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春
雨
の
よ
う
に

─
日
本
文
学
を
潤
し
た
法
華
経

カ
ル
ロ
ス
・
ル
ビ
オ

　

 

※
こ
の
講
演
は
２
０
１
３
年
４
月
12
日
、
マ
ド
リ
ッ
ド
近
郊
の
ス

ペ
イ
ン
Ｓ
Ｇ
Ｉ
文
化
会
館
で
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。
ス
ペ
イ
ン

語
に
よ
る
講
演
を
英
訳
し
、
そ
れ
を
講
演
者
自
身
が
校
閲
し
た

原
稿
︵The Journal of O
riental Studies vol.23
に
掲
載
︶
か

ら
邦
訳
し
ま
し
た
。

　

春
を
迎
え
た
こ
こ
マ
ド
リ
ッ
ド
は
、
今
日
、
予
期
せ
ぬ
雨
の

訪
れ
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
新
鮮
で
、
ぜ
い
た
く
な
ま
で

の
潤
い
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
わ
け
で
す
。
日
本
の
方
々
で
あ

れ
ば
、﹁
春
雨
﹂
と
美
し
く
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
か
ら
１
時
間
少
々
、
土
と
大
地
に
恵
み
を
与
え
る
﹁
水
﹂

の
力
に
つ
い
て
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
よ
く
言
わ
れ
る

よ
う
に
、
水
は
い
わ
ば
﹁
地
上
の
生
命
に
と
っ
て
の
宝
﹂
で
す
。

私
は
、﹁
水
﹂
を
﹁
法
華
経
﹂
の
譬
喩
の
つ
も
り
で
語
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
仏
教
の
信
仰
者
に
と
っ
て
、
こ
の
譬
喩
が
何
を
意

味
す
る
か
な
ど
を
ご
説
明
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
多
く
の
皆
さ
ま
と
は
違
っ
て
、
私
は
信
仰
心

と
い
う
も
の
に
恵
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
説
明
す
る
資
格

が
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
今
日
は
あ
え
て
法
華
経
の
本
質
的
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な
価
値
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
大
胆
な
試
み
を
、
ど
う
か
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

私
が
法
華
経
の
本
質
的
な
価
値
を
理
解
し
た
き
っ
か
け
は
、

Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
と
協
力
し
て
ス
ペ
イ
ン

語
版
の
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
の
監
修
を
し
た
こ
と
で
す
。

そ
の
際
、
法
華
経
と
日
本
文
化
、
特
に
和
歌
と
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
も
学
ん
だ
の
で
す
。

希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
：
「
あ
な
た
も
仏
に
成
れ
る
」

　

法
華
経
の
最
初
の
場
面
で
は
、
多
く
の
阿
羅
漢
や
修
行
者
、

諸
天
、
王
ら
が
仏
の
教
え
を
聞
き
に
集
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、

彼
ら
が
仏
に
大
い
な
る
礼
拝
と
供
養
を
捧
げ
た
後
、
仏
は
そ
れ

ら
を
納
受
し
、
深
い
瞑
想
に
入
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
衆
生
が

仏
の
説
法
を
待
っ
て
い
る
と
、
花
が
雨
の
よ
う
に
空
か
ら
降
り

注
ぎ
、
大
地
が
震
動
し
ま
す
。
や
が
て
仏
の
眉
間
の
白び

ゃ
く

毫ご
う

か
ら

光
が
放
た
れ
、
幾
万
の
世
界
を
照
ら
し
出
す
の
で
す
。
弥
勒
菩

薩
は
こ
の
不
可
思
議
な
現
象
の
意
味
を
知
ろ
う
と
し
て
、
文
殊

師
利
菩
薩
に
尋
ね
ま
す
。
文
殊
は
、
過
去
の
諸
仏
の
も
と
で
の

体
験
を
振
り
返
り
、
こ
の
現
象
は
ず
っ
と
昔
に
仏
が
無
量
義
経

を
説
い
て
三
昧
に
入
ら
れ
た
時
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
同
じ
だ
と

語
り
ま
す
。
大
地
が
揺
れ
、
空
か
ら
花
が
降
っ
て
き
た
の
は
、

か
つ
て
仏
が
法
華
経
を
説
か
れ
る
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
、

今
ま
さ
に
仏
は
ま
た
法
華
経
を
説
法
さ
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
と
。
そ
れ
を
聞
い
て
大
衆
の
期
待
が
高
ま
る
な
か
、
法
華
経

の
序
品
は
終
わ
り
ま
す
。

　

次
の
第
２
章
︵
方
便
品
︶
で
は
、
三
昧
に
入
っ
て
い
た
仏
が
い

よ
い
よ
立
ち
上
が
り
、
仏
で
は
な
い
者
に
仏
の
智
慧
を
教
え
る

難
し
さ
を
語
り
ま
す
。
菩
薩
で
さ
え
も
仏
の
智
慧
を
理
解
す
る

こ
と
は
到
底
で
き
な
い
と
言
う
の
で
す
。
そ
こ
で
聴
衆
を
代
表

し
て
舎
利
弗
が
仏
に
真
の
法
を
説
く
よ
う
に
嘆
願
し
、
や
っ
と

仏
は
仏
の
智
慧
を
説
く
こ
と
に
応
じ
ま
す
。
し
か
し
、
仏
の
最

高
の
智
慧
を
理
解
す
る
難
し
さ
を
聞
い
た
者
た
ち
の
一
部
は
、

そ
の
場
か
ら
立
ち
去
っ
て
し
ま
い
ま
す
︵
五
千
の
上
慢
︶。
そ
し
て

仏
は
﹁
こ
こ
に
残
っ
て
い
る
者
は
、や
が
て
仏
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂

と
称
賛
す
る
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
法
華
経
第
３
章
︵
譬
喩
品
︶
は
舎
利
弗
が

﹁
踊ゆ

躍や
く

歓
喜
﹂
す
る
姿
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
説
法
は
、

法
華
経
の
多
く
の
譬
喩
︵
法
華
七
譬
な
ど
︶
の
う
ち
の
ひ
と
つ
︵
三
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車
火
宅
の
譬
え
︶
に
入
り
ま
す
。

　

法
華
経
の
後
半
に
は
、
法
華
経
を
受
持
す
る
者
が
受
け
る
素

晴
ら
し
い
功
徳
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
法
華
経
を
ど
の
よ
う
に

書
写
し
、
読
誦
し
、
弘
め
、
解
説
す
る
べ
き
で
あ
る
か
な
ど
法

華
経
を
た
も
つ
者
の
責
任
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
、
法
華
経
そ
の
も
の
が
﹁
信
仰
の
対
象
﹂
へ
と
昇
格
さ

れ
て
い
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
法
華
経
へ
の
讃
嘆
は
詳
細
に
わ
た
っ
て
、
ど
ん
ど

ん
増
え
て
い
き
ま
す
が
、
大
衆
が
列
座
す
る
中
、
仏
の
悟
り
の

内
容
は
一
向
に
説
か
れ
ま
せ
ん
。
法
華
経
に
は
、
あ
ふ
れ
ん
ば

か
り
の
功
徳
が
説
か
れ
、
目
も
く
ら
む
イ
メ
ー
ジ
と
荘
厳
な
詩

的
言
辞
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ナ
ベ

が
著
書
﹃
日
本
文
化
に
お
け
る
法
華
経あ
﹄
で
言
う
よ
う
に
、
法

華
経
は
﹁
本
文
が
無
い
本
の
長
い
序
文
﹂
に
似
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
法
華
経
の
称
賛
の
対
象
は
法
華
経
そ
の
も
の
な
の

で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
法
華
経
は
基
本
的
思
想
と
し
て
、

＂
一
切
衆
生
に
仏
性
が
あ
り
、
ゆ
え
に
誰
も
が
仏
に
成
り
得
る
＂

と
い
う
希
望
と
喜
び
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
ま
す
。

日
本
文
化
に
「
生
命
の
水
」
を
与
え
た
法
華
経

　

信
仰
の
な
い
学
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
法
華
経
の
登
場
人

物
た
ち
が
、
全
く
説
法
さ
れ
な
い
教
え
を
讃
嘆
し
続
け
る
と
い

っ
た
光
景
は
、
他
に
類
を
見
な
い
特
徴
に
思
え
ま
す
。
一
方
、

法
華
経
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
読
ま
れ
、
聴
か
れ
、
手
を
加

え
た
り
応
用
さ
れ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
空
っ

ぽ
の
経
典
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
や
儀
式
の
た
め

の
絵
画
と
な
っ
た
り
、
詩
と
し
て
朗
読
さ
れ
た
り
、
石
に
彫
刻

さ
れ
た
り
、
権
力
を
得
る
た
め
、
人
々
の
病
気
を
癒
す
た
め
、

名
誉
を
勝
ち
取
る
た
め
、
芸
術
家
に
霊
感
を
与
え
る
た
め
に
使

わ
れ
て
き
ま
し
た
。
法
華
経
は
書
物
と
し
て
、ま
た
讃
歌
と
し
て
、

幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
日
本
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き

た
の
で
す
。

　

法
華
経
は
、
定
ま
っ
た
形
を
も
た
な
い
液
体
の
よ
う
に
、
容

器
の
形
に
応
じ
て
変
化
す
る
不
思
議
な
性
質
を
も
っ
て
お
り
、

﹁
水
﹂
に
譬
え
ら
れ
ま
す
。
水
は
、
容
器
が
無
け
れ
ば
、
こ
ぼ
れ
、

地
面
な
ど
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
形
は
無
く
な
っ

て
も
、
そ
の
性
質
は
地
に
移
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
水
は
や
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が
て
地
に
行
き
渡
っ
て
、
そ
こ
に
生
命
を
与
え
、
価
値
を
与
え

ま
す
。
法
華
経
も
日
本
文
化
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
役
割
を

担
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

法
華
経
は
、
他
の
経
典
と
同
じ
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈

さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
で
言
及
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
肝
心
の
部
分
は
空
っ
ぽ
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
法
華
経
は

特
別
な
存
在
な
の
で
す
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
た
る
や
、
肝
心
の
部

分
の
周
辺
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
文
の
運
び
で

あ
る
た
め
に
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
解
釈
し
た
く
な
る
と

と
と
も
に
、
言
葉
に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
何
か
で
埋
め
た
く

な
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
傾
向
が
あ
る
た
め
に
、
法
華
経
は
、

そ
の
経
文
を
自
由
に
変
形
さ
れ
な
が
ら
、
日
本
文
化
の
さ
ま
ざ

ま
な
局
面
に
応
用
さ
れ
、
生
命
を
与
え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

譬
え
る
な
ら
ば
、
お
香
の
香
り
が
部
屋
の
隅
々
や
家
具
に
ま
で

染
み
込
ん
で
、
そ
の
部
屋
に
独
特
の
趣
き
を
与
え
る
よ
う
な
も

の
で
す
。
本
講
演
の
目
的
は
、
こ
の
香
り
に
皆
さ
ま
を
お
招
き

す
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
水
の
譬
喩
で
言
う
な
ら
ば
、
命
を
与

え
る
法
華
経
の
水
が
浸
透
し
た
こ
の
大
地
を
、
皆
さ
ま
と
一
緒

に
認
識
す
る
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
日
本
文
化
と
い
っ
て
も
、
大
地
が
巨
大
で
あ
る
よ

う
に
、
絵
画
、
歴
史
、
哲
学
、
政
治
、
宗
教
、
彫
刻
、
書
道
、

料
理
、
建
築
な
ど
、
そ
の
範
囲
は
広
大
で
す
。
こ
れ
ら
す
べ
て

に
つ
い
て
は
、
と
て
も
１
時
間
で
は
語
り
尽
く
せ
ま
せ
ん
し
、

第
一
、
そ
の
用
意
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
や
め
て
お
き
ま
す
が
、

今
日
は
そ
の
中
の
ほ
ん
の
一
部
の
範
囲
、
命
を
与
え
る
法
華
経

の
水
が
素
晴
ら
し
く
染
み
通
り
、
並
外
れ
て
美
し
く
興
趣
深
い

草
木
を
育
て
た
土
地
に
つ
い
て
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ

の
土
地
と
い
う
の
は
日
本
文
学
の
エ
リ
ア
で
あ
り
、
そ
の
中
に

和
歌
の
領
域
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
文
学
は
、
１
５
０
０
年
と
い
う
非
常
に
長
い
年
月
を
か

け
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
特
に
７
世
紀
か
ら
13

世
紀
の
和
歌
に
絞
っ
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時

代
に
、
日
本
の
美
意
識
や
文
芸
の
洗
練
の
基
準
が
形
成
さ
れ
ま

し
た
。
他
方
、
仏
教
の
影
響
が
貴
族
階
級
や
高
僧
の
間
に
浸
透

し
始
め
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
当
時
の
唯
一
の
知
識

階
級
で
し
た
。

　

今
回
は
、
ジ
ャ
ン
ル
も
時
代
も
異
な
る
多
様
な
事
例
を
紹
介

し
ま
す
が
、
そ
れ
は
法
華
経
が
日
本
文
化
に
与
え
た
影
響
の
多
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様
性
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。

　

例
え
ば

─
。

１
︶
歴
史
と
し
て
語
ら
れ
た
﹃
古
事
記
﹄
の
神
話
に
つ
い
て
。

２
︶
日
本
古
典
文
学
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄

に
つ
い
て
。

　

こ
の
両
作
品
に
つ
い
て
は
、
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
と
歴
史

家
・
根
本
誠
氏
と
の
対
談
﹃
古
典
を
語
るい
﹄
で
概
要
が
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
照
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
１
９
７
０
年

代
の
発
刊
で
、
英
訳
な
ど
は
あ
り
ま
す
が
、
ス
ペ
イ
ン
語
訳
は

ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

３
︶
和
歌
に
つ
い
て
。

　

勅
撰
和
歌
集
や
選
子
内
親
王
、
西
行
、
慈
円
ら
の
私
家
集
に

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
作
品
を
め
ぐ
っ
て
。

　

私
は
︵
ス
ペ
イ
ン
語
と
日
本
語
と
の
︶
対
訳
詞
華
集
﹃
鳥
と
花
：

日
本
詩
歌
の
千
五
百
年う
﹄
を
編
み
ま
し
た
が
、
そ
の
中
の
和
歌

を
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
先
述
し
た
﹃
日
本
文
化
に
お
け
る
法
華

経
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
山
田
昭
全
氏
の
論
文
﹁
詩

歌
と
そ
の
意
味
：
中
世
詩
歌
と
法
華
経え
﹂
の
中
か
ら

も
、
い
く
つ
か
拾
い
集
め
て
み
ま
し
た
。

１　

古
事
記

─
日
本
文
学
の
苗な
え

床ど
こ

　
﹁
日
本
の
古
代
の
事
が
ら
を
記
録
し
た
も
の
﹂
と
い

う
意
味
の
﹁
古
事
記
﹂
は
、
ま
る
で
神
話
と
歴
史
の

間
に
架
け
ら
れ
た
﹁
霧
の
橋
﹂
の
上
に
し
っ
か
り
固

定
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
作
品
で
す
。
そ
こ
に
は
日
本

文
化
の
始
ま
り
を
告
げ
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
多
彩

な
神
々
や
英
雄
の
姿
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
ま

ルビオ教授が翻訳・編集した対訳詞華集
『鳥と花：日本詩歌の千五百年』。174の作
品を多くの挿絵入りで収録している
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す
。
半
ば
伝
説
的
な
物
語
、
天
地
開か
い

闢び
ゃ
くの
神
話
、
歌
謡
、
詩
歌
、

王
統
譜

─
そ
れ
ら
の
混
淆
の
よ
う
な
こ
の
作
品
は
、
今
日
で

は
歴
史
書
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
文
芸
と
し
て
の
価
値
や
人
類

学
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
古
事
記
は
７
１
２
年
３
月
に
朝
廷
に
献
上
さ
れ
ま
し

が
、
古
事
記
に
出
て
く
る
歌
謡
や
伝
説
の
多
く
は
、
も
っ
と
早

い
段
階
、
つ
ま
り
７
世
紀
以
前
の
、
日
本
社
会
で
読
み
書
き
が

広
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
で
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
古
事
記
は
、
天
武
天
皇
の
治
世
で
あ
っ
た
７
世
紀
最
後

の
25
年
間
に
編
纂
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

仏
教
が
国
家
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
と
重
な
り
ま

す
。
さ
て
、
仏
教
が
西
方
の
韓
・
朝
鮮
半
島
や
中
国
か
ら
伝
わ

り
、
日
本
の
朝
廷
に
よ
っ
て
公
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
６

世
紀
の
半
ば
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
数
十
年
も
前
に
、
中
国
か
ら
だ
け
で

な
く
イ
ン
ド
や
南
方
の
ル
ー
ト
で
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
も
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
。

　

古
事
記
の
原
形
は
、
仏
教
経
典
が
知
ら
れ
、
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
７
世
紀
に
は
、
朝
廷
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

例
え
ば
、
後
の
時
代
に
観
音
菩
薩
の
化
身
と
し
て
崇
め
ら
れ
た

聖
徳
太
子
︵
５
７
４
︲
６
２
２
年
︶
が
、
法
華
経
の
熱
心
な
信
仰

者
で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
有
名
な
摂
政
で
あ
っ
た

聖
徳
太
子
は
、
法
華
経
と
他
の
ふ
た
つ
の
経
︵
勝
鬘
経
・
維
摩
経
︶

へ
の
注
釈
を
ま
と
め
た
﹁
三
経
義
疏
﹂
を
著
し
ま
し
た
。
今
日

で
は
本
人
に
よ
る
著
作
か
ど
う
か
は
疑
わ
れ
て
い
ま
す
が

─
。

法
華
経
は
、
多
く
の
人
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
譬
え
話
が
使
わ

れ
て
い
た
り
、
や
さ
し
い
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
た
た
め
、
当

時
の
中
国
で
と
て
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
聖
徳

太
子
も
法
華
経
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
仏
教
を
国
教
に
ま
で
引
き
上
げ
た
の
は
、
国
分
寺

を
全
国
に
造
っ
た
聖
武
天
皇
︵
在
位
７
２
４
︲
７
４
９
年
︶
で
し
た
。

聖
武
天
皇
は
さ
ら
に
国
分
尼
寺
で
も
法
華
経
が
読
誦
さ
れ
る
よ

う
勅
令
を
出
し
て
い
ま
す
。
法
華
経
の
ど
の
章
に
も
罪
の
消
滅

に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
国
分
尼

寺
は
法
華
滅
罪
之
寺
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
法
華
経
は
、
金
光
明

経
・
仁
王
般
若
経
と
と
も
に
護
国
三
部
経
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
ま

し
た
。
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こ
れ
ら
の
歴
史
的
事
実
を
ご
紹
介
し
た
の
は
、
古
事
記
が
編

纂
さ
れ
て
い
た
７
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
法
華
経
は
朝
廷
で
知

れ
渡
っ
て
お
り
、
古
事
記
が
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
８
世
紀
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
た
め
で
す
。
日
本
の
学
者
・
神
田
秀

夫
氏
は
、
仏
教
経
典
な
か
ん
ず
く
法
華
経
や
維
摩
経
が
、
文
辞
・

文
体
の
上
で
、
古
事
記
を
編
纂
し
た
太
安
万
侶
に
多
大
な
影
響

を
与
え
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
ま
し
た
。
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の

対
談
﹃
古
典
を
語
る
﹄
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
神
田
氏
の
論
点
の

幾
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
。

ａ
︶
古
事
記
の
最
も
特
徴
的
な
点
の
ひ
と
つ
は
、
多
く
の
古

代
歌
謡
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
仏
を
ほ
め
た
た
え
る
た
め
な
ど
に
使
わ
れ
た
仏

典
の
﹁
偈げ

﹂
を
模
倣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
偈
は

教
義
の
要
点
を
覚
え
や
す
く
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。

ｂ
︶
古
事
記
の
神
話
や
伝
説
に
登
場
す
る
人
物
が
神
々
や
天

皇
に
何
か
を
申
し
上
げ
た
と
い
う
時
に
は
、﹁
白は

く

﹂
と
い

う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
漢
訳
仏
典
か
ら

き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
法
華
経
の
寿
量
品

に
は
、﹁
弥
勒
菩
薩
等
は
倶と

も

に
仏
に
白も
う

し
て
言も
う

さ
くお
﹂
と

あ
り
ま
す
。︵
倶く

白び
ゃ
く

仏ぶ
つ

言ご
ん

︶
こ
う
し
た
敬
語
的
﹁
白
﹂
の

用
法
は
、
日
本
に
お
い
て
５
世
紀か
か
ら
知
ら
れ
て
い
た

儒
教
の
経
典
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
は
な
い
。

ｃ
︶
古
事
記
に
は
歌
謡
や
場
所
、
人
、
神
な
ど
の
固
有
名
詞

を
表
記
す
る
際
に
、
一
字
一
意
の
漢
字
で
は
な
く
一
音

節
一
字
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
用
法
は
、
中
国
に
お
い
て
中
国
語
に
は
な
い

も
の
を
翻
訳
す
る
際
に
使
用
さ
れ
、
鳩
摩
羅
什
︵
３
４
４

︲
４
１
３
年
、
別
説
も
︶
も
、
法
華
経
漢
訳
の
際
な
ど
に

こ
の
音
訳
を
用
い
た
。
例
え
ば
、
法
華
経
の
陀
羅
尼
品

に
は
﹁
咒じ

ゅ

﹂
を
音
訳
し
た
例
が
あ
る
。

　

─
こ
の
よ
う
な
漢
字
の
音
訳
は
、
阿
羅
漢
・
羅
漢
、 

阿
修

羅
、
波
羅
蜜
、
優
婆
塞
、
娑
婆
と
い
う
よ
う
に
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
や
パ
ー
リ
語
、
そ
の
他
の
イ
ン
ド
の
言
語
を
漢
訳
す
る

際
、
儒
教
の
よ
う
な
仏
典
以
外
の
中
国
古
典
に
は
な
い
語
を
訳

す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
事
記
の
中
で
も
、
７
世
紀

の
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
を
表
記
す
る
際
に
、
法
華
経
の
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中
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。

ｄ
︶
古
事
記
の
神
代
篇
に
は
、
出
雲
の
伊
那
佐
の
小
浜
︵
現
在

の
島
根
県
出
雲
市
・
稲
佐
の
浜
︶
に
降
り
立
っ
た
天
照
大
神

の
使
い
︵
建た
け

御み
か

雷づ
ち

︶
に
よ
っ
て
、
大
国
主
の
国
土
が
無
理

や
り
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。﹁
出
雲

国
の
伊
那
佐
の
小
濱
に
降
り
到
り
て
、
十と

つ
か掬
剣つ
る
ぎ
を
抜
き

て
、
逆

さ
か
し
まに
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
其
の
剣
の
前さ
き

に
趺あ
ぐ

み

坐ま

し
てか
﹂。
こ
の
﹁
趺
み
坐
し
て
﹂
と
は
脚
を
組
ん
で
坐す
わ

っ
た
格
好
で
あ
る
﹁
趺ふ

坐ざ

﹂
を
指
し
て
お
り
、
法
華
経

の
中
で
、
仏
が
瞑
想
に
入
っ
た
時
の
姿
で
あ
る
﹁
結け

っ

跏か

趺ふ

坐ざ

﹂
か
ら
来
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ｅ
︶
古
事
記
の
﹁
成じ

ょ
う

神し
ん

﹂︵
神
道
の
神
に
成
る
︶
と
い
う
言
葉
は
、

法
華
経
で
使
わ
れ
る
﹁
成
仏
﹂
か
ら
来
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
華
経
か
ら
借
り
ら
れ
て
き
た

言
葉
は
、
他
に
も
﹁
歓
喜
﹂﹁
貧
窮
﹂﹁
嫉
妬
﹂﹁
遊
行
﹂

な
ど
が
あ
る
。

　

さ
て
、
古
事
記
を
日
本
の
美
的
・
文
化
的
価
値
の
苗
床
で
あ

る
と
見
な
す
と
し
た
ら
、
古
事
記
へ
の
法
華
経
の
影
響
は
、﹁
水
﹂

が
強
い
勢
い
で
大
地
に
浸
透
す
る
よ
う
に
、
次
代
の
文
化
的
表

現
の
中
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

２　

源
氏
物
語

─

　
「
光
る
君
」
を
描
い
た
古
典
小
説

　

次
に
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
日
本
の
古
典
文
学
の
中
で
特

に
重
要
と
見
な
さ
れ
て
い
る
作
品
へ
の
法
華
経
の
影
響
に
着
目

し
て
み
ま
す
。
紫
式
部
と
い
う
高
貴
な
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
﹁
源
氏
物
語
﹂
で
す
。︵
最
新
の
英
訳
版
で
︶
１
２
０
０
頁
に
も

な
る
名
作
で
、
54
帖
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
０
０
１
年
か

ら
１
０
０
６
年
の
間
に
著
さ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
作
品
は
、
世

界
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
最
重
要
の
作
品
の
ひ
と
つ
と
言

っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

主
人
公
・
光
源
氏
は
美
徳
と
芸
術
的
技
能
を
備
え
た
人
物
と

さ
れ
て
お
り
、
物
語
で
は
光
源
氏
の
多
面
的
な
姿
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
恋
愛
人
あ
る
い
は
日
本
版
ド
ン
・
フ
ァ
ン

と
し
て
の
光
源
氏
、
２
つ
目
は
政
治
家
・
権
勢
人
と
し
て
の
光

源
氏
、
３
つ
目
が
宗
教
人
と
し
て
の
光
源
氏
で
す
。
そ
し
て
源



80

氏
物
語
の
テ
ー
マ
は
﹁
人
生
の
無
常
﹂
と
﹁
避
け
ら
れ
な
い
死
﹂

の
ふ
た
つ
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
法
華
経
は
こ
の
傑
作
に
ど
の
程
度
、
影
響
を
与
え
た

の
で
し
ょ
う
か
。
源
氏
物
語
が
書
か
れ
た
頃
の
平
安
仏
教
で
は

天
台
と
真
言
と
い
う
ふ
た
つ
の
宗
派
に
権
威
が
あ
り
ま
し
た
。

源
氏
物
語
で
は
怨
霊
や
、
危
篤
の
人
の
た
め
の
加
持
祈
祷
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
真
言
宗
の
信
仰
な
ど
と

深
く
関
連
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
へ

の
信
仰
に
つ
い
て
の
事
例
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

法
華
経
を
熟
知
し
て
い
た
紫
式
部

　
﹃
古
典
を
語
る
﹄
の
中
で
、
池
田
会
長
は
国
文
学
者
で
あ
る
池

田
亀
鑑
氏
の
本
、
特
に
﹃
源
氏
物
語
事
典
﹄
等
を
引
い
て
、
源

氏
物
語
へ
の
法
華
経
の
影
響
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
幾

つ
か
紹
介
し
ま
す
。

ａ
︶
主
人
公
・
光
源
氏
の
名
前
は
、
美
し
い
人
や
神
聖
な
人

の
体
か
ら
放
た
れ
る
光
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
姿
は
仏

典
に
描
か
れ
る
仏
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
も
う

ひ
と
り
の
主
要
人
物
で
あ
る
薫
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

薫
の
名
は
香
り
を
意
味
し
て
お
り
、
体
か
ら
光
で
は
な

く
芳
香
を
放
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
法
華
経
第
23

章
の
薬
王
品
に
出
て
く
る
牛ご

頭ず

栴せ
ん

檀だ
ん

の
香
り
を
連
想
さ

せ
る
。
そ
こ
で
は
牛
頭
栴
檀
の
香
り
は
、
真
の
信
仰
者

か
ら
放
た
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
るく
。

ｂ
︶
源
氏
物
語
第
19
帖
﹁
薄
雲
﹂
で
は
、
藤
壺
中
宮
︵
光
源
氏

の
父
・
桐
壺
帝
の
後
妻
。
源
氏
の
初
恋
の
相
手
︶
の
死
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。﹁
と
も
し
火
な
ど

の
消
え
入
る
や
う
に
て
、
は
て
給
ひ
ぬ
れ
ば
⋮
⋮け
﹂。
こ

れ
は
、
法
華
経
の
序
品
に
出
て
く
る
﹁
如
薪
尽
火
滅
︵
薪た
き
ぎ

尽
き
て
火
の
滅
す
る
が
如
しこ︶﹂
の
言
葉
が
も
と
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ｃ
︶
第
47
帖
は
﹁
総あ

げ

角ま
き

﹂
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
で
は
法
華
経
第

20
章
に
登
場
す
る
常
不
軽
菩
薩
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い

る
。

ｄ
︶
第
53
帖
の
﹁
手て

な
ら
い習
﹂
で
は
、
横よ
か
わ
の川
僧そ
う

都ず

と
呼
ば
れ
る
僧

侶
が
、
身
元
の
わ
か
ら
な
い
若
い
娘
・
浮う

き

舟ふ
ね

の
こ
と
を

話
す
。﹁
ゐい

中な
か

人
の
女む
す
めも
、
さ
る
様
し
た
る
こ
そ
は
侍は
べ

ら

め
。
龍
の
中
よ
り
、
仏
生
ま
れ
給
は
ず
ば
こ
そ
、
侍
ら
め
。
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た
ゞ
人
に
て
は
、
い
と
、
罪
軽
き
さ
ま
の
人
に
な
む
、

侍
り
け
るさ
﹂。
こ
の
一
文
は
、
法
華
経
第
12
章
・
提だ
い

婆ば

品

に
登
場
す
る
龍
王
の
娘
・
龍
女
が
、
生
ま
れ
が
卑
し
い

者
と
さ
れ
な
が
ら
仏
の
境
涯
を
開
く
と
い
う
有
名
な
故

事
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ｅ
︶
源
氏
物
語
の
注
釈
書
で
あ
る
15
世
紀
の
一
条
兼か

ね

良ら

の
著

作
﹁
花
鳥
余
情
﹂、
17
世
紀
の
北
村
季き

吟ぎ
ん

の
著
作
﹁
湖
月

抄
﹂
に
は
、
仏
典
が
与
え
た
源
氏
物
語
へ
の
影
響
に
つ

い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
２
帖
﹁
帚は

は
き
ぎ木
﹂
で
の
﹁
雨

夜
の
品
定
め
﹂
で
、
光
源
氏
と
友
人
が
女
性
た
ち
の
品

評
を
し
て
い
る
場
面
と
、
法
華
経
の
﹁
三
周
の
説
法
﹂

と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
よ

う
で
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

─
﹁
三
周
の
説
法
﹂
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
法
華
経
第
２

章
﹁
方
便
品
﹂
に
は
、
世
間
の
諸
々
の
現
象
が
す
べ
て
そ
の
ま

ま
永
遠
の
真
理
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
﹁
諸
法
実
相
﹂
が

釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
舎
利
弗
だ
け
が
そ
の
妙
理
を
会
得
し

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
説
法
は
法
説
周
と
呼
ば
れ
ま
す
。

次
に
、
法
華
経
第
３
章
で
﹁
三
車
火
宅
の
譬
え
﹂
を
説
き
、
須し
ゅ

菩ぼ

提だ
い

、
迦か

旃せ
ん

延ね
ん

、
迦
葉
、
目
連
と
い
う
弟
子
た
ち
が
こ
れ
を
聞

い
て
悟
り
ま
す
。
こ
の
説
法
を
譬
説
周
と
言
い
ま
す
。
三
番
目

に
、
よ
り
理
解
力
に
乏
し
く
、
譬
説
周
で
も
理
解
で
き
な
か
っ

た
富ふ

楼る

那な

た
ち
の
た
め
に
、
釈
尊
は
化
導
の
因
縁
の
相
を
示
し
、

仏
の
過
去
世
の
話
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
因
縁
︵
説
︶
周
と
呼
ば
れ

ま
す
。

　

源
氏
物
語
の
第
２
帖
で
は
、
女
性
の
一
般
論
か
ら
始
ま
っ
て
、

そ
の
後
、
想
像
上
の
女
性
の
描
写
へ
進
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
れ

が
法
華
経
の
法
説
周
と
譬
説
周
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
最
後
に
、
友
人
た
ち
が
女
性
と
の
個
人
的
な
体
験
に
つ

い
て
語
る
の
は
、
仏
が
過
去
世
の
話
を
す
る
の
に
相
当
す
る
と

見
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ｆ
︶
仏
法
は
、
生
老
病
死
と
い
う
人
生
の
根
本
的
事
実
を
直

視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら

そ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
生
老
病
死
の

実
相
を
説
明
し
よ
う
と
し
、
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
た

め
の
幾
つ
か
の
方
法
を
説
き
、
避
け
ら
れ
な
い
現
実
問

題
か
ら
人
々
を
救
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

仏
法
は
生
命
の
真
の
姿
と
は
何
か
を
明
か
し
て
い
る
。
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天
台
宗
の
一
念
三
千
と
い
う
生
命
の
法
理
は
、
法
華
経

に
説
か
れ
た
仏
教
思
想
の
結
晶
で
あ
る
。

　

文
学
と
い
う
も
の
は
、
人
間
が
日
常
生
活
で
直
面
す

る
人
生
の
実
相
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

十
界
論
で
言
え
ば
、
文
学
の
試
み
と
は
、
九
界
の
境
涯

に
あ
る
人
間
を
成
長
さ
せ
て
、
よ
り
高
い
境
涯
、
す
な

わ
ち
仏
界
へ
と
導
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
唯
識
論

で
言
え
ば
、
六
識
や
七
識
か
ら
九
識
の
自
覚
へ
と
進
ま

せ
よ
う
と
い
う
試
み
な
の
で
あ
る
。

　

─
対
談
で
は
、
源
氏
物
語
の
哲
学
と
し
て
筆
者
の
文
学
観

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
蛍
﹂
の
章
︵
第
25
帖
︶
か
ら
も
引
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
﹁
よ
き
様
に
言
ふ
と
て
は
、
よ
き
こ
と
の
限
り
え
り
出
で
ゝ
、

人
に
従
は
む
と
て
は
、
又
、
あ
し
き
さ
ま
の
、
め
づ
ら
し
き

事
を
取
り
あ
つ
め
た
る
、
み
な
、
か
た
〴
〵
に
つ
け
た
る
、

こ
の
世
の
ほ
か
の
こ
と
な
ら
ず
か
し
⋮
⋮
ひ
た
ぶ
る
に
、
空

言
と
い
ひ
は
て
む
も
、
事
の
心
、
違
ひ
て
な
む
あ
り
け
る
。

仏
の
、
い
と
、
う
る
は
し
き
心
に
て
、
説
き
お
き
給
へ
る
御

法
も
、
方
便
と
い
ふ
事
あ
り
て
、
さ
と
り
な
き
者
は
、
こ
ゝ

か
し
こ
、
た
が
ふ
疑
ひ
を
、
お
き
つ
べ
く
な
ん
。
方
等
経
の

中
に
お
ほ
か
れ
ど
、い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
一
つ
旨
に
あ
た
り
て
、

菩
提
と
煩
悩
と
の
隔
た
り
な
む
、
こ
の
、
人
の
よ
し
あ
し
き

ば
か
り
の
事
は
、
か
は
り
け
る
。
よ
く
言
へ
ば
、
す
べ
て
何

事
も
、
む
な
し
か
ら
ず
な
り
ぬ
やし
﹂

　

こ
の
よ
う
に
作
者
は
、
法
華
経
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

「
枕
草
子
」
の
中
の
法
華
経

　

源
氏
物
語
と
同
じ
頃
に
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、

は
っ
き
り
と
法
華
経
に
言
及
し
て
い
る
作
品
は
も
ち
ろ
ん
他
に

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
清
少
納
言
の
﹁
枕
草
子
﹂
で
す
。
光
彩

を
放
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
数
々
が
集
め
ら
れ
た
こ
の
随
筆
集
の
中

に
、
ひ
と
き
わ
目
立
っ
た
一
節
が
あ
り
ま
す
︵﹁
小
白
河
と
い
ふ
所

は
﹂
の
章
︶。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
︵
作
者
︶
は
、
説
法
を

聞
い
て
い
る
途
中
で
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
牛
車
を

呼
ぶ
の
で
す
。
す
る
と
、
あ
る
貴
族
が
彼
女
に
﹁
や
や
、
ま
か

り
ぬ
る
も
よ
しす
﹂︵
ま
あ
、
退
出
す
る
の
も
ま
た
よ
い
で
し
ょ
う
︶
と

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
法
華
経
の
中
で
、＂
五
千
人
の
上
慢
の
者
＂
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が
仏
の
説
法
を
聞
き
た
が
ら
ず
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
る
と
い

う
話
に
関
連
づ
け
ら
れ
ま
すせ
。
こ
の
話
は
、
10
世
紀
か
ら
11
世

紀
の
日
本
の
朝
廷
内
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

当
時
の
屏
風
の
画
に
も
描
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ

と
は
確
認
で
き
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
貴
族
が
集
っ
た
法
華
八
講
の
中
で
最
も
人
気
の

あ
っ
た
の
は
提
婆
達
多
品
で
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
王
が
︵
仏
の
悟

り
を
求
め
て
︶
阿あ

私し

仙
人
に
仕
え
、
薪
を
拾
い
、
水
を
汲
ん
で
修

行
し
た
と
説
か
れ
て
い
ま
すそ
。

３　

聖
な
る
力
に
浸
さ
れ
た「
和
歌
の
花
園
」

　

古
事
記
と
源
氏
物
語
に
続
い
て
、
日
本
文
学
へ
の
法
華
経
の

影
響
の
第
３
の
旅
は
、
庭
園
を
歩
い
て
い
く
旅
で
す
。
そ
の
光

と
影
の
庭
に
は
石
が
あ
り
砂
が
あ
り
、
苔
が
む
し
、
花
が
咲
き
、

い
つ
も
絶
妙
な
る
美
し
さ
を
た
た
え
て
い
ま
す
。
こ
の
庭
と
は
、

日
本
詩
歌
の
園
で
す
。

「
歌
」
が
人
と
社
会
を
動
か
す
力
を
も
っ
て
い
た

　

日
本
文
化
の
伝
統
に
お
け
る
和
歌
の
意
味
は
、
西
洋
の
詩
歌

と
ど
こ
が
異
な
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
、
日
本
の
よ
う
に
詩
歌

を
大
切
に
し
て
い
る
文
化
は
珍
し
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
日
本
文
化
の
夜

明
け
の
時
代
か
ら
、
和
歌
に
は
言こ

と

霊だ
ま

の
聖
な
る
価
値
が
込
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
宮
廷
で
は
、
近
し
い
交

際
は
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
重
要
な
社

会
的
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
和
歌
を
詠
み
、
和
歌
を
解
す
る

能
力
は
、
宮
廷
で
昇
進
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ほ
ど
詩
歌
が
権
威
あ
る
た
し
な
み
と
し
て
社
会
に
行
き
渡

っ
て
い
る
状
況
は
、
西
洋
で
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
で
は
こ
の
数
世
紀
前
か
ら
、
中
国
の
唐
王
朝
に
お
け
る

漢
詩
の
役
割
と
同
様
の
地
位
を
和
歌
に
与
え
て
き
ま
し
た
。
違

い
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
現
代
で
い
え
ば
、
新
聞
や
出
版
、

テ
レ
ビ
の
役
割
に
通
じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
論
を
つ
く
る
も
の

で
あ
り
、
勅
令
と
と
も
に
最
も
強
い
力
を
も
つ
表
現
手
段
だ
っ

た
の
で
す
。

　

和
歌
に
は
、
た
く
さ
ん
有
利
な
点
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、

和
歌
に
は
品
格
が
あ
る
た
め
、
宮
廷
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
ま
た
公
的
な
行
事
に
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
和
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歌
は
芸
術
で
す
か
ら
、
他
の
方
法
だ
と
奇
矯
に
思
わ
れ
る
考
え

で
も
表
現
で
き
ま
し
た
。
暗
示
的
な
表
現
で
す
か
ら
、
検
閲
の

厳
し
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
和
歌
は
人
間
の
最
も
深
い
感
情
を
伝
え
得
る
も
の

で
あ
り
、
愛
情
や
信
仰
心
を
表
す
大
切
な
手
立
て
で
し
た
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
、
仏
典
の
女
王
た
る
法
華
経
の
魂
と
思
想

と
イ
メ
ー
ジ
が
染
み
通
っ
た
和
歌
の
数
々
が
詠
ま
れ
た
ゆ
え
ん

が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
島
根

─
か
つ
て
出
雲
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
で
す

─
こ
こ
の
あ
る
神
社
に
、﹁
和
歌
発
祥
の
地
﹂
で
あ
る
こ
と

を
示
す
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
すた
。
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
歌

の
作
者
は
須す

さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
と
い
う
神
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
神
聖
な

和
歌
は
、
５
︲
６
世
紀
頃
の
も
の
が
文
字
化
さ
れ
て
、
７
世
紀

に
編
纂
が
進
め
ら
れ
た
古
事
記
に
収
録
さ
れ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
﹁
最
初
の
和
歌
が
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
﹂
と
い
う
信
仰
は
、

日
本
の
文
化
に
大
き
く
影
響
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
、

天
皇
は
神
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
と
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
こ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
和
歌
の
た
め
に
天
皇
が

絶
え
間
な
く
支
援
を
す
る
こ
と
は
当
然
と
さ
れ
た
の
で
す
。
最

初
の
和
歌
が
︵
古
事
記
に
︶
編
入
さ
れ
る
頃
も
、
そ
の
前
後
の
時

代
も
、
和
歌
に
は
神
の
超
自
然
的
な
力
が
宿
っ
て
い
る
と
広
く

信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
６
世
紀
頃
か
ら
、
仏
教
思
想
が
日
本

に
徐
々
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
古

い
習
わ
し
に
従
っ
て
、
神
へ
の
祈
り
が
和
歌
の
か
た
ち
に
な
る

と
と
も
に
、
法
華
経
の
信
者
も
和
歌
を
使
っ
て
法
華
経
を
ほ
め

た
た
え
、
自
身
の
信
仰
を
強
め
て
い
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で

し
た
。
た
く
さ
ん
の
信
者
が
和
歌
を
詠
み
、
そ
れ
を
神
社
の
柱

に
供
え
た
り
、
仏
教
詩
歌
︵
釈
教
歌
︶
集
に
収
め
た
り
し
ま
し
た
。

　

10
世
紀
の
初
め
に
紀
貫
之
は
、﹁
古
今
和
歌
集
﹂
の
有
名
な
序

文
﹁
仮
名
序
﹂
を
執
筆
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
初
の
和
歌

論
で
す
。
貫
之
は
、
和
歌
に
つ
い
て
﹁
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、

あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
、
あ
は
れ
と

お
も
は
せち
﹂︵
力
を
も
入
れ
ず
に
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
な
い
霊

界
の
鬼
神
を
も
感
動
さ
せ
︶
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
能
は

一
種
の
宗
教
的
典
礼
劇
で
あ
り
、
15
世
紀
頃
に
栄
え
、
今
で
も

演
じ
ら
れ
続
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
の
作
品
に
同
様
の
思

想
が
あ
り
ま
す
。
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勅
撰
和
歌
集
に
お
け
る
「
法
華
経
歌
」
の
伝
統

　

ま
た
、
次
の
表
︵
注
４
・
山
田
論
文
よ
り
︶
で
勅
撰
和
歌
集
の
長

い
リ
ス
ト
を
見
ま
す
と
、
釈
教
歌
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
な

か
ん
ず
く
法
華
経
歌
は
目
立
っ
て
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

全
般
的
に
言
う
と
、
日
本
の
釈
教
歌
は
、
以
下
の
３
種
類

に
分
類
で
き
ま
す
。

　
ａ
︶
経き

ょ
う

旨し

歌
：
経
典
を
も
と
に
し
た
詩
歌

　

ｂ
︶
法
縁
歌
：
儀
式
と
礼
拝
に
つ
い
て
の
詩
歌

　
ｃ
︶
雑
歌
：
そ
の
他
の
多
様
な
釈
教
歌

　

こ
う
し
た
３
種
類
の
詩
歌
は
、
中
国
に
も
存
在
し
ま
す
。

中
国
で
も
仏
教
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
初
期
の
頃
か
ら
、

信
仰
の
表
現
方
法
と
し
て
熱
心
に
詩
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す

が
、
こ
の
文
化
が
日
本
に
も
あ
る
の
で
す
。

　

初
め
の
経
旨
歌
は
、
経
典
を
も
と
に
し
て
お
り
、
経
典
の

一
文
が
そ
の
詩
歌
の
題
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
次
の
法

縁
歌
は
、
法
華
八
講
、
涅
槃
講
、
落
慶
・
開
眼
法
要
、
葬
儀

な
ど
の
儀
式
で
使
用
さ
れ
ま
す
。
最
後
の
雑
歌
は
、
仏
教
の

思
想
や
行
為
に
関
連
し
た
詩
歌
が
主
で
、
観
音
賛
仰
や
高
野

参
詣
な
ど
に
つ
い
て
の
詩
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

最
初
の
経
旨
歌
は
、
釈
教
歌
の
中
核
部
分
で
す
が
、
そ
の

中
心
部
に
一
連
の
﹁
法
華
経
歌
﹂
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、

仏
教
の
核
心
は
法
華
経
で
あ
り
、
釈
教
歌
は
そ
の
核
心
か
ら

生
ま
れ
出
た
も
の
な
の
で
す
。

勅撰和歌集における釈教歌 ・法華経歌（1086 ～ 1439年）
勅撰集 成立時期 釈教歌数 法華経歌数 法華経歌の比率
後拾遺 1086 19 8 42.1％
千載 1188 54 35 64.8％
新古今 1206 63 38 60.3％
新勅撰 1234頃 56 33 58.9％
続後撰 1251 52 28 53.8％
続古今 1265 73 38 52.1％
続拾遺 1278頃 66 43 65.2％
新後撰 1303 106 56 52.8％
玉葉 1313-1314 110 51 46.4％
続千載 1320頃 106 46 43.4％
続後拾遺 1325-1326 42 21 50.0％
風雅 1344-1346 63 34 54.0％
新千載 1359 118 41 34.7％
新拾遺 1364 78 33 42.3％
新後拾遺 1383 35 19 54.3％
新続古今 1439 66 29 43.9％
合計 1107 553 50.0％
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さ
て
、＂
日
本
詩
歌
に
お
け
る
法
華
経
＂
を
探
る
私
た
ち
の
旅

路
は
、
３
つ
の
時
代
を
通
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

Ａ
︶
７
︲
８
世
紀
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代

　

Ｂ
︶
９
︲
12
世
紀
、
あ
る
い
は
平
安
時
代

　

Ｃ
︶
12
世
紀
後
半
︲
13
世
紀
、
あ
る
い
は
鎌
倉
時
代
前
半

Ａ
）
７
‐
８
世
紀
、
あ
る
い
は
奈
良
時
代

　
﹁
万
葉
集
﹂
は
、
日
本
文
学
の
中
で
も
最
も
興
味
深
い
詩
歌
集

の
ひ
と
つ
で
、
中
国
思
想
や
仏
教
思
想
の
影
響
が
比
較
的
少
な

い
７
︲
８
世
紀
頃
の
詩
歌
が
編
纂
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

万
葉
集
の
第
３
巻
に
は
、
法
華
経
に
つ
い
て
の
和
歌
が
あ
り
ま

す
。
次
の
和
歌
は
市い

ち

原は
ら
の

王
お
お
き
みに
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　
　

頂
い
な
だ
きに
蔵き
す

め
る
玉
は
二
つ
無
し
か
に
も
か
く
に
も
君
が
ま
に

ま
に
︵
万
葉
３
︲
４
１
２
︶

︵
髻
も
と
ど
りの
中
に
秘
め
た
宝
珠
は
ふ
た
つ
と
な
い
、
か
け
が
え
な

き
宝
で
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
も
、
あ
な

た
の
思
う
が
ま
ま
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
︶

　

こ
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
恋
愛
歌
は
、
法
華
経
安
楽
行
品
を
も
と

に
し
て
い
ま
す
。
安
楽
行
品
の
中
に
は
、
転
輪
聖
王
が
戦
功
の

あ
っ
た
兵
士
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
褒ほ

う

美び

を
与
え
た
も
の
の
、
自
分

の
髻
の
中
に
秘
蔵
す
る
宝
珠
だ
け
は
与
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た

と
い
う
物
語
︵
髻
中
明
珠
の
譬
え
︶
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

宗
教
的
観
点
か
ら
は
、
万
葉
集
の
中
に
法
華
経
を
も
と
に
し

た
和
歌
が
幾
つ
か
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
万

葉
集
第
16
巻
の
中
に
は
、
法
華
経
を
も
と
に
し
た
と
も
思
え
る

２
首
が
あ
り
ま
すつ
。
こ
れ
ら
は
、
河
原
寺て
の
仏
堂
の
裏
の
﹁
倭や
ま
と

琴ご
と

﹂
の
面
に
書
い
て
あ
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

２
首
は
実
は
法
華
経
で
は
な
く
、
他
の
経
典
を
も
と
に
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
時
代
の
僧
・
行
基
︵
６
６
８
︲
７
４
９
年
︶
が
詠
ん
だ
と

さ
れ
る
歌
が
あ
り
、
ず
っ
と
後
に
﹁
拾
遺
集
﹂︵
１
０
０
５
︲
１
０

１
１
年
︶
と
呼
ば
れ
る
和
歌
集
に
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
間
違
い

な
く
法
華
経
の
提
婆
達
多
品
の
内
容
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。

法
華
経
を
我
が
得
し
こ
と
は
薪た

き
ぎ
こ
り
菜
つ
み
水
く
み

つ
か
へ
て
ぞ
得
し
︵
拾
遺
１
３
４
６
︶
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こ
れ
は
釈
尊
の
過
去
世
の
話
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
王
で

あ
り
な
が
ら
自
ら
の
王
国
を
捨
て
、
阿
私
仙
人
の
使
用
人
と
し

て
仕
え
た
と
い
う
説
話
で
、
こ
の
和
歌
に
あ
る
よ
う
な
雑
事
を

し
な
が
ら
法
華
経
を
学
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。

Ｂ
）
９
‐
12
世
紀
、
あ
る
い
は
平
安
時
代

　

こ
の
３
世
紀
間
に
お
い
て
、
澄
み
渡
っ
た
夜
空
に
輝
く
月
の

よ
う
な
存
在
が
、
女
性
歌
人
・
選
子
内
親
王と︵
９
６
４
︲
１
０
３

５
年
︶
で
す
。
選
子
内
親
王
は
、
最
初
の
釈
教
歌
集
と
考
え
ら
れ

て
い
る
﹁
発
心
和
歌
集
﹂︵
１
０
１
２
年
︶
を
編
纂
し
ま
し
た
。
彼

女
は
賀
茂
斎
院
︵
賀
茂
神
社
の
斎
王
︶
で
あ
り
な
が
ら
、
信
心
深

い
仏
教
徒
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
何
の
矛
盾
も
な
か
っ
た

の
で
す
！　

発
心
和
歌
集
の
序
文
を
読
む
と
、
彼
女
は
仏
典
を

讃
美
す
る
の
に
和
歌
が
大
変
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
彼
女
は
日
本
で
生
ま
れ
育
ち
、
中
国
語
も
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
31
音
節
か

ら
成
る
和
歌
を
通
し
て
、
仏
と
菩
薩
を
讃
嘆
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
す
。

和
歌
と
漢
詩
と
い
う
「
ふ
た
つ
の
世
界
」

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
頃
の
女
性
は
、
皇
女
た
ち
も
含
め
て
、
読

み
書
き
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
当
時
の
日
本
社

会
の
読
み
書
き
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を

知
れ
ば
、
日
本
の
仏
教
詩
歌
へ
の
女
性
た
ち
の
た
ぐ
い
ま
れ
な

る
貢
献
に
、
私
た
ち
は
よ
り
感
謝
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
﹁
和
歌
﹂
と
﹁
漢
詩
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
選
子
内
親
王
と
い
う

優
れ
た
女
性
が
生
き
た
社
会
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ

の
扉
を
開
い
て
く
れ
ま
す
。
和
歌
は
仮か

名な

、
つ
ま
り
一
文
字
が

一
音
を
も
つ
音
節
文
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
漢
詩
は
す
べ
て

漢
字
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
和
歌
も
漢
詩
も
両
方
、
日
本
の

詩
歌
で
す
。
こ
の
ふ
た
つ
に
は
、こ
れ
以
外
の
違
い
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
和
歌
は
感
覚
や
感
情
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
が
多
い

一
方
で
、
漢
詩
は
一
般
的
に
風
景
や
中
国
の
故
事
な
ど
を
た
た

え
る
内
容
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
漢
詩
と
和
歌
は
、
社
会
的
に
対

極
に
あ
る
、
ふ
た
つ
の
現
実
を
体
現
し
て
い
た
の
で
す
。
す
な

わ
ち
、
漢
詩
は
男
性
の
領
域
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
漢
文
や

漢
詩
を
学
ぶ
こ
と
は
男
性
に
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
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方
、
和
歌
は
大
部
分
が
抒
情
詩
で
、
情
感
的
な
内
容
で
あ
り
、

女
性
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
女
性
た
ち
は
、

日
本
古
来
の
口
承
文
学
の
相
続
人
で
あ
り
、
彼
女
た
ち
に
よ
っ

て
、
そ
れ
は
次
代
に
も
受
け
渡
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

に
し
て
も
、
漢
文
を
習
う
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
以
上
、
彼
女
た

ち
が
、
ほ
か
に
ど
ん
な
か
た
ち
で
自
分
た
ち
の
思
い
を
詩
歌
と

し
て
吐
き
出
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
？

　

さ
て
、
女
性
た
ち
が
発
展
さ
せ
た
書
体
あ
る
い
は
文
字
は

﹁
女お

ん
な

手で

﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
女
手
は
、
複
雑
な
漢
字
を

簡
略
化
し
て
で
き
た
一
定
数
の
仮
名
を
書
く
も
の
で
す
。
仮
名

と
い
う
こ
の
音
節
文
字
表
記
は
、
現
代
で
は
﹁
ひ
ら
が
な
︵
平
仮

名
︶﹂
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
は
読
み
書
き
を

学
ぶ
際
、
ま
ず
こ
れ
を
学
び
ま
す
。﹁
女
手
﹂
と
い
う
流
麗
な
線

で
書
か
れ
た
仮
名
は
、
よ
り
私
的
な
も
の
で
、
宮
廷
の
女
性
た

ち
が
自
分
た
ち
の
感
情
を
散
文
や
歌
の
中
に
表
す
に
は
適
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

漢
字
と
仮
名
の
分
離
は
と
て
も
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
選
子

内
親
王
が
生
ま
れ
た
10
世
紀
に
は
、
貴
族
の
男
性
た
ち
は
、
女

性
ら
し
い
仮
名
や
心
情
的
な
和
歌
を
書
く
と
、
自
ら
の
威
厳
を

失
う
と
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
10
世
紀
の
初
め
に
活

躍
し
て
い
た
廷
臣
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
紀
貫
之
は
、
社
会
的

立
場
を
損
ね
な
い
よ
う
、
女
性
に
な
り
す
ま
し
て
、
散
文
の
中

に
和
歌
を
挿
入
し
た
﹁
土
佐
日
記
﹂︵
９
３
５
年
頃
に
成
立
︶
と
呼

ば
れ
る
作
品
を
、
ほ
と
ん
ど
仮
名
で
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
和
歌
と
い
う
日
本
の
詩
は

─
選
子
内
親
王
も
法
華
経

を
讃
美
す
る
た
め
に
こ
の
形
式
を
と
っ
た
わ
け
で
す
が

─
日

本
の
貴
族
女
性
た
ち
が
難
し
い
漢
字
を
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
な

か
っ
た
お
か
げ
で
発
展
し
た
の
で
す
。
和
歌
は
ま
た
、
続
く
２

世
紀
の
間
、
主
に
散
文
で
書
か
れ
た
輝
か
し
い
﹁
女
房
文
学
﹂

に
お
い
て
も
重
要
な
表
現
手
段
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ

が
、
先
に
法
華
経
の
影
響
を
考
察
し
た
﹁
源
氏
物
語
﹂
で
す
。

　

現
代
日
本
の
評
論
家
の
何
人
か
は
、
女
房
文
学
に
は
、
そ
の

時
代
の
男
性
の
生
気
が
な
く
退
屈
な
博
識
に
対
す
る
、
手
ご
わ

い
女
性
た
ち
か
ら
の
嘲
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま

す
。
当
時
の
男
性
詩
人
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
見
た
こ
と
の

な
い
遠
く
離
れ
た
中
国
の
風
景
や
人
物
を
題
材
に
し
て
い
ま
し

た
。
李
白
の
詩
や
、︵
唐
詩
選
な
ど
︶
中
国
の
詞
華
集
な
ど
を
研
究

し
て
は
、
自
身
の
漢
文
体
を
誇
り
、
遠
く
離
れ
た
中
国
の
巨
匠
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に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
自
慢
に
し
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
の
最
高
の
称
賛
は
、
中
国
の
巨
匠
た
ち
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と

で
し
た
。
自
ら
も
中
国
風
の
名
前
で
名
乗
っ
た
り
、
尊
敬
す
る

遠
く
離
れ
た
中
国
の
巨
匠
た
ち
と
夢
で
交
流
す
る
こ
と
に
幸
せ

を
感
じ
て
い
た
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
私
利
も
か
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
中
国
に

関
す
る
豊
富
な
知
識
に
よ
っ
て
、
高
い
地
位
の
官
職
に
就
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。
後
に
失
脚
し
た
菅
原
道
真
が
そ
の
例
で

す
。
ま
た
、
勅
撰
集
の
選
者
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
栄
誉
も
あ

り
ま
し
た
。
先
ほ
ど
触
れ
た
紀
貫
之
が
そ
の
例
で
す
。
こ
う
し

た
利
得
ほ
ど
、
女
性
が
和
歌
を
詠
む
理
由
か
ら
か
け
離
れ
た
目

的
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
知
識
・
博
学
に
よ
る
昇
進
や

出
世
は
女
性
に
と
っ
て
不
可
能
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
女
性
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
公
的
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ

た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
女
性
に
は
自
分
の
母
語
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
強
み
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
を
ふ
だ
ん
使
っ
て
話
し

た
り
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
ま

や
か
な
情
感
を
表
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

法
華
経
28
品
を
一
首
ず
つ
詠
む

　

選
子
内
親
王
は
、
日
本
で
最
初
に
経
旨
歌
集
を
完
成
さ
せ
ま

し
た
。
そ
の
﹁
発
心
和
歌
集
﹂
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
の
法

文
か
ら
題
を
と
っ
た
55
首
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の

31
首
は
法
華
経
に
つ
い
て
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
28
首

は
法
華
経
の
各
品
に
つ
い
て
一
首
ず
つ
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
開
経
で
あ
る
無
量
義
経
と
結
経
で
あ
る
普
賢
経
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
首
ず
つ
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
歌
集
の
末
尾

に
化
城
喩
品
の
﹁
願
以
此
功
徳　

普
及
於
一
切
︵
願
わ
く
は
此
の

功
徳
を
以
て　

普あ
ま
ね
く
一
切
に
及
ぼ
し
︶﹂
云
云
の
一
節
に
も
と
づ
く

和
歌
一
首
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
に
関
係
し
た
和
歌

は
、
こ
の
和
歌
集
の
半
分
以
上
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
法
華
経
を

最
高
の
経
と
し
て
根
本
経
典
に
し
て
い
る
天
台
宗
の
影
響
を
深

く
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

経
旨
歌
の
発
展
に
お
い
て
、
選
子
内
親
王
の
和
歌
集
が
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
宮
廷
で
の
法
華
経
の
影
響
に

つ
い
て
は
、
興
味
深
い
先
例
が
あ
り
ま
す
。﹁
本
朝
文も
ん

粋ず
い

﹂
巻
第

11
の
一
節
で
は
、﹁
讃
法
華
経
二
十
八
品
和
歌
序
﹂
に
触
れ
て
い
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ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
１
０
０
１
年
に
藤
原
詮
子な
が
亡
く
な

っ
た
時
、そ
の
弟
で
あ
り
、
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
藤
原
道
長
が
、

藤
原
行ゆ

き

成な
り

、
源
俊と
し

賢か
た

、
藤
原
公き
ん

任と
う

な
ど
の
詩
人
を
招
き
、
法
華

経
の
各
品
を
題
と
す
る
和
歌
を
創
作
さ
せ
た
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　

法
華
経
に
つ
い
て
の
詩
歌
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
行
基
や
憎
正

遍
昭
︵
遍
照
︶
と
い
っ
た
他
の
歌
人
も
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私

た
ち
の
知
る
限
り
で
は
、
彼
ら
が
法
華
経
各
品
か
ら
題
を
と
っ

て
一
首
ず
つ
詠
ん
だ
と
い
う
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
原
道
長
が

集
め
た
歌
人
た
ち
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
す
る
の
は
自
分
た
ち

が
初
め
て
だ
と
意
識
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
企
て
の
約
10
年
後
、
選
子
内
親
王
は
歌
集
を
ま
と
め
た

わ
け
で
す
が
、
自
分
は
女
性
な
の
で
和
歌
に
よ
っ
て
法
華
経
を

讃
嘆
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
藤
原
道
長
や

そ
の
歌
人
た
ち
は
、
男
性
と
し
て
当
然
、
漢
文
を
知
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
漢
詩
で
は
な
く
和
歌
を

作
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
を
捧
げ
る
相
手
が
藤
原
詮
子
と
い
う
女

性
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
事
実
は
ふ
た
つ
の
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
10
世
紀
頃
の
朝
廷
に
お
い

本講演のほか、ルビオ教授（壇上左）は2012年の「法華経―平和と共生のメッセージ」
展（マドリッド展）の開催記念講演「法華経：その思想と価値」を行った（2月17日、
スペインＳＧＩ文化会館／「東洋学術研究」51巻 2 号に掲載）。博士は応用言語学の専
門家で、日本の文学・宗教史にもくわしく、『新スペイン語辞典』（研究社）等を手がけ、
スペイン語版『日蓮大聖人御書全集』の監修も務めた
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て
、
男
性
の
間
で
も
和
歌
が
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
当
時
の
朝
廷
で
、
法
華
経
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
広

く
普
及
し
て
い
た
こ
と
で
す
。

　

こ
の
時
代
の
朝
廷
で
の
経
旨
歌
の
人
気
を
測
る
も
う
ひ
と
つ

の
要
素
と
し
て
、
10
世
紀
か
ら
15
世
紀
の
日
本
の
詩
歌
史
を
定

期
的
に
彩
る
一
連
の
勅
撰
和
歌
集
が
あ
り
ま
す
。
天
皇
の
支
援

を
受
け
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
権
威
の
あ
っ
た
詩
歌
集
が

あ
り
ま
す
。﹁
後
拾
遺
集に
﹂
は
、
１
０
８
６
年
の
成
立
で
、
釈
教

歌
と
し
て
分
類
し
収
め
た
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
で
す
。
そ
れ
で

も
釈
教
歌
だ
け
で
一
巻
を
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

釈
教
歌
が
一
巻
と
し
て
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

１
１
８
８
年
の
﹁
千
載
集ぬ
﹂
の
時
で
す
。
千
載
集
の
第
19
巻
の

44
首
は
釈
教
歌
と
呼
ば
れ
、
第
20
巻
の
中
の
33
首
以
上
の
和
歌

が
、
神
道
の
和
歌
﹁
神じ

ん

祇ぎ

歌
﹂
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

当
時
、
釈
教
歌
が
す
で
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
以
来
、
千
載
集
の
後
に
編
纂
さ
れ
た
す
べ
て
の
勅

撰
集
に
は
、
釈
教
歌
の
み
を
収
め
た
一
巻
が
含
ま
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
学
と
仏
教
の
つ
な
が
り
は
、

三み
そ
ひ
と
十
一
文も

字じ

の
和
歌
に
よ
っ
て
発
展
し
た
の
で
す
。

　

結
論
と
し
て
言
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
釈
教
歌
は
勅
撰
集

に
お
い
て
何
世
紀
に
も
わ
た
る
伝
統
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
私
撰
集
︵
家
集
︶
つ
ま
り
個
人
歌
集
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の
代
表
的
歌
人
た
ち
は
、

釈
教
歌
を
自
身
の
歌
集
に
収
め
る
の
が
通
例
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
源
平
合
戦
以
前
に
摂
政
・
関
白
・
太
政
大
臣
で
あ

っ
た
藤
原
忠た

だ

通み
ち

︵
１
０
９
７
︲
１
１
６
４
年
︶
は
、﹁
忠
通
集
﹂
の

中
に
法
華
経
の
各
品
ご
と
の
歌
を
収
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
宮
廷

の
人
々
の
手
引
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
、
朝
廷

の
最
も
中
心
部
の
人
々
に
教
え
る
た
め
で
し
た
。
彼
の
養
女
で

あ
る
藤
原
呈
子
︵
九
条
院
︶
が
近
衛
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
て
い
た

の
で
す
。Ｃ

）
12
世
紀
後
半
‐
13
世
紀
、

　
　
　
　
　

あ
る
い
は
鎌
倉
時
代
前
半

　

12
世
紀
の
終
わ
り
、
後
白
河
法
皇
が
﹁
梁
塵
秘
抄
﹂
と
呼
ば

れ
る
歌
謡
集
を
編
纂
し
た
こ
と
は
有
名
で
す
。
梁
塵
秘
抄
に
は

仏
教
関
係
の
２
２
０
の
法
文
歌
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
１
１
４
首
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が
法
華
経
に
つ
い
て
の
歌
謡
で
す
。
流
行
の
歌
謡
す
な
わ
ち
﹁
今

様
﹂
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
後
白
河
法
皇
は
、
乙お

と

前ま
え

と
い
う
名
の

白
拍
子
か
ら
今
様
を
習
い
ま
し
た
。
白
拍
子
は
舞
を
披
露
す
る

芸
能
者
で
あ
り
遊
女
で
も
あ
り
ま
し
た
。
乙
前
が
病
気
に
な
っ

た
時
、
後
白
河
法
皇
は
彼
女
の
回
復
の
た
め
に
法
華
経
を
読
誦

し
、
さ
ら
に
彼
女
の
一
周
忌
ま
で
に
千
部
の
法
華
経
を
読
み
終

え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
と
し
て
、
西
行
、
慈
円
そ
し
て

藤
原
俊
成
を
取
り
上
げ
ま
す
。

ａ
）
西
行
（
１
１
１
８
‐
１
１
９
０
年
）

　

西
行
の
歌
集
で
あ
る
﹁
聞き
き

書が
き

集
﹂
に
は
、
法
華
経
の
各
品
に

関
す
る
和
歌
が
順
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
は
別
に
化

城
喩
品
と
観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
つ
い
て
の
和
歌
も
あ
る
の
で
、

合
計
で
30
首
の
法
華
経
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
の
釈
教

歌
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
明
ら
か
に
謎
め
い
た
ほ
の
め
か
し
で

す
。
つ
ま
り
、
も
と
の
仏
典
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
理
解
で
き

な
い
の
で
す
。

　

例
え
ば

─
。

〇
法
華
経
法
師
品
に
関
す
る
和
歌

﹁︵
妙
法
華
経
の
乃
至
一
偈
一
句
を
聞
い
て
︶
一
念
も
随
喜
せ
ば
、

我
れ
は
亦ま

た
与た

め
に
阿あ
の
く耨
多た

羅ら

三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

の
記
を

授
くね﹂

夏
草
の
一
葉
に
す
が
る
し
ら
露
も
花
の
う
へ
に
は
た
ま
ら

ざ
り
け
り

︵
法
花
経
廿
八
品
の
う
ち
﹁
法
師
品
﹂︶

　

一
体
、
こ
の
法
華
経
の
一
節
と
和
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
和
歌
が
い
う
よ
う
に
、
な
ぜ
露

は
花
の
上
に
は
溜
ま
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
作
者
は
大
日
経

の
注
釈
書
で
あ
る
﹁
大
日
経
疏
﹂
の
観
点
か
ら
こ
の
和
歌
を
詠

ん
で
い
ま
す
。

　

大
日
経
疏
は
中
国
の
僧
・
一
行
︵
６
８
３
︲
７
２
７
︶
が
︵
師
で

あ
る
善
無
畏
三
蔵
の
講
義
を
︶
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
真
言
宗
を

立
て
た
空
海
が
そ
の
注
釈
書
の
中
で
﹁
条
件
付
き
の
授
記
︵
成
仏

へ
の
予
言
・
保
証
︶﹂
と
﹁
無
条
件
の
授
記
﹂
に
つ
い
て
書
い
て
い

ま
す
。
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こ
こ
で
い
う
﹁
花
﹂
は
明
ら
か
に
法
華
経
を
指
し
て
い
ま
す
。

﹁
露
﹂
は
無
常
つ
ま
り
生
命
の
は
か
な
さ
を
表
す
、
よ
く
知
ら
れ

た
表
象
で
し
た
。
花
の
上
に
露
が
溜
ま
ら
な
い
と
い
う
の
は
、

法
華
経
の
授
記
が
完
全
な
﹁
無
条
件
の
授
記
﹂
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
す
。
つ
ま
り
法
華
経
と
い
う
花
は
完
璧
に
な
め
ら
か
な

花
弁
を
も
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、﹁
無
常
﹂
や
﹁
気
ま
ぐ
れ
で
不
完

全
な
授
記
﹂
を
表
す
露
は
、
夏
草
の
上
と
は
違
っ
て
、
法
華
経

の
花
の
上
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
て
し
ま
い
、
溜
ま
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
す
。

〇
観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
関
す
る
和
歌

﹁︵
慧
日
は
諸
の
暗や
み

を
破
し
︶
能
く
災
い
の
風
火
を
伏ぶ
く

し
て　

普あ
ま
ね

く
明
ら
か
に
世
間
を
照
ら
すの
﹂

深
き
根
の
底
に
こ
も
れ
る
花
あ
り
と
言
ひ
ひ
ら
か
ず
ば

知
ら
で
や
ま
ま
し︵﹁

法
花
経
廿
八
品
﹂
の
う
ち
﹁
普
門
品
﹂
の
二
︶

　

こ
の
和
歌
は
、
空
海
の
﹁
法
華
経
開
題
﹂
を
も
と
に
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
空
海
は
、
妙
法
蓮
華
と
は
、
観
音
と
し
て

知
ら
れ
る
観
自
在
菩
薩
の
秘
密
の
名
前
だ
と
説
い
て
い
る
の

で
すは
。

ｂ
）
慈
円
（
１
１
５
５
‐
１
２
２
５
年
）

　

慈
円
は
僧
で
あ
り
、
歴
史
家
で
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
を
代

表
す
る
歌
人
の
ひ
と
り
で
す
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
詩
的
傾
向

の
脈
動
を
伝
え
る
歌
集
﹁
新
古
今
集
﹂
に
、
慈
円
の
和
歌
92
首
が
、

西
行
に
次
い
で
２
番
目
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
事
実
で
裏
づ

け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
慈
円
も
法
華
経
に
つ
い
て
の
和
歌
を
詠
ん
で
い

ま
す
。
慈
円
が
法
華
経
を
根
本
経
典
と
す
る
天
台
宗
の
僧
で
あ

っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
慈
円
の
歌
集

﹁
拾
玉
集ひ
﹂
に
は
、
法
華
経
の
各
品
に
つ
い
て
の
和
歌
が
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
︵
第
４
巻
︶。
ま
た
、
慈
円
に
は
法
華
経
の
各
章
の

１
０
０
の
経
文
を
も
と
に
詠
ん
だ
歌
を
収
め
た
﹁
法
華
要
文
百

首
﹂
も
あ
り
ま
す
。

　

慈
円
の
釈
教
歌
で
最
初
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、
慈
円
が
法
華

経
を
悟
り
と
救
済
の
た
め
の
卓
絶
し
た
経
典
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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〇
法
師
品
に
関
す
る
和
歌

　
﹁
法
華
は
最
も
第
一
な
りふ
﹂

春
の
山
秋
の
野
原
を
詠な

が

め
す
て
て
庭
に
蓮
の
花
を
見
る

か
な

　

こ
の
和
歌
の
意
味
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
た

と
え
春
の
山
が
花
で
埋
め
つ
く
さ
れ
よ
う
が
、
秋
の
野
原
が
紅

葉
で
彩
ら
れ
よ
う
が
、
そ
う
い
う
景
色
を
見
る
こ
と
は
や
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
山
野
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
乗
の

教
え
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
育
っ
た
天
台
宗
の

庭
に
咲
く
蓮
華
の
花
︵
法
華
経
︶
を
見
る
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い

と
い
う
の
で
す
。
法
華
経
の
卓
越
性
に
つ
い
て
の
慈
円
の
見
解

は
、
他
の
和
歌
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
方
便
品
に
関
す
る
和
歌

　
﹁
諸
法
の
実
相へ﹂

津
の
国
の
難
波
の
こ
と
も
誠ま

こ
と
と
は
便
り
の
門
の
道
よ
り
ぞ

知
る

　

こ
の
和
歌
は
、
難
波
の
風
景
は
季
節
ご
と
に
移
り
替
わ
り
は

す
る
が
、
私
た
ち
は
そ
の
本
然
の
姿
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
内

容
で
す
。
つ
ま
り
、
法
華
経
の
入
口
で
あ
る
方
便
品
の
︵
諸
法
実

相
の
︶
教
え
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
す
べ
て
の
こ
と
︵
諸
法
︶
の

真
実
の
姿
︵
実
相
︶
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。
慈

円
は
、
法
華
経
が
一
切
の
真
実
を
解
き
明
か
す
鍵
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
す
。

　

釈
教
歌
人
と
し
て
の
慈
円
の
ふ
た
つ
目
の
特
徴
は
、
彼
が
、

当
時
ま
た
は
過
去
の
歌
人
の
有
名
な
発
想
や
言
い
回
し
を
、
巧

み
に
利
用
す
る
才
能
が
あ
る
こ
と
で
す
。
慈
円
の
時
代
で
は
、

他
人
の
作
品
の
外
形
的
要
素
を
真
似
し
て
も
、
盗
作
と
か
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の
欠
如
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
非
難
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
伝
統
に

対
し
て
敬
意
と
繊
細
な
感
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
作
歌
法
は
、
個
人
主
義
の
伝
統
の
あ
る
我
々
の

西
洋
文
化
で
は
あ
ま
り
感
心
さ
れ
る
や
り
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が

─
。

　

次
の
ふ
た
つ
の
歌
は
、
慈
円
と
同
時
代
の
歌
人
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
た
も
の
で
、
慈
円
の
先
の
和
歌
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
が
使
わ
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れ
て
い
ま
す
。
初
め
は
西
行
に
よ
る
和
歌
で
す
。

津
の
国
の
難
波
の
春
は
夢
な
れ
や
蘆あ

し

の
枯
葉
に
風
わ
た
る

な
り
︵
新
古
今
６
２
５
︶

　

西
行
の
和
歌
は
、
能
因
法
師
に
よ
る
次
の
和
歌
を
踏
ま
え
て

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
を
収
め
て
い
る
の
は
、
新
古
今
和

歌
集
よ
り
百
年
以
上
前
に
編
纂
さ
れ
た
﹁
後
拾
遺
集
﹂
で
す
︵
85

頁
の
表
を
参
照
︶。

心
あ
ら
む
人
に
み
せ
ば
や 

津
の
国
の
難
波
あ
た
り
の
春
の

景
色
を
︵
後
拾
遺
43
︶

　

こ
の
ふ
た
つ
の
和
歌
の
イ
メ
ー
ジ
、
と
く
に
春
の
モ
チ
ー
フ

と
難
波
と
津
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
慈
円
は
名
誉
あ
る
和
歌

の
伝
統
の
流
れ
の
中
に
自
身
の
釈
教
歌
を
置
き
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
慈
円
は
そ
の
歌
を
法
華
経
へ
の
称
賛
に
捧
げ
た
の

で
す
。
西
行
と
能
因
が
、
春
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
る
心
情
を
か

み
し
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
天
台
の
高
僧
で
あ
る
慈
円
は
、

こ
の
よ
う
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
法
華
経

の
不
変
の
真
実
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
す
。

Ｃ
）
藤
原
俊
成
（
１
１
１
４
‐
１
２
０
４
年
）

　

藤
原
俊
成
は
勅
撰
集
﹁
千
載
集
﹂
の
撰
者
で
あ
り
、
有
名
な

歌
人
・
藤
原
定
家
の
父
で
す
。
俊
成
の
私
家
集
は
﹁
長ち
ょ
う

秋し
ゅ
う

詠え
い

藻そ
う

﹂
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
は
法
華
経
の
二
十
八
品
を
詠
じ
た
歌

が
順
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
薬
草
喩
品
に
関
す
る
和
歌

　
﹁
彼ひ

此し　

愛
憎
の
心
有
る
こ
と
無
しほ﹂

春
雨
は
此こ

の

面も

彼か
の

面も

の
草
も
木
も
わ
か
ず
み
ど
り
に
染
む
る

な
り
け
りま

　

春
雨
は
、
こ
ち
ら
で
も
、
あ
ち
ら
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ

の
草
や
木
々
の
上
に
、
わ
け
へ
だ
て
な
く
降
り
注
い
で
、
花
や

葉
を
茂
ら
せ
、
緑
に
染
め
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
仏
の
慈
悲
も

惜
し
み
な
く
す
べ
て
の
人
に
注
が
れ
、
人
々
を
育
て
ま
す
。
こ

の
﹁
三
草
二
木
の
譬
え
﹂
は
、
法
華
経
の
七
譬
の
ひ
と
つ
で
、
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薬
草
喩
品
に
あ
り
ま
す
。
仏
の
慈
悲
が
、
春
雨
に
譬
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
雨
は
、
あ
ら
ゆ
る
草
や
木
に
平
等
に
降
り
注
ぎ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
合
わ
せ
て
、
生
長
と
繁
茂
を
促
し
ま
す
。
同

様
に
、
人
々
に
平
等
に
注
が
れ
る
仏
の
教
え
は
、
す
べ
て
の
人

に
恩
恵
を
与
え
ま
す
が
、
聴
く
側
の
違
い
に
よ
っ
て
、
受
け
と

め
方
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

「
六
万
九
千
三
百
八
十
四
の
妙
な
る
水
滴
」

　

こ
の
マ
ド
リ
ッ
ド
の
春
雨
の
中
、
こ
う
し
て
水
の
話
で
講
演

を
終
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
喜
ば
し
く
も
新
鮮
な
偶
然
で
す
。
一

体
、
水
と
い
う
も
の
以
上
に
法
華
経
の
素
晴
ら
し
い
特
長
を
う

ま
く
譬
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

　

今
日
こ
こ
で
、
豊
饒
な
る
日
本
文
学
の
庭
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
多
く
の
作
品
に
生
命
を
与
え
て
き
た
法
華
経
と
い
う
﹁
水
﹂

に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
が
、
そ
の
讃
嘆
す
べ
き
影
響
力
を
、
皆

さ
ま
が
少
し
で
も
理
解
し
て
く
だ
さ
っ
た
な
ら
ば
、
う
れ
し
く

思
い
ま
す
。

　

水
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
に
変
化
す
る
よ
う
に
、
法
華
経
は
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
染
み
通
り
、
触
れ
る
も
の
す
べ
て
に
命
を
与
え

て
き
ま
し
た
。＂
六
万
九
千
三
百
八
十
四
︵
法
華
経
に
使
わ
れ
た
漢

字
の
数
︶
の
妙
な
る
水
滴
＂
か
ら
成
る
水
晶
の
ご
と
き
水
の
流
れ

は
、
か
つ
て
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
現
代
に
生
き
る
男
性

を
、
そ
し
て
女
性
を
、
蘇
生
さ
せ
続
け
、
浄
化
し
続
け
て
い
る

の
で
す
。

　

水
と
大
地

─
そ
れ
こ
そ
が
法
華
経
と
日
本
文
化
の
関
係
な

の
で
す
。

注︵
１
︶G

eorge Joji Tanabe &
  W

illa Jane Tanabe, The Lotus Sutra in 
Japanese C

ulture, U
niversity of H

aw
aii Press, 1989

︵
２
︶
池
田
大
作
／
根
本
誠
﹃
古
典
を
語
る
﹄
潮
出
版
社
、１
９
７
４
年
。

聖
教
新
聞
社
刊
﹃
池
田
大
作
全
集
﹄
第
16
巻
所
収
。

︵
３
︶C

arlos R
ubio, El pájaro y la flor. M

il quinientos años de 
poesía clásica japonesa, A

lianza Editorial, 2011

︵
４
︶
前
注
︵
１
︶
所
収
の
論
文 “ Poetry and M

eaning: M
edieval 

Poets and the Lotus Sutra”  by Yam
ada Shozen

︵
５
︶
創
価
学
会
発
行
﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄︵
以
下
、﹃
法
華
経
﹄

と
表
記
︶
４
７
８
頁

︵
６
︶﹁
古
事
記
﹂﹁
日
本
書
紀
﹂
に
応
神
天
皇
の
治
世
下
、
王
仁
が
﹃
論

語
﹄
な
ど
と
と
も
に
渡
来
し
た
と
あ
り
、
儒
教
は
５
世
紀
頃
に

は
伝
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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︵
７
︶
岩
波
書
店
刊
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄︵
以
下
、﹃
大
系
﹄
と
表
記
︶

第
１
巻
﹃
古
事
記　

祝
詞
﹄
１
２
１
頁
。
な
お
本
稿
で
の
﹃
大

系
﹄
か
ら
の
引
用
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
し
た
も
の
も
あ
る
。

︵
８
︶﹁
若
し
人
有
っ
て
是
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
を
聞
い
て
、
能
く
随

喜
し
て
善
し
と
讃
ぜ
ば
⋮
⋮
身
の
毛
孔
の
中
よ
り
常
に
牛
頭
栴

檀
の
香
を
出
さ
ん
﹂。﹃
法
華
経
﹄
６
０
１
頁

︵
９
︶﹃
大
系
﹄
第
15
巻
２
３
０
頁

︵
10
︶﹃
法
華
経
﹄
１
０
３
頁

︵
11
︶﹃
大
系
﹄
第
18
巻
３
９
６
頁

︵
12
︶﹃
大
系
﹄
第
15
巻
４
３
２
３
頁
。﹁
よ
い
こ
と
を
言
お
う
と
す

れ
ば
あ
く
ま
で
誇
張
し
て
よ
い
こ
と
ず
く
め
の
こ
と
を
書
く

し
、
ま
た
一
方
を
引
き
立
て
る
た
め
に
は
一
方
の
こ
と
を
極
端

に
悪
い
こ
と
ず
く
め
に
書
く
。
全
然
架
空
の
こ
と
で
は
な
く
て
、

人
間
の
だ
れ
に
も
あ
る
美
点
と
欠
点
が
盛
ら
れ
て
い
る
も
の
が

小
説
で
あ
る
と
見
れ
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
⋮
⋮
深
さ
浅

さ
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
皆
嘘
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
仏
が
正
し
い
御
心
で
説
い
て
お
置
き
に
な
っ
た

経
の
中
に
も
方
便
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
大
悟
し
な
い
人
間

は
そ
れ
を
見
る
と
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
方
等

経
の
中
な
ど
に
は
こ
と
に
方
便
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

結
局
は
皆
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
、
菩
提
心
は
よ
く
て
、
煩
悩
は

悪
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
小
説
の

中
に
善
悪
を
書
い
て
あ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
す
よ
。
だ

か
ら
好
意
的
に
言
え
ば
小
説
だ
っ
て
何
だ
っ
て
皆
結
構
な
も
の

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂︵
與
謝
野
晶
子
訳
、
角
川
文
庫
﹃
全

訳　

源
氏
物
語
﹄
第
３
巻
︶

︵
13
︶﹃
大
系
﹄
第
19
巻
80
頁

︵
14
︶
五
千
人
が
法
座
を
去
っ
た
こ
と
を
釈
尊
は
と
が
め
ず
﹁
是
の
如

き
増
上
慢
人
は
、
退
く
も
亦
た
佳
し
﹂︵﹃
法
華
経
﹄
１
１
９
頁
︶

と
言
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。

︵
15
︶
86
頁
の
行
基
の
和
歌
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

︵
16
︶
島
根
県
雲
南
市
の
須
我
神
社
。
歌
は
﹁
八
雲
立
つ　

出
雲
八
重

垣　

妻
籠
︵
ご
み
︶
に　

八
重
垣
つ
く
る　

そ
の
八
重
垣
を
﹂。

︵
17
︶﹃
大
系
﹄
第
８
巻
93
頁

︵
18
︶﹁
生
死
︵
い
き
し
に
︶
の
二
つ
の
海
を
厭
は
し
み
潮
干
︵
し
ほ
ひ
︶

の
山
を
し
の
︵
偲
︶
ひ
つ
る
か
も
﹂︵
万
葉
15
︲
３
８
４
９
︶、

﹁
世
間
︵
よ
の
な
か
︶
の
繁
き
仮
廬
︵
か
り
ほ
︶
に
住
み
住
み

て
至
ら
む
國
の
た
づ
き
知
ら
ず
も
﹂︵
万
葉
15
︲
３
８
５
０
︶。

と
も
に
﹃
大
系
﹄
第
７
巻
１
５
１
頁
。

︵
19
︶
河
原
寺
︵
川
原
寺
︶
は
飛
鳥
の
地
に
あ
り
、
飛
鳥
寺
︵
法
興
寺
︶、

薬
師
寺
、
大
官
大
寺
︵
大
安
寺
︶
と
並
ぶ
＂
飛
鳥
の
四
大
寺
＂

に
数
え
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
平
城
京
へ
の
遷
都
と
と
も
に
他
寺

は
本
拠
地
を
平
城
京
へ
移
し
た
が
、
河
原
寺
は
飛
鳥
に
と
ど
ま

り
、
の
ち
衰
微
し
た
。
中
金
堂
の
跡
に
、
現
在
は
弘
福
寺
が

建
つ
。

︵
20
︶
村
上
天
皇
の
第
10
皇
女
。
12
歳
で
賀
茂
斎
院
に
な
っ
て
か
ら
57

年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
斎
院
を
務
め
た
。
多
数
の
女
房
を
集
め

た
文
学
サ
ロ
ン
を
続
け
、
後
宮
文
学
の
繁
栄
の
一
翼
を
担
っ
た
。

﹁
拾
遺
和
歌
集
﹂
以
後
の
勅
撰
集
に
37
首
入
集
し
て
い
る
。

︵
21
︶
円
融
天
皇
の
女
御
で
一
条
天
皇
の
生
母
。
東
三
条
院
。
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︵
22
︶
春
︵
上
・
下
︶、
夏
、
秋
︵
上
・
下
︶、
冬
、
賀
、
別
、
羇
旅
、

哀
傷
、
恋
︵
４
巻
︶、
雑
︵
６
巻
︶
か
ら
な
る
。
巻
20
︵
雑
歌
６
︶

に
お
け
る
﹁
神
祇
﹂﹁
釈
教
﹂
の
分
類
は
勅
撰
集
で
初
め
て
の

も
の
で
あ
る
。

︵
23
︶
春
︵
上
・
下
︶、
夏
、
秋
︵
上
・
下
︶、
冬
、
離
別
、
羇
旅
、
哀
傷
、

賀
、
恋
︵
５
巻
︶、
雑
︵
上
・
中
・
下
︶、
釈
教
、
神
祇
の
部
か

ら
成
る
。
全
20
巻
。

︵
24
︶﹃
法
華
経
﹄
３
５
５
頁

︵
25
︶﹃
法
華
経
﹄
６
３
７
頁

︵
26
︶﹁
妙
法
蓮
華
と
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
観
自
在
王
の
密
号
な
り
﹂。

﹃
法
華
経
開
題
﹄
は
空
海
の
法
華
経
論
。

︵
27
︶
慈
円
の
家
集
で
あ
る
が
、
成
立
は
鎌
倉
最
末
期
か
ら
１
３
４
６

年
頃
と
さ
れ
る
。
尊
円
親
王
編
。
５
巻
︵
流
布
本
は
７
巻
︶。

仏
教
関
係
の
法
楽
歌
が
多
い
。
ま
た
、
歌
道
論
で
は
﹁
歌
道
即

仏
道
﹂
を
説
く
。

︵
28
︶﹃
法
華
経
﹄
３
６
２
頁

︵
29
︶﹃
法
華
経
﹄
１
０
８
頁

︵
30
︶﹃
法
華
経
﹄
２
５
０
頁

︵
31
︶﹃
大
系
﹄
第
80
巻
３
３
６
頁
︵
長
秋
詠
藻
４
０
７
︶

︵C
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／
マ
ド
リ
ッ
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
教
授
︶


