
記
』
と
は
「
や
く
そ
く
に
ひ
き
た
か

へ
た
る
車
か
な
た
か
ひ
て
物
の
う
れ
し
き
そ
こ
れ
」
（
和
語
記
。
和
泉
式

部
）
（
両
書
と
も
）
が
重
な
り
、
「
ひ
き
よ
せ
て
」
（
前
出
）
が
『
直
談
紗
』

序
品
に
見
え
る
。
「
を
車
の
」
は
『
享
和
集
』
で
は
「
前
大
納
言
為
氏
身

ま
か
り
け
る
仏
事
の
つ
み
て
に
一
品
経
の
寄
よ
み
侍
り
け
る
に
讐
喩
品

を
」
と
の
詞
書
と
と
も
に
、
『
上
葉
紗
』
で
は
斜
面
で
は
な
い
が
開
警
の

末
に
「
当
品
の
意
を
」
と
し
て
、
『
直
談
砂
』
で
は
「
当
品
の
心
を
」
と

は
な
い
が
讐
喩
品
末
尾
に
義
塾
品
の
思
想
を
和
歌
に
詠
ん
だ
代
表
例
と
し

て
「
妙
法
ノ
車
・
ニ
ノ
レ
ル
身
ナ
ラ
ズ
ハ
イ
カ
デ
火
宅
ノ
家
ヲ
イ
ヅ
ベ
キ
」

と
と
も
に
こ
の
歌
を
挙
げ
て
い
て
、
典
型
的
な
第
三
類
の
形
態
で
あ
る
。

「
み
な
し
子
と
」
は
『
直
談
紗
』
で
は
大
白
牛
車
に
関
わ
っ
て
一
切
衆
生

の
父
の
こ
と
を
述
べ
て
こ
の
歌
を
挙
げ
、
『
訳
和
集
』
は
「
今
此
三
界
皆

是
我
有
益
中
衆
生
悉
是
吾
子
乃
文
の
こ
・
ろ
を
」
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、

た
だ
し
こ
の
歌
は
『
月
庵
酔
醒
記
』
に
も
見
え
、
道
歌
、
教
訓
歌
の
代
表

と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
頻
出
す
る
和
歌
で
あ
る
。
『
和
語
記
』
に

重
な
る
「
や
く
そ
く
に
」
の
歌
は
三
車
火
宅
の
讐
喩
、
和
泉
式
部
の
伝
承

と
関
わ
っ
て
著
名
な
歌
で
あ
る
が
同
時
に
複
雑
な
位
相
を
も
っ
て
い
る
。



こ
の
歌
に
は
類
似
の
歌
が
多
く
、
後
に
ふ
れ
る
蓬
左
文
庫
本
『
鷲
林
拾
葉

砂
』
（
内
題
。
外
題
は
「
法
花
抄
」
）
の
書
き
込
み
和
歌
に
も
こ
れ
ら
の
異

　
　
　
は
る

伝
記
が
二
首
引
か
れ
て
お
り
、
三
車
火
宅
の
讐
喩
と
こ
の
歌
を
め
ぐ
る
複

雑
な
伝
承
を
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
他
σ
章
か
ら
薬
草
喩
品
を
取
り
上
げ

る
と
、
こ
の
章
で
も
歌
集
系
の
和
歌
と
注
釈
書
系
の
和
歌
が
見
事
に
重
な

ら
な
い
が
、
唯
一
「
大
空
の
」
の
み
が
歌
集
系
の
諸
書
と
『
拾
葉
紗
』
と

が
重
な
る
。

　
　
（
資
料
6
）
　
一
説
文
云
。
草
平
百
卉
ノ
総
名
也
。
又
雑
草
者
早
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ク

　
　
謂
在
レ
秋
菩
薩
物
也
。
文
凡
草
尊
名
レ
重
量
。
書
二
文
字
一
草
書
云
，
早

　
　
書
ク
ヲ
云
也
。
又
止
観
創
也
。
文
本
有
増
ヲ
書
始
ル
ヲ
草
案
云
也
。
又
用
レ

　
　
薬
百
三
ー
モ
草
木
「
多
分
約
レ
草
聖
。
出
二
春
野
一
瞥
レ
薬
事
可
レ
思
レ
之
。

　
　
正
月
ノ
七
草
五
月
五
日
ノ
百
草
可
レ
准
レ
之
也
。
管
沼
⊃
ー
モ
草
木
一
薬
用

　
　
強
随
約
二
多
分
一
題
二
薬
草
一
云
義
塾
レ
之
。
題
号
畢
。

　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ヲ

　
　
当
品
意
僧
都
源
信
千
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
大
空
ノ
雨
ハ
漏
テ
モ
ソ
ソ
カ
ネ
ト
潤
フ
草
木
ハ
ヲ
ノ
カ
品
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
葉
紗
）

　
　
（
資
料
7
）
　
一
、
文
云
錐
　
一
夏
所
生
一
雨
所
潤
　
而
諸
草
木
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
有
二
差
別
一
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
都
源
信
歌
に

　
　
大
空
の
雨
は
わ
け
て
も
そ
・
か
ね
と
う
る
ふ
草
木
は
を
の
か
し
な
し

　
　
　
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

　
　
な

　
　
実
働
捻
文
に
一
望
と
い
ふ
は
法
花
円
頓
之
一
理
な
り
。
　
一
雨
と
い
ふ

　
　
は
円
教
の
一
乗
な
り
。
筆
墨
草
木
各
税
差
別
と
申
は
円
頓
之
】
理
よ
、

　
　
り
生
す
る
所
之
十
界
三
千
の
諸
法
也
。
方
便
品
の
文
に
合
す
る
時
は

　
　
一
髪
一
雨
と
い
ふ
は
実
相
之
理
教
室
。
而
諸
生
木
理
有
差
別
と
い
ふ

　
　
は
諸
法
な
り
。
心
は
十
界
之
衆
生
は
法
花
実
相
よ
り
生
す
る
所
之
諸

　
　
法
な
り
。
若
法
花
実
相
を
は
な
れ
八
十
界
其
躰
あ
る
へ
か
ら
す
。
其

　
　
故
は
仏
菩
薩
を
は
大
中
小
の
木
に
た
と
へ
其
外
を
は
上
中
下
の
草
に

　
　
た
と
へ
た
り
。
若
草
木
大
地
を
は
な
る
れ
は
其
故
を
失
す
る
か
こ
と

　
　
く
、
た
と
え
諸
仏
如
来
文
殊
観
音
舎
利
北
目
連
想
天
帝
釈
に
て
ま
し

　
　
ま
す
と
も
法
花
を
は
な
れ
た
ま
は
・
其
躰
あ
る
へ
か
ら
す
と
い
ふ
仏

　
　
意
な
り
。
さ
れ
は
讐
無
品
之
若
人
不
信
肩
章
古
経
則
断
一
切
世
間
仏

　
　
種
の
文
を
は
若
諺
二
心
経
一
義
当
レ
断
也
と
天
台
は
判
せ
ら
れ
た
り

　
　
（
和
語
記
）
。

こ
こ
で
も
『
拾
葉
紗
』
で
は
こ
の
歌
、
】
章
の
末
尾
で
は
な
い
が
、
冒
頭

近
く
の
一
章
の
思
想
の
中
核
を
説
明
し
て
草
の
こ
と
を
述
べ
る
項
の
最
後

　
　
　
　
ノ
　
　
　
ヲ

に
「
当
一
意
」
と
し
て
こ
の
歌
を
引
く
。
『
和
語
記
』
で
は
「
錐
　
一
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

所
生
一
雨
所
潤
一
而
諸
草
木
各
有
二
差
別
一
」
と
い
う
経
文
を
挙
げ
て
和
歌

を
挙
げ
、
次
に
論
理
的
説
明
を
し
て
一
項
を
終
る
の
で
あ
り
、
『
和
語
記
』

の
通
有
の
論
じ
方
と
異
な
っ
て
和
歌
が
早
く
に
で
て
く
る
が
、
和
歌
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



と
に
あ
る
論
理
的
解
説
は
前
掲
の
経
文
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
り
、
源
信

の
和
歌
は
薬
草
詰
篭
全
体
の
思
想
的
根
幹
で
あ
る
こ
の
経
文
の
心
を
和
歌

に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
実
質
的
に
は
こ
の
一
文
の
（
ひ
い
て
は
当
品
の
）

心
を
詠
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
『
訳
読
集
』
で
は
、
他
と
同
…
様
薬
草

喩
の
心
を
詠
ん
だ
歌
で
こ
の
章
の
冒
頭
に
一
覧
さ
れ
る
う
ち
の
一
首
で
あ

り
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
故
か
注
は
一
切
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
は
、

『
法
華
経
』
と
和
歌
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
『
法
華
経
』

の
、
も
し
く
は
□
品
の
、
も
し
く
は
法
華
経
中
の
一
文
一
句
の
心
を
詠

ん
だ
歌
で
あ
っ
て
最
も
典
型
的
で
本
質
的
な
関
わ
り
の
有
り
様
と
い
う
こ

と
が
出
来
よ
う
。
『
法
華
経
』
の
思
想
的
本
質
を
和
歌
と
い
う
形
態
で
詠

み
あ
ら
わ
す
と
い
う
営
為
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
形
態
の
最
も
シ
ン
プ
ル

な
例
を
『
梁
塵
秘
抄
』
の
法
華
経
歌
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
美
的

価
値
や
思
想
的
深
さ
は
別
と
し
て
）
。

三
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

　
以
上
の
よ
う
な
『
法
華
経
』
を
め
ぐ
る
和
歌
の
有
り
様
を
考
え
て
み
る

と
、
ま
ず
『
武
和
集
』
に
収
録
さ
れ
る
法
華
経
歌
な
ど
（
勅
撰
集
、
私
家

集
な
ど
の
法
華
経
歌
を
そ
の
代
表
と
す
る
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
［

口
の
心
を
」
と
し
て
詠
着
す
る
営
み
が
あ
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
表
現
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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技
巧
で
認
証
を
和
歌
に
詠
ん
で
い
る
か
な
ど
を
解
説
す
る
の
が
『
訳
和
集
』

の
注
釈
（
和
歌
の
注
釈
）
で
あ
る
。
一
方
、
注
釈
の
和
歌
に
お
い
て
も
、

当
該
の
品
の
末
尾
に
掲
げ
る
の
を
そ
の
典
型
と
し
て
「
日
の
心
を
」

と
し
て
挙
げ
る
場
合
が
あ
る
（
第
三
類
）
。
ま
た
「
□
の
心
を
」
と

し
て
詠
ん
だ
も
の
を
、
そ
の
個
所
の
経
文
の
意
味
を
説
明
す
る
の
に
最

適
と
注
釈
者
が
判
断
し
て
挙
げ
る
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
「
□
の
心

を
」
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
を
当
該
の
品
、
経
文
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
有
効

と
み
な
し
て
注
釈
の
中
に
使
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
あ
り
う
る
。
ま
た
、

「
日
の
心
を
」
と
し
て
詠
ん
だ
の
で
な
い
和
歌
も
注
釈
の
営
み
の
な

か
で
摂
取
さ
れ
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
そ
れ
に
は
注
釈
者
が
経
文
を

説
明
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
し
て
引
く
場
合
、
『
法
華
経
』
と
全
く
関

係
の
な
い
場
所
（
派
生
し
て
言
及
し
た
こ
と
）
を
説
明
す
る
の
に
有
効
と

し
て
引
く
場
合
（
以
上
す
べ
て
第
一
類
）
、
そ
の
他
、
説
話
中
の
和
歌
（
第

二
類
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
に
関
わ
る
和
歌
を
類

別
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
心
は
「
□
の
心
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、

か
つ
、
歌
集
系
の
歌
と
注
釈
書
系
の
歌
が
重
な
る
の
も
「
日
の
心
」

を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
注
釈
書
中
の
和
歌
を
そ

の
出
所
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
出
所
の
明
ら
か
な
歌
は
「
口
の

心
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
第
三
類
で
あ
る
こ

と
が
多
い
、
出
所
不
明
の
歌
は
「
口
の
心
」
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い



怪
し
げ
な
歌
、
伝
承
歌
、
教
訓
歌
（
道
歌
）
が
多
く
、
概
ね
第
一
、
二
類

で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
い
ち
い
ち
の
事
例
を
挙
げ
る
の
を
割
愛
す
る
）
。

　
『
法
華
経
』
に
か
か
わ
る
和
歌
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
本

来
的
か
つ
代
表
的
な
か
た
ち
は
、
『
法
華
経
』
の
も
し
く
は
□
品
の
、

経
文
の
一
文
一
句
の
主
旨
、
思
想
を
和
歌
と
い
う
形
態
で
表
現
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
一
首
一
首
の
和
歌
に
お
い
て
思
想
的

内
容
を
い
か
に
和
歌
と
し
て
詠
み
あ
ら
わ
し
た
か
が
そ
の
技
巧
を
評
価
す

る
観
点
と
な
り
、
い
か
に
経
旨
を
正
確
に
深
く
詠
ん
で
い
る
か
が
和
歌
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

価
値
の
高
下
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
作
者
を
考
え
る
場
合
に
は

経
典
の
理
解
が
歌
人
の
資
質
と
し
て
い
か
よ
う
に
ど
の
程
度
あ
る
か
が
眼

目
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
法
華
経
歌
の
注
釈
も
当
然
そ
れ
に
適
っ
て
い

る
か
ど
う
か
の
評
価
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
適
っ
て
い
る
か
を
説
明
す
る
こ

と
に
な
る
。

む
す
び

　
法
華
経
歌
集
系
の
和
歌
と
法
華
経
注
釈
書
系
の
和
歌
が
、
珍
し
く
合
致

す
る
事
例
は
、
ほ
と
ん
ど
が
『
法
華
経
』
を
詠
ん
だ
和
歌
の
な
か
で
も
著

名
で
代
表
的
な
歌
で
あ
る
。
法
華
経
注
釈
書
系
の
和
歌
は
、
必
ず
し
も
す

べ
て
が
『
法
華
経
』
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
各
様
の
な
か

　
　
　
　
　
『
法
華
経
』
と
和
歌

で
も
『
法
華
経
』
の
、
も
し
く
は
□
品
の
、
目
の
文
言
の
心
を
詠

ん
だ
歌
（
第
三
類
。
各
品
の
末
尾
に
「
□
品
の
心
を
」
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
場
合
が
典
型
的
）
が
、
法
華
経
歌
集
系
の
和
歌
と
重
な
る
。

　
『
法
華
経
』
に
か
か
わ
る
和
歌
の
な
か
で
も
そ
の
中
核
は
、
換
言
す
れ

ば
『
法
華
経
』
と
和
歌
と
の
本
質
的
な
か
か
わ
り
方
の
有
り
様
を
示
し
て

い
る
の
は
、
『
法
華
経
』
の
主
旨
（
心
）
を
和
歌
と
い
う
形
式
で
詠
む
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
法
華
経
歌
の
価
値
は
和
歌
と
し

て
の
美
的
価
値
の
高
下
と
も
う
ひ
と
つ
、
『
法
華
経
』
の
主
旨
を
ど
の
よ

う
に
み
ご
と
に
、
的
確
に
詠
み
込
ん
で
い
る
か
と
い
う
経
巻
と
和
歌
の
関

わ
り
の
有
り
様
が
法
華
経
歌
の
価
値
の
高
下
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
最
後
に
、
蓬
左
文
庫
本
『
鷲
林
拾
葉
隠
』
の
書
き
込
み
和
歌
に
つ
い
て

言
及
し
て
お
こ
う
。
当
該
の
書
き
込
み
和
歌
は
、
す
べ
て
で
三
十
九
首
あ

り
前
述
「
や
く
そ
く
に
」
の
類
歌
を
挙
げ
る
讐
喩
品
の
二
首
の
ほ
か
は
す

べ
て
序
品
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
に
注
記
的
性
格
を
も
っ
て
記
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
途
中
で
試
み
を
放
棄
し
た
も
の

と
お
ぼ
し
く
、
歌
の
性
格
は
注
釈
書
系
の
そ
れ
と
は
ほ
と
ん
ど
重
な
ら
ず
、

歌
集
系
の
そ
れ
と
あ
る
程
度
重
な
る
。

四
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〔
注
〕

1
　
毛
利
み
の
り
「
法
華
経
歌
集
類
聚
の
方
法
　
　
訳
和
歌
集
に
つ
い
て

l
」
（
『
女
子
大
文
学
』
四
四
号
。
平
成
五
年
三
月
）
参
照
。

2
　
塚
田
晃
信
「
翻
刻
『
法
華
和
語
記
』
（
上
）
」
（
『
東
洋
大
学
短
期
大
学

　
紀
要
』
一
五
号
。
昭
和
五
九
年
三
月
）
。

3
　
『
拾
出
庫
』
と
『
直
談
紗
』
に
収
載
さ
れ
る
和
歌
の
数
の
多
寡
、
内

　
容
、
収
載
の
形
態
な
ど
は
両
書
に
お
い
て
大
き
な
開
き
が
あ
り
、
別
に

　
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
に
関
わ
る
結
論
の
一
部
に
つ
い
て

　
の
み
ふ
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
『
拾
蚕
砂
』
の
そ
れ
は
『
直
談
紗
』
の
そ

　
れ
と
は
異
な
っ
て
一
項
目
の
も
し
く
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
項
目
の
叙
述

　
の
あ
と
に
一
一
三
首
程
度
の
和
歌
が
ま
と
め
て
挙
げ
ら
れ
る
傾
向
が
顕

　
著
で
（
特
に
化
城
古
品
一
法
師
品
あ
た
り
に
指
摘
で
き
る
）
、
内
容
も

　
形
式
も
『
和
語
記
』
に
非
常
に
近
い
。
ま
た
、
『
拾
葉
砂
』
と
『
直
談

　
妙
』
と
で
は
『
拾
孫
王
』
の
ほ
う
が
ず
い
ぶ
ん
『
和
語
記
』
、
『
美
和
集
』

　
と
の
（
殊
に
『
訳
和
集
』
と
の
）
重
な
り
が
多
い
。

4
　
約
束
の
た
か
へ
て
物
の
う
れ
し
き
は
引
ち
か
へ
た
る
車
な
り
け
り
。

　
ち
き
り
し
か
か
は
り
し
ご
と
の
う
れ
し
き
は
と
り
ち
か
へ
た
る
車
な
り

　
け
り
。

5
　
岡
崎
知
子
「
釈
教
歌
考
－
八
代
集
を
中
心
に
I
」
（
『
仏
教
文
学
研
究
』
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第
一
集
、
昭
和
三
八
年
一
月
）
が
こ
の
課
題
を
包
括
的
に
論
じ
た
希
な

論
文
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
概
括
的
で
あ
り
釈
教
歌
を
分
類

す
る
際
の
分
類
基
準
も
不
統
一
で
あ
っ
て
一
考
を
要
す
る
。

〔
付
記
〕

○
本
稿
の
引
用
本
文
及
び
表
の
数
値
を
算
出
す
る
に
使
用
し
た
文
献
は
次

に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

　
『
法
華
経
寒
林
拾
葉
砂
』
（
日
本
大
蔵
経
。
臨
川
書
店
刊
慶
安
版
本
の

影
印
本
に
よ
っ
て
一
部
本
文
を
訂
し
た
）
、
『
法
華
経
直
談
砂
』
（
臨
川
書

店
刊
寛
永
版
本
の
影
印
本
。
私
に
句
点
を
付
す
）
、
『
法
華
和
語
記
』
（
「
翻

刻
『
法
華
和
語
記
』
」
）
、
『
訳
和
集
』
（
京
都
大
学
蔵
、
承
応
二
年
刊
本
。

私
に
句
点
を
付
す
）
、
『
轍
詩
抄
』
（
叡
山
文
庫
本
に
よ
り
、
浅
草
寺
本
に

よ
っ
て
欠
を
補
っ
た
）
。

○
本
稿
は
和
歌
文
学
心
霊
四
十
回
大
会
（
平
成
六
年
十
月
十
五
日
一
十
七

日
、
於
大
妻
女
子
大
学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
基
と
し
て
成

る
。
同
発
表
の
場
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
後
ご
教
示
、
ご
意
見
を
く
だ
さ

っ
た
方
々
に
感
謝
す
る
。

○
そ
の
後
の
調
査
、
研
究
に
よ
る
拙
著
『
中
世
法
華
経
注
釈
書
の
研
究
』

（
笠
間
書
院
。
平
成
五
年
九
月
刊
）
第
三
章
の
表
の
数
値
の
修
正
を
こ
の



場
を
か
り
て
示
し
て
お
く
。

　
信
解
品
・
訳
和
集
と
轍
塵
抄
の
共
通
歌
2
0
↓
2
1
（
二
八
二
・
二
入
四
頁
）
。

宝
塔
品
・
訳
和
集
と
轍
塵
抄
の
共
通
歌
1
1
↓
1
0
（
二
八
二
・
二
八
四
頁
）
。

涌
出
品
・
轍
塵
抄
と
和
語
記
の
共
通
歌
1
↓
2
（
二
八
四
頁
）
。
寿
量
品
・

轍
塵
抄
の
歌
数
4
4
↓
4
3
（
二
入
二
・
二
入
三
・
二
八
四
頁
）
、
訳
和
集
と

轍
塵
抄
の
共
通
歌
4
3
↓
4
2
（
二
八
二
・
二
入
四
頁
）
。
法
師
功
徳
品
・
轍

塵
抄
と
和
語
記
の
共
通
歌
4
↓
5
（
二
入
四
頁
）
。
薬
王
品
・
轍
塵
抄
と

和
語
記
の
共
通
歌
4
↓
5
（
二
八
四
頁
）
。
妙
音
品
・
和
語
記
の
歌
数

4
↓
5
（
二
二
六
・
二
六
七
・
二
八
四
頁
）
。
普
門
品
・
和
語
記
の
歌
数

4
↓
5
（
二
六
六
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
轍
塵
抄
の
総
歌
数
は
娚
↓
研
（
二

八
二
・
二
八
三
・
二
入
四
頁
）
、
和
語
記
の
総
歌
数
は
皿
↓
槻
（
二
二
六
・

二
六
六
・
二
六
七
・
二
入
四
頁
V
、
訳
和
集
と
轍
塵
抄
の
共
通
歌
の
総
歌

数
は
佃
↓
佃
（
二
八
二
・
二
入
四
頁
）
、
轍
塵
抄
と
和
語
記
の
共
通
歌
の

総
歌
数
は
㎜
↓
塒
（
二
六
七
・
二
入
四
頁
）
と
な
る
。

（
ひ
ろ
た
　
て
つ
み
ち
・
本
学
教
授
）

『
法
華
経
』
と
和
歌

四
九


