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『
義
孝
集
』
に
お
け
る
父
と
子

―
巻
末
増
補
部
分
に
着
目
し
て

―

吉
田
尚
平

一一

は
じ
め
に

百
人
一
首
「
君
が
た
め
を
し
か
ら
ざ
り
し
い
の
ち
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と

お
も
ひ
け
る
か
な
」
の
和
歌
で
知
ら
れ
る
藤
原
義
孝
は
、
平
安
時
代
の
歌
人

で
あ
る
。
一
条
摂
政
と
呼
ば
れ
た
藤
原
伊
尹
と
代
明
親
王
の
娘
で
あ
る
恵
子

女
王
の
間
に
生
ま
れ
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
義
孝
は
疱
瘡

の
た
め
に
二
十
一
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
早
世
し
た
義
孝

で
あ
る
が
、『
拾
遺
和
歌
集
』
以
下
の
勅
撰
和
歌
集
に
二
十
首
入
集
し
、
そ
の

短
い
生
涯
に
対
し
、
歌
才
は
評
価
が
高
い
。
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
あ

り
、
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
で
あ
る
『
撰
集
抄
』
で
は
、「
人
丸
赤
人
か
、

昔
の
め
で
た
か
り
し
人
々
の
再
生
た
る
か
な
ん
」
と
評
さ
れ
る
な
ど
、
す
ぐ

れ
た
歌
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
義
孝
の
詠
歌
を
も
と
に
編
ま
れ
た
『
義
孝
集
』
と
い
う
家
集
が

あ
る
。
こ
の
『
義
孝
集
』
の
巻
末
七
七
―
八
二
番
歌
は
、
七
七
番
歌
詞
書
に

「
こ
れ
は
、
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
と
ぞ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
に

増
補
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
末
の
増
補
部
分
に
関

し
て
、
例
え
ば
、
呉
羽
長
氏(

１)

は
、
義
孝
の
詠
歌
態
度
を
検
討
し
た
論
の
中

で
、

細
川
文
庫
本
の
第

番
歌
以
降
の
歌
五
首
、
及
び
漢
詩
二
句
一
連
に
つ

75

い
て
は
、
そ
の
う
ち

〜

番
歌
（
右
漢
詩
二
句
一
連
を
含
む
、
新
編

75

78

国
歌
大
観
で
は

〜

番
歌
に
あ
た
る
）
が
義
孝
死
後
の
詠
と
し
て
伝

77

80

わ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
〜

番
歌
（
新
編
国
歌
大
観
で

〜

番
歌
）

79

80

81

82

は
、「
敦
忠
集
」
に
本
来
あ
っ
た
も
の
で
、
第

〜

番
歌
に
よ
る
和
歌

75

78

説
話
の
内
容
か
ら
義
孝
歌
と
類
推
さ
れ
付
加
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
考
察
対
象
か
ら
除
く
。

と
述
べ
ら
れ
、「
義
孝
死
後
の
詠
と
し
て
伝
わ
っ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
や
和

歌
説
話
の
内
容
か
ら
「
付
加
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
考
察
対
象

か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
義
孝
の
詠
歌
態
度
や
歌
風
を
考
え
る
場
合
な
ど
に
は
、
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当
人
が
実
際
に
詠
ん
だ
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
か
、
巻
末
の

増
補
部
分
は
軽
ん
じ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
、『
義
孝
集
』
に
つ
い
て
は
、
巻
末
の
増
補
部
分
を
除
い
た
形

で
研
究
が
行
わ
れ
る
の
が
し
ば
し
ば
で
、
増
補
と
そ
れ
以
前
の
部
分
を
合
わ

せ
て
論
じ
た
も
の
は
多
く
は
な
い(

２)

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
義
孝
死
後
の
伝

承
に
基
づ
く
と
思
し
き
増
補
は
、
収
め
る
範
囲
に
違
い
は
あ
る
が
伝
本
全
て

に
見
え
る
も
の
で
あ
り
、『
義
孝
集
』
は
こ
う
し
た
増
補
を
含
ん
だ
形
で
享
受

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
考
え
る
と
、
こ
の
巻
末
増
補
部
分
を

含
め
た
形
で
『
義
孝
集
』
を
捉
え
て
み
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
す
べ
て
の
伝
本
に
見
え
る
七
七
―
七
九
番
歌
（
以

降
、
便
宜
的
に
「
巻
末
増
補
部
分
」
と
す
る
）
を
対
象
と
し
、
増
補
以
前
の

部
分
（
以
降
、
便
宜
的
に
「
原
型
部
分
」
と
す
る
）
と
合
わ
せ
て
捉
え
る
こ

と
で
、
巻
末
増
補
部
分
を
含
ん
だ
形
で
の
『
義
孝
集
』
の
解
釈
の
可
能
性
を

考
察
し
て
い
き
た
い
。

二

「
ち
ち
の
お
と
ど
」
伊
尹
と
の
関
係

本
稿
で
扱
う
『
義
孝
集
』
巻
末
増
補
部
分
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
と
ぞ
、
も
が
さ
や
み
た
ま

ひ
て
、
し
ぬ
べ
き
心
ち
の
す
る
か
な
、
し
ぬ
る
か
、
さ
な
り
と
も

し
ば
し
は
と
か
く
な
せ
そ
、
誦
経
し
は
て
ん
の
心
は
べ
り
と
、
女

御
の
お
ま
へ
に
き
こ
へ
た
ま
ひ
け
る
を
、
わ
す
れ
給
ひ
て
、
と
く

を
さ
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
は
は
う
へ
の
御
ゆ
め
に

し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る

べ
し
や
は

ま
た
の
と
し
の
秋
、
六
君
の
御
ゆ
め
に
、
こ
の
き
み
の
御
ふ
み
あ

り
け
る
に

き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
の
そ
で
も
か
わ
か
ぬ
に
わ
か
れ
し
あ
き
に
な
り
に

け
る
か
な

う
せ
給
ひ
て
の
十
月
ば
か
り
に
、
せ
い
え
む
そ
う
づ
の
ゆ
め
に
、

ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
、
も
の
を
へ
だ
て
て
あ
に
ぎ
み

と
お
は
す
る
に
、
あ
に
の
少
将
は
も
の
お
も
は
し
げ
に
て
、
し
や

う
の
ふ
え
を
ふ
き
給
ふ
を
み
れ
ば
、
た
だ
御
く
ち
の
な
る
な
り
け

り
、
な
ど
は
は
う
へ
の
あ
に
ぎ
み
よ
り
も
こ
ひ
き
こ
え
給
ふ
を
、

御
心
ち
よ
げ
に
て
は
お
は
す
る
、
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
あ
は
ず

お
ぼ
し
た
る
け
し
き
に
て
、
た
つ
そ
で
を
ひ
き
と
ど
め
て
、
か
く

の
給
ふ

し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は
な
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
で
ぬ

ら
す
ら
ん

（『
義
孝
集
』
七
七
・
七
八
・
七
九
）

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
ゆ
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、
亡
く
な
っ
た
義
孝
が
母

や
僧
都
な
ど
の
生
者
の
夢
に
現
れ
、
歌
を
残
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

一
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よ
う
な
義
孝
死
後
の
伝
承
は
、
他
に
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
大
鏡
』
な
ど
の

文
献
に
見
え
、『
義
孝
集
』
を
含
む
十
五
の
文
献(

３)

に
確
認
で
き
る
。

こ
の
義
孝
死
後
の
伝
承
に
関
し
て
、
田
坂
憲
二
氏(

４)

は
、『
義
孝
集
』
に
見

ら
れ
る
も
の
が
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』、『
大
鏡
』
の
本
文
と
近
似
し
て
い
る
こ

と
を
、
七
九
番
歌
を
例
に
あ
げ
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
。
当
該
本
文
を
以
下
に

掲
げ
る
。

し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
花
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
の
袖
ぬ
ら
す

ら
ん

こ
の
歌
、
義
孝
か
く
れ
侍
り
て
の
ち
、
十
月
ば
か
り
に
賀
縁
法
師

の
夢
に
心
地
よ
げ
に
て
笙
を
ふ
く
と
見
る
ほ
ど
に
、
口
を
た
だ
な

ら
す
に
な
ん
侍
り
け
る
、
母
の
か
く
ば
か
り
こ
ふ
る
を
、
心
地
よ

げ
に
て
は
い
か
に
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
立
つ
を
ひ
き
と
ど
め
て

か
く
よ
め
る
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
哀
傷
五
九
九
）

さ
て
後
、
ほ
ど
経
て
、
賀
縁
阿
闍
梨
と
申
す
僧
の
夢
に
、
こ
の
君
達

二
人
お
は
し
け
る
が
、
兄
前
少
将
、
い
た
う
も
の
思
へ
る
さ
ま
に
て
、

こ
の
後
少
将
は
、
い
と
心
地
よ
げ
な
る
さ
ま
に
て
お
は
し
け
れ
ば
、
阿

闍
梨
、「
君
は
な
ど
心
地
よ
げ
に
て
お
は
す
る
。
母
上
は
、
君
を
こ
そ
、

兄
君
よ
り
は
い
み
じ
う
恋
ひ
聞
こ
え
た
ま
ふ
め
れ
」
と
聞
こ
え
け
れ
ば
、

い
と
あ
た
は
ぬ
さ
ま
の
気
色
に
て
、

し
ぐ
れ
と
は
蓮
の
花
ぞ
散
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
に
袖
濡
ら
す

ら
む

な
ど
、
う
ち
よ
み
た
ま
ひ
け
る
。（『

大
鏡
』
第
三
巻
太
政
大
臣
伊
尹(

５)

）

夢
を
見
た
人
物
の
名
称
が
『
義
孝
集
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
夢
に
現
れ

た
義
孝
に
対
し
て
僧
が
「
母
が
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
「
心
ち
よ

げ
」
に
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
、
そ
れ
に
対
す
る
形
で
歌
を
詠
む
と

い
う
よ
う
に
話
の
流
れ
が
共
通
し
て
い
る
。
田
坂
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
後

拾
遺
和
歌
集
』、『
大
鏡
』
の
本
文
と
『
義
孝
集
』
が
近
い
こ
と
が
確
認
で
き

る
が
、
そ
の
中
で
興
味
深
い
点
が
、『
義
孝
集
』
に
見
え
る
「
ち
ち
の
お
と
ど

の
お
は
す
る
所
に
」
と
い
う
文
言
が
ど
ち
ら
に
も
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

七
九
番
歌
の
他
出
と
し
て
、
他
に
『
今
昔
物
語
集
』、『
袋
草
紙
』、『
古
来

風
躰
抄
』、『
江
談
抄
』、『
宝
物
集
』
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
様
に
夢
の
中
の

こ
と
と
さ
れ
る(

６)

が
、『
義
孝
集
』
に
見
え
る
「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る

所
に
」
に
類
す
る
表
現
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
義
孝
集
』
の
み
が
こ
う

し
た
父
に
関
す
る
表
現
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
義
孝
集
』
の
伝
本
は
、
現
在
十
六
本(

７)

確
認
さ
れ
る
が
、「
ち
ち

の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
と
い
っ
た
表
現
は
そ
の
す
べ
て
に
見
え
る
も

の
で
あ
る(

８)

。

こ
う
し
た
「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
と
い
っ
た
表
現
を
『
義

孝
集
』
の
み
が
持
つ
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。「
ち
ち
の
お
と
ど
」
と
は
、
義
孝

の
父
藤
原
伊
尹
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
義
孝
集
』

に
は
、
こ
れ
よ
り
前
に
伊
尹
に
関
連
す
る
歌
や
詞
書
が
確
認
で
き
る
。
以
下
、
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そ
れ
ら
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

殿
や
み
た
ま
ひ
し
こ
ろ
、
い
か
が
と
人
の
と
ひ
た
る
に

ゆ
ふ
ぐ
れ
の
こ
し
げ
き
庭
を
な
が
め
つ
つ
こ
の
は
と
と
も
に
お
つ
る
な

み
だ
か

（『
義
孝
集
』
六
）

こ
の
和
歌
は
、
父
伊
尹
が
病
魔
に
お
か
さ
れ
た
際
に
義
孝
が
詠
ん
だ
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
、
伊
尹
の
病
苦
を
思
い
、
嘆
く
義
孝
の
姿
が
感
じ
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
そ
の
あ
と
に
は
、
伊
尹
の
死
後
の
四
十
九
日
の
贈
答
が
続
く
。

う
せ
さ
せ
給
ひ
に
し
、
御
い
み
は
て
て
、
人
人
に
お
は
し
わ
か
る

る
ひ

い
ま
は
と
て
と
び
わ
か
る
め
る
む
ら
ど
り
の
ふ
る
す
に
ひ
と
り
な
が
む

べ
き
か
な

修
理
の
か
み
返
し

は
ね
な
ら
ぶ
と
り
と
な
り
て
は
ち
ぎ
る
と
も
き
み
わ
す
れ
ず
は
う
れ
し

と
ぞ
お
も
ふ

（『
義
孝
集
』
七
・
八
）

こ
の
修
理
大
夫
源
惟
正
と
の
贈
答
で
は
、
四
十
九
日
で
人
々
が
帰
っ
て
い
く

様
子
を
眺
め
、
孤
独
を
感
じ
る
義
孝
の
姿
が
読
み
取
れ
よ
う
。
他
に
も
、
伊

尹
薨
去
の
翌
春
の
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
と
の
う
せ
給
ひ
て
、
ま
た
の
と
し
の
春
、
あ
め
の
ふ
る
ひ

は
る
さ
め
も
と
し
に
し
た
が
ふ
よ
の
な
か
に
い
ま
は
ふ
る
よ
と
お
も
ふ

か
な
し
な

（『
義
孝
集
』
六
八
）

こ
こ
で
は
、
伊
尹
の
死
か
ら
の
時
間
の
経
過
を
感
じ
、
年
が
改
ま
っ
て
も
悲

し
み
を
感
じ
る
様
が
詠
ま
れ
て
い
る
。『
義
孝
集
』
中
に
は
、
他
に
も
伊
尹
の

死
を
嘆
く
姿
や
世
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
姿
が
散
見
さ
れ(

９)

、
父
を
慕
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
義
孝
の
姿
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
義
孝
集
』
に
お
け
る
父
伊
尹
と
い
う
存
在
に
関
し
て
、
徳
植
俊
之
氏(

)10

は
詠
歌
年
次
を
整
理
し
た
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
て
詠
歌
年
次
の
推
定
で
き
る
作
品
を
整
理
し
て
み
る
と
、
歌
集

中
に
は
天
禄
三
年
（
義
孝
十
九
歳
）
以
降
の
詠
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
が
義
孝
の
最
晩
年
期
に
集
中

す
る
と
い
う
の
は
、
作
歌
活
動
の
短
か
っ
た
義
孝
に
あ
っ
て
は
当
然
の

こ
と
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
現
象
を
も
う
少
し
細
か
く

見
て
み
る
と
、
実
は
、
父
伊
尹
の
没
し
た
天
禄
三
年
十
一
月
十
一
日
と

い
う
時
点
が
、
彼
の
詠
作
活
動
上
の
重
要
な
意
義
を
有
す
る
年
次
で
あ

っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
禄
三
年
十
一
月
以

前
で
詠
歌
年
次
を
あ
る
程
度
し
ぼ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
天
禄
二
年

の
延
光
と
の
贈
答
と
、
天
禄
三
年
秋
の
父
の
病
を
嘆
い
た
詠
だ
け
で
あ

－23－
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る
の
に
対
し
、
逆
に
、
伊
尹
の
死
後
の
詠
と
断
定
で
き
る
歌
は
十
四
首

に
も
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
父
伊
尹
の
死
が
、
義
孝
の
作
歌

活
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
通
り
、
実
際
、
父
伊
尹
を
め
ぐ
る
歌
や
記
述
は
『
義
孝
集
』
中
に
は

散
見
し
て
お
り
、
徳
植
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
父
の
死
は
義
孝
に
少
な
か
ら

ぬ
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
義
孝
集
』
の
み
に
「
ち
ち
の
お
と
ど

の
お
は
す
る
所
に
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
こ
と
は
、
原
型
部
分
に
伊
尹
を

め
ぐ
る
歌
や
詞
書
が
散
見
し
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

『
義
孝
集
』
に
の
み
見
え
る
「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
と
い

っ
た
表
現
は
、
義
孝
が
父
と
同
じ
所
に
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
原
型
部
分
に
お
い
て
亡
き
父
を
慕
っ
て
い
た
義
孝
が
、
死
後
に
父

と
再
会
し
た
こ
と
が
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
七
九
番
歌
を
見
て
い
き
た
い
。

う
せ
給
ひ
て
の
十
月
ば
か
り
に
、
せ
い
え
む
そ
う
づ
の
ゆ
め
に
、

ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
、
も
の
を
へ
だ
て
て
あ
に
ぎ
み

と
お
は
す
る
に
、
あ
に
の
少
将
は
も
の
お
も
は
し
げ
に
て
、
し
や

う
の
ふ
え
を
ふ
き
給
ふ
を
み
れ
ば
、
た
だ
御
く
ち
の
な
る
な
り
け

り
、
な
ど
は
は
う
へ
の
あ
に
ぎ
み
よ
り
も
こ
ひ
き
こ
え
給
ふ
を
、

御
心
ち
よ
げ
に
て
は
お
は
す
る
、
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
い
と
あ
は
ず

お
ぼ
し
た
る
け
し
き
に
て
、
た
つ
そ
で
を
ひ
き
と
ど
め
て
、
か
く

の
給
ふ

し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は
な
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
で
ぬ

ら
す
ら
ん

（『
義
孝
集
』
七
九
）

義
孝
は
、
母
が
自
身
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
心
ち
よ
げ
」

な
姿
で
い
る
。
そ
の
姿
を
不
審
に
お
も
っ
た
僧
都
の
問
い
に
答
え
る
形
で
義

孝
が
和
歌
を
詠
ん
だ
。
和
歌
に
見
え
る
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
こ
こ
で
は
、
亡

き
義
孝
に
と
っ
て
の
故
郷
、
母
が
残
る
現
世
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
で
ぬ
ら
す
ら
ん
」
と
は
、
義
孝
が
母
の
悲
し
み
を
疑

問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
姿
は
こ
れ
ま
で
の
義
孝
の
姿
と
矛
盾
す
る
も
の
に
見

え
る
。
例
え
ば
、『
義
孝
集
』
六
八
番
歌
で
は
、
生
前
の
義
孝
が
父
の
死
を
悲

し
ん
で
い
た
姿
が
見
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
七
九
番
歌
に
お
い
て
は
、

義
孝
は
自
身
の
死
を
悲
し
む
母
の
姿
に
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。
近
し
い
親
族

の
死
を
悲
し
む
と
い
う
残
さ
れ
た
者
の
嘆
き
を
義
孝
自
身
も
経
験
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
こ
に
疑
問
を
抱
く
の
だ
ろ
う
か
。

注
目
さ
れ
る
の
が
、
上
の
句
の
「
し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は
な
ぞ
ち
り
ま

が
ふ
」
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
「
し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は

な
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
」
と
は
、
仏
教
の
散
花
場
面
を
表
わ
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
木
村
由
美
子
氏(

)

は
、『
法
華
経
』
序
品
に
「
佛
説
此
己
。

11

結
跏
趺
坐
。
入
於
無
量
義
處
三
昧
。
身
心
不
動
。
是
時
天
雨
。
曼
陀
羅
華
。

魔
訶
曼
陀
羅
華
。
曼
珠
沙
華
。
魔
訶
曼
珠
沙
華
。
而
散
佛
上
。
及
諸
大
衆
。」

－24－
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と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
仏
土
の
散
花
場
面
と
の
類
似
を
指
摘
し
、「
散
花
場
面

を
抽
出
す
る
方
法
を
以
て
往
生
を
告
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、

実
際
に
次
の
よ
う
な
和
歌
を
あ
げ
て
い
る
。

序
品

く
さ
ぐ
さ
に
ち
り
か
ふ
花
は
い
に
し
へ
の
風
に
ま
か
せ
て
ふ
る
に
ぞ
有

り
け
る

（『
公
任
集
』
二
八
九
）

時
に
大
衆
法
を
聞
き
て
弥
歓
喜
瞻
仰
せ
ん
、
即
時
に
自
然
に
無
数

妙
花
散
乱
す

色
色
に
空
よ
り
花
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
こ
れ
を
や
法
の
雨
と
い
ふ
ら
ん

（『
長
秋
詠
藻
』
四
四
七
）

こ
こ
で
は
、
七
九
番
歌
と
同
様
に
様
々
な
花
が
散
っ
て
い
る
様
子
、
極
楽
の

風
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は
な
ぞ
ち

り
ま
が
ふ
」
と
は
、「
極
楽
で
は
様
々
な
花
が
散
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
観

念
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
孝
が
い
る
と
こ
ろ
が
極
楽
だ
と
わ
か
る
。

七
九
番
歌
は
、「
時
雨
と
は
、（
極
楽
で
は
）
雨
の
よ
う
に
様
々
な
花
が
散

り
乱
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
現
世
に
い
る
母
の
袖

を
濡
ら
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。」
と
極
楽
に
い
る
こ
と
を
示
し
、
悲
し
む
必

要
は
な
い
と
告
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
え
る
自
身
の
死
を
嘆
く
母
を
疑

問
に
思
う
義
孝
の
姿
は
、
父
の
死
を
悼
む
義
孝
の
姿
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
七
九
番
歌
で
は
極
楽
往
生
と
い
う
没
後
の
行
末

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
七
九
番
歌
は
死
後
の
安
寧
が
記
さ
れ
る

こ
と
で
、
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
を
慰
め
る
よ
う
な
歌
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
先
に
見
た
と
お
り
、
七
九
番
歌
で
は
、「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す

る
所
に
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
父
伊
尹
が
義
孝
と
同
所
に
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
七
九
番
歌
は
義
孝
が
い
る
場
所
を
極
楽
と
告
げ

る
こ
と
で
、
同
所
に
い
る
父
伊
尹
も
極
楽
に
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
伊
尹

の
極
楽
往
生
を
も
伝
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。「
ち
ち
の
お
と
ど
の

お
は
す
る
所
に
」
に
よ
っ
て
、
伊
尹
の
極
楽
往
生
す
ら
も
示
唆
さ
れ
た
が
、

父
伊
尹
の
往
生
を
記
す
こ
と
は
、
原
型
部
分
に
お
け
る
父
の
死
を
悼
む
義
孝

の
思
い
に
応
え
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
よ
う
。

三

残
さ
れ
た
者
の
嘆
き

さ
て
、
こ
れ
ま
で
『
義
孝
集
』
独
自
の
表
現
「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す

る
所
に
」
に
注
目
し
、
原
型
部
分
に
見
え
た
父
と
の
関
わ
り
の
中
で
七
九
番

歌
を
捉
え
、
原
型
部
分
と
響
き
あ
う
も
の
と
し
て
、
七
九
番
歌
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
七
七
・
七
八
番
歌
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

捉
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
七
七
・
七
八
番
歌
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ

る
か
を
確
認
し
た
い
。
は
じ
め
に
、
七
七
番
歌
を
見
て
い
く
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
と
ぞ
、
も
が
さ
や
み
た
ま
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ひ
て
、
し
ぬ
べ
き
心
ち
の
す
る
か
な
、
し
ぬ
る
か
、
さ
な
り
と
も

し
ば
し
ば
は
と
か
く
な
せ
そ
、
誦
経
し
は
て
ん
の
心
は
べ
り
と
、

女
御
の
お
ま
へ
に
き
こ
へ
た
ま
ひ
け
る
を
、
わ
す
れ
給
ひ
て
、
と

く
を
さ
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
は
は
う
へ
の
御
ゆ
め

に

し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る

べ
し
や
は

（『
義
孝
集
』
七
七
）

七
七
番
歌
で
は
、
亡
く
な
っ
た
義
孝
が
約
束
を
忘
れ
ら
れ
た
こ
と
を
恨
ん
で

母
の
夢
に
現
れ
る
。
七
九
番
歌
同
様
に
、
こ
こ
で
も
故
人
で
あ
る
義
孝
と
残

さ
れ
た
親
族
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
残
さ
れ
た
親
族
で
あ
る
母
恵
子

女
王
も
父
伊
尹
と
同
様
に
原
型
部
分
に
そ
の
姿
が
確
認
で
き
る
。

は
は
う
へ
、
東
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
し
に
、
い
と
ま
に
て
ひ
さ
し

う
ま
ゐ
り
侍
ら
ざ
り
し
か
ば
、
な
で
し
こ
に
つ
け
て
た
て
ま
つ
り

し
、
は
は
う
へ

よ
そ
へ
つ
つ
み
れ
ど
つ
ゆ
だ
に
な
ぐ
さ
ま
ず
い
か
が
は
す
べ
き
な
で
し

こ
の
は
な

（『
義
孝
集
』
七
三
）

こ
の
七
三
番
歌
は
、
恵
子
女
王
が
東
宮
（
後
の
花
山
天
皇
）
の
も
と
に
伺
候

し
て
い
た
際
に
、
義
孝
が
長
い
間
参
上
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
な
で

し
こ
（
撫
子
）
を
義
孝
に
な
ぞ
ら
え
て
見
て
も
少
し
も
心
が
慰
め
ら
れ
な
い
」

と
逢
え
な
い
こ
と
の
寂
し
さ
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恵
子

女
王
は
義
孝
を
愛
し
く
思
う
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
母
恵
子
女
王
は
、

義
孝
の
死
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恵
子
女

王
が
義
孝
の
死
後
に
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、『
拾
遺
和
歌
集
』
に
次
の
よ
う
な
歌

が
見
え
る
。謙

徳
公
の
北
の
方
ふ
た
り
こ
ど
も
な
く
な
り
て
の
ち

あ
ま
と
い
へ
ど
い
か
な
る
あ
ま
の
身
な
れ
ば
か
世
に
に
ぬ
し
ほ
を
た
れ

わ
た
る
ら
ん

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
哀
傷
一
二
九
八
）

義
孝
と
兄
挙
賢
が
亡
く
な
っ
た
後
、
世
の
中
で
似
る
も
の
も
な
い
よ
う
な
涙

を
流
し
て
い
る
と
、
子
を
失
っ
た
悲
し
み
を
詠
ん
で
い
る
。
勅
撰
和
歌
集
に

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
我
が
子
を
愛
し
く
思
う

恵
子
女
王
の
姿
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
七
七
番
歌
で
夢
を
見
た
母

恵
子
女
王
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
義
孝
の
死
に
深
い
悲
し
み
を
抱
い
て

い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
七
七
番
歌
で
義
孝
と
の
約
束
を
忘
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同

伝
承
を
持
つ
『
大
鏡
』
で
は
、「
母
北
の
方
忘
れ
た
ま
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど

も
、
も
の
も
覚
え
で
お
は
し
け
れ
ば
」
と
あ
り
、
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

悲
し
み
故
に
何
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。一
方
、『
義
孝
集
』

で
は
、「
女
御
の
お
ま
へ
に
き
こ
へ
た
ま
ひ
け
る
を
、
わ
す
れ
給
ひ
て
」
と
あ
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り
、
約
束
を
忘
れ
た
人
物
が
「
女
御
」
と
も
と
れ
る
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ

て
い
る
が
、
呉
羽
氏(

)

が
「
彼
の
死
で
平
常
心
を
う
し
な
っ
た
姉
女
御
に
よ

12

っ
て
死
後
の
処
置
が
な
さ
れ
て
し
ま
い
蘇
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
義
孝
の
死
に
よ
り
平
常
心
を
失
っ
た
人
物
が
描
か
れ

て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
七
七
番
歌
で
は
、
義
孝
の
死
を
嘆
い

た
人
物
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
七
八
番
歌
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

ま
た
の
と
し
の
秋
、
六
君
の
御
ゆ
め
に
、
こ
の
き
み
の
御
ふ
み
あ
り

け
る
に

き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
の
そ
で
も
か
わ
か
ぬ
に
わ
か
れ
し
あ
き
に
な
り
に
け

る
か
な

（『
義
孝
集
』
七
八
）

こ
の
歌
は
、「
ま
た
の
と
し
の
秋
」
と
あ
り
、
義
孝
の
死
の
翌
年
の
秋
の
も
の

だ
と
わ
か
る
。
夢
を
見
た
人
物
「
六
君
」
は
、
他
出
で
の
状
況
な
ど
か
ら
義

孝
の
妹
と
解
さ
れ
て
い
る(

)

。
七
八
番
歌
で
は
、
妹
の
夢
の
中
に
あ
っ
た
文

13

に
書
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
、「
着
慣
れ
た
衣
服
の
袖
も
涙
で
乾
い
て
い
な
い
の

に
、
別
れ
た
秋
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
」
と
死
別
か
ら
の
時
間
の
経

過
を
感
じ
て
悲
し
み
を
抱
い
て
い
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
過
ぎ

た
時
を
思
う
も
の
と
し
て
、『
古
今
和
歌
集
』
や
『
栄
花
物
語
』
に
次
の
よ
う

な
和
歌
が
見
え
る
。

藤
原
た
か
つ
ね
の
朝
臣
の
身
ま
か
り
て
の
又
の
と
し
の
夏
、
ほ
と

と
ぎ
す
の
な
き
け
る
を
き
き
て
よ
め
る

つ
ら
ゆ
き

郭
公
け
さ
な
く
こ
ゑ
に
お
ど
ろ
け
ば
君
を
別
れ
し
時
に
ぞ
あ
り
け
る

（『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
六
哀
傷
歌
八
四
九
）

正
月
な
ど
も
あ
り
し
世
と
も
お
ぼ
え
ず
。
月
日
は
変
り
ゆ
け
ど
、
つ
ゆ

の
御
湯
な
ど
も
御
覧
じ
入
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
、
夜
大
殿
に
籠
り
お
は
し

ま
し
て
、
埋
れ
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ふ
。
月
ご
と
に
丈
六
の
仏
を
造
ら
せ
た

ま
ひ
、
御
堂
を
造
ら
せ
た
ま
ふ
。
世
の
常
な
ら
ず
弔
い
申
さ
せ
た
ま
ふ
。

前
の
世
の
御
契
り
推
し
は
か
ら
る
。
世
の
人
も
い
み
じ
う
あ
は
れ
が
り

申
し
け
り
。

お
よ
び
な
く
影
も
見
ざ
り
し
月
な
れ
ど
雲
隠
る
る
は
悲
し
か
り
け

り

ま
た
の
年
の
九
月
、
女
房
の
も
と
に
、
右
大
弁
通
俊
、

し
ぐ
れ
つ
つ
朽
ち
に
し
袖
は
い
か
が
す
る
あ
は
れ
う
か
り
し
秋
は

来
に
け
り

か
く
て
は
い
か
で
か
長
ら
へ
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
と
見
た
て
ま
つ
れ
ど
、

か
ぎ
り
あ
る
こ
と
に
や
。

（『
栄
花
物
語
』
巻
第
四
十(

)

）
14

七
八
番
歌
に
見
え
る
「
わ
か
れ
し
あ
き
に
な
り
に
け
る
か
な
」
と
同
じ
よ
う

な
別
れ
た
時
が
訪
れ
る
と
い
う
表
現
が
傍
線
部
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。
こ

れ
ら
は
、
ど
ち
ら
も
死
の
翌
年
、
喪
が
あ
け
る
一
周
忌
の
際
に
詠
ま
れ
た
も

－27－
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の
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
人
物
に
よ
り
過
ぎ
た
時
を
思
っ
て
詠
ま
れ
た
哀
傷
歌

で
あ
る
。

ま
た
、
七
八
番
歌
に
見
え
る
「
き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
」
に
つ
い
て
、
呉
羽

氏(
)

は
六
君
の
喪
服
の
こ
と
を
指
す
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
解
し
た
場
合
、

15
「
き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
」
の
袖
が
乾
か
な
い
と
い
う
の
は
、
残
さ
れ
た
者
で

あ
る
六
君
の
悲
し
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
義
孝
の
文
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
七
八
番
歌
は
義
孝
が
自
身
の
思
い
を
詠
ん
だ
も

の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
服
喪
が
終
わ
る
に
も
関
わ
ら
ず
癒
え
な
い
六
君
の

悲
し
み
を
義
孝
が
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
七
七
番
歌
で
義
孝
の

死
を
嘆
く
親
族
の
姿
が
読
み
取
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
そ
う
し
た
親
族
の
嘆
き

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
七
七
・
七
八
番
歌
で
は
と
も
に
故
人
を
悼
む
親
族
の
姿
が

描
か
れ
る
。
こ
れ
ま
で
七
七
・
七
八
番
歌
を
確
認
し
て
き
た
が
、
先
に
見
た

七
九
番
歌
に
お
い
て
も
、「
は
は
う
へ
の
あ
に
ぎ
み
よ
り
も
こ
ひ
き
こ
え
給
ふ
」

と
僧
都
の
口
か
ら
嘆
き
悲
し
む
母
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
。
義
孝
の
死
を
嘆

い
た
人
物
と
し
て
広
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
母
の
姿
が
こ
こ
で
も
記
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
巻
末
増
補
部
分
で
は
、
一
貫
し
て
故
人
を
悼
む

残
さ
れ
た
者
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る
。

原
型
部
分
に
お
い
て
、
父
伊
尹
を
め
ぐ
る
和
歌
が
散
見
さ
れ
、
伊
尹
の
死

を
嘆
き
悲
し
む
義
孝
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
巻
末
増
補
部

分
に
見
え
る
こ
う
し
た
義
孝
の
死
を
嘆
く
親
族
の
姿
は
そ
れ
ら
と
通
ず
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
こ
と
を
お
さ
え
た
上
で
、
改
め
て
七
九
番
歌
の
表
現
に
注
目
し
て
み

た
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
七
九
番
歌
で
は
「
し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
は
な
ぞ

ち
り
ま
が
ふ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
し
ぐ
れ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

実
は
、「
し
ぐ
れ
」
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は
、
原
型
部
分
に
も
父
伊
尹
の
一
周
忌

の
際
の
法
華
八
講
で
交
わ
さ
れ
た
贈
答
と
し
て
見
え
る
。

殿
う
せ
給
ひ
て
、
八
講
し
た
ま
ひ
し
つ
い
で
に

き
み
だ
に
も
お
な
じ
ぬ
れ
と
て
の
り
の
あ
め
の
ふ
る
こ
こ
ろ
を
も
た
づ

ね
つ
る
か
な

さ
れ
ば
返
し

の
り
の
あ
め
も
な
み
だ
に
わ
か
ず
神
な
づ
き
は
て
や
し
ぐ
れ
や
い
と
ど

な
か
ら
ん

（『
義
孝
集
』
六
二
・
六
三
）

こ
の
「
の
り
の
あ
め
」
の
歌
に
つ
い
て
、
従
来
、
次
の
歌
と
の
類
似
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

謙
徳
公
の
か
く
れ
て
の
ま
た
の
と
し
、
か
の
た
め
に
法
華
講
行
ひ

は
べ
り
け
る
ひ
、
し
ぐ
れ
の
し
侍
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る

み
あ
れ
の
宣
旨

の
り
の
あ
め
な
み
だ
も
か
な
し
神
無
月
ふ
れ
ば
し
ぐ
れ
や
ひ
ま
な
か
る

ら
ん

（『
秋
風
和
歌
集
』
釈
教
歌
・
五
八
五
）
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傍
線
部
の
よ
う
に
、
同
一
の
箇
所
に
同
一
の
文
言
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
異
本
で
あ
る
【
承
空
本
】
の
文
言
で
は
、
み
あ
れ

の
宣
旨
の
和
歌
と
の
一
層
の
類
似
が
確
認
で
き
る
。

【
承
空
本
】殿

ウ
セ
タ
マ
ヒ
テ
ノ
チ
ハ
カ
ウ
シ
タ
マ
ヒ
シ
ニ

ナ
ミ
タ
ニ
ソ
オ
ナ
シ
ミ
ノ
リ
ノ
雨
フ
レ
ハ
コ
ゝ
ロ
ヲ
モ
タ
ツ
ネ
ツ
ル
カ

ナ

ミ
ヤ
ノ
御
カ
ヘ
シ

ノ
リ
ノ
雨
モ
ナ
ミ
タ
モ
ワ
カ
ス
神
無
月
ハ
テ
テ
シ
ク
レ
ヤ
ヒ
マ
ナ
カ
ル

ラ
ン

片
桐
洋
一
氏(

)

は
、
こ
う
し
た
【
承
空
本
】
が
記
す
六
三
番
歌
と
の
類
似
か

16

ら
「
み
あ
れ
の
宣
旨
が
こ
の
場
に
い
て
、
悲
し
み
の
余
り
返
事
の
で
き
な
い

恵
子
女
王
に
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
か
。
そ
れ
が
後
々
、
整
え
ら
れ
て
『
義
孝
集
』

に
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
、
み
あ
れ
の

宣
旨
の
歌
が
六
三
番
歌
の
元
で
あ
っ
た
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
。

「
み
あ
れ
の
宣
旨
」
と
い
う
人
物
は
、
源
相
職
女
で
あ
り
、
修
理
大
夫
源

惟
正
を
兄
に
持
つ
。
源
惟
正
は
、
七
・
八
番
歌
の
よ
う
に
『
義
孝
集
』
中
に

義
孝
と
の
贈
答
が
複
数
存
在
し
、
一
条
摂
政
家
と
親
し
く
し
て
い
た
人
物
と

し
て
見
え
る(

)

。
ま
た
、
み
あ
れ
の
宣
旨
は
、
花
山
天
皇
（
伊
尹
女
で
あ
る

17

懐
子
の
子
）
が
幼
い
時
の
東
宮
宣
旨
で
あ
っ
た
。
み
あ
れ
の
宣
旨
も
兄
同
様

に
一
条
摂
政
家
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

片
桐
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
み
あ
れ
の
宣
旨
の
歌
が
先
に
あ
っ
た
も
の
と

し
て
考
え
、
よ
り
『
秋
風
和
歌
集
』
の
和
歌
に
近
い
、【
承
空
本
】
の
文
言
に

よ
る
な
ら
ば
、「
法
の
雨
も
涙
も
区
別
で
き
な
い
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。
神
無

月
も
末
日
に
な
り
、
喪
が
明
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
時
雨
（
悲

し
み
の
涙
）
は
止
む
こ
と
な
く
降
る
の
で
し
ょ
う
」
と
、
喪
が
明
け
て
も
消

え
そ
う
に
な
い
母
恵
子
女
王
の
伊
尹
の
死
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
、

こ
の
和
歌
を
解
せ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
し
ぐ
れ
」
が
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み

を
示
す
「
な
み
だ
」
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
七
九
番
歌
の
「
し
ぐ
れ
」
は
六
三
番
歌
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
者
の

嘆
き
を
意
味
し
な
が
ら
も
、
極
楽
で
は
様
々
な
花
が
散
り
乱
れ
る
と
い
う
極

楽
の
風
景
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
七
九
番
歌
で
は
、「
し
ぐ
れ
」
が
残

さ
れ
た
者
の
嘆
き
を
表
す
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
意
味
の
転

換
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
七
九
番
歌
は
、
喪
が
明
け
て
も

自
身
の
悲
し
み
が
癒
え
な
い
理
由
を
尋
ね
る
よ
う
な
六
三
番
歌
と
並
べ
て
考

え
る
と
、
ま
る
で
六
三
番
歌
に
応
え
る
よ
う
な
趣
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

な
お
、
六
三
番
歌
と
の
関
連
と
し
て
、
詠
ま
れ
た
時
期
に
つ
い
て
も
指
摘

で
き
よ
う
か
。
七
九
番
歌
は
、「
う
せ
給
ひ
て
の
十
月
ば
か
り
に
」
と
あ
る
よ

う
に
義
孝
死
後
翌
月
の
十
月
ご
ろ
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
共
に
十
月

に
詠
ま
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
六
三
番
歌
と
共
通
す
る
要
素
を
さ
ら
に

確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

巻
末
増
補
部
分
を
確
認
す
る
と
、
義
孝
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
残
さ
れ
た
親

族
の
姿
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
む
様
も

－29－
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「
し
ぐ
れ
」
と
原
型
部
分
に
見
え
る
表
現
を
用
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
巻
末
増
補
部
分
は
、
故
人
と
残
さ
れ
た
者
と

の
関
係
に
お
い
て
も
、
原
型
部
分
と
の
照
応
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

四

巻
末
増
補
部
分
の
構
成
意
識
―
父
子
の
往
生
譚
―

巻
末
増
補
部
分
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
確
認
し
、
い
ず
れ
も
残

さ
れ
た
近
し
い
親
族
の
嘆
き
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
原
型

部
分
に
見
え
る
伊
尹
の
死
を
め
ぐ
る
歌
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
原
型
部
分
と
の
関
わ
り
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
巻
末
増
補
部
分
の
配
列
に
つ
い
て
解
し
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
義
孝
集
』
は
、「
し
か
ば
か
り
」（
七
七
番

歌
）、「
き
て
な
れ
し
」（
七
八
番
歌
）、「
し
ぐ
れ
と
は
」（
七
九
番
歌
）
の
順

に
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の
配
列
は
、
他
の
文
献
の
配
列
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
。

七
七
―
七
九
番
歌
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、『
義
孝
集
』
以
外
に
、『
後
拾

遺
和
歌
集
』、『
今
昔
物
語
集
』、『
袋
草
紙
』
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
配

列
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
次
の
よ
う
な
順
序
で
歌
を
記

す
。

し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る

べ
し
や
は

こ
の
う
た
義
孝
少
将
わ
づ
ら
ひ
侍
け
る
に
、
な
く
な
り
た
り
と
も

し
ば
し
ま
て
経
よ
み
は
て
む
、
と
い
も
う
と
の
女
御
に
い
ひ
は
べ

り
て
ほ
ど
も
な
く
み
ま
か
り
て
の
ち
、
わ
す
れ
て
と
か
く
し
て
け

れ
ば
そ
の
よ
は
は
の
ゆ
め
に
み
え
は
べ
り
け
る
歌
な
り

し
ぐ
れ
と
は
ち
く
さ
の
花
ぞ
ち
り
ま
が
ふ
な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
で
ぬ
ら

す
ら
んこ

の
う
た
義
孝
か
く
れ
侍
て
の
ち
十
月
ば
か
り
に
賀
縁
法
師
の
ゆ

め
に
心
地
よ
げ
に
て
笙
を
ふ
く
と
み
る
ほ
ど
に
く
ち
を
た
だ
な
ら

す
に
な
ん
は
べ
り
け
る
、
は
は
の
か
く
ば
か
り
こ
ふ
る
を
こ
こ
ち

よ
げ
に
て
は
い
か
に
と
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
、
た
つ
を
ひ
き
と
ど

め
て
か
く
よ
め
る
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る

き
て
な
れ
し
こ
ろ
も
の
そ
で
も
か
わ
か
ぬ
に
わ
か
れ
し
秋
に
な
り
に
け

る
か
なこ

の
う
た
み
ま
か
り
て
の
ち
あ
く
る
と
し
の
あ
き
い
も
う
と
の
ゆ

め
に
少
将
義
孝
歌
と
て
み
え
侍
け
る

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
哀
傷
五
九
八
・
五
九
九
・
六
〇
〇
）

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
で
は
、「
み
ま
か
り
て
の
ち
」
↓
「
十
月
許
」
↓
「
あ
く

る
年
の
秋
」
と
言
う
よ
う
に
、
義
孝
の
死
後
ま
も
な
く
か
ら
、
一
か
月
後
、

一
年
後
と
い
う
よ
う
に
時
間
に
沿
っ
て
和
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
詞
書
の

文
言
は
異
な
る
が
、『
袋
草
紙
』
も
同
様
の
配
列
で
あ
る
。

ま
た
、『
今
昔
物
語
集
』は
義
孝
死
後
の
伝
承
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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巻
第
二
十
四

藤
原
義
孝
朝
臣
死
後
読
和
歌
語
第
三
十
九

今
昔
、
右
近
少
将
藤
原
義
孝
ト
云
人
有
ケ
リ
。
此
レ
ハ
一
条
ノ
摂
政

殿
ノ
御
子
也
。
形
チ
有
様
ヨ
リ
始
テ
、
心
バ
ヘ
、
身
ノ
才
、
皆
人
二
勝

レ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
。
亦
道
心
ナ
ム
深
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
糸
若
ク
シ
テ
失
ニ

ケ
レ
バ
、
親
キ
人
々
嘆
キ
悲
ケ
レ
ド
モ
、
甲
斐
無
ク
テ
止
二
ケ
リ
。

而
ル
ニ
、
失
テ
後
、
十
月
許
ヲ
経
テ
、
賀
縁
ト
云
僧
ノ
夢
ニ
、
少
将

極
ク
心
地
吉
気
ニ
テ
、
笛
ヲ
吹
ト
見
ル
程
ニ
、
只
口
ノ
鳴
ス
ナ
ム
有
ケ

ル
。
賀
縁
此
レ
ヲ
見
テ
云
ク
、「
母
ノ
此
許
リ
恋
給
フ
ヲ
、
何
ニ
此
ク
心

地
吉
気
ニ
テ
ハ
御
座
ス
ル
ゾ
」
ト
云
ケ
レ
バ
、
少
将
答
フ
ル
事
ハ
無
ク

シ
テ
、
此
ナ
ム
読
ケ
ル
、

シ
グ
レ
ニ
ハ
チ
グ
サ
ノ
花
ゾ
チ
リ
マ
ガ
フ
ナ
ニ
フ
ル
サ
ト
ノ
袖
ヌ

ラ
ス
ラ
ム

ト
、
賀
縁
覚
驚
テ
後
チ
泣
ケ
ル
。

亦
、
明
ル
年
ノ
秋
、
少
将
ノ
御
妹
ノ
夢
ニ
、
少
将
妹
会
テ
、
此
ナ
ム

読
ケ
ル
、

キ
テ
ナ
レ
シ
コ
ロ
モ
ノ
ソ
デ
モ
カ
ハ
カ
ヌ
ニ
ワ
カ
レ
シ
ア
キ
ニ
ナ

リ
ニ
ケ
ル
カ
ナ

ト
、
妹
覚
驚
テ
後
ナ
ム
、
極
ク
泣
給
ヒ
ケ
ル
。

亦
、
少
将
未
ダ
煩
ケ
ル
時
、
妹
ノ
女
御
、
少
将
未
ダ
失
タ
リ
ト
モ
不

知
デ
、「
経
読
畢
ム
」
ト
云
ケ
ル
程
ニ
、
程
無
ク
失
ニ
ケ
レ
バ
、
其
後
忘

レ
テ
、
其
身
ヲ
葬
テ
ケ
レ
バ
、
其
ノ
夜
母
ノ
御
夢
ニ
此
ナ
ム
、

シ
カ
バ
カ
リ
チ
ギ
リ
シ
モ
ノ
ヲ
ワ
タ
リ
川
カ
ヘ
ル
ホ
ド
ニ
ハ
ワ
ス

ル
ベ
シ
ヤ
ハ

ト
、
母
驚
キ
覚
テ
後
、
泣
キ
迷
ヒ
給
ヒ
ケ
リ
。

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
四

第
三
九(

)

）
18

『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、「
シ
グ
レ
ニ
ハ
」
↓
「
キ
テ
ナ
レ
シ
」
↓
「
シ
カ
バ

カ
リ
」
と
、『
義
孝
集
』
と
は
逆
の
順
に
和
歌
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

の
文
献
で
の
配
列
も
『
義
孝
集
』
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
三
首
の
和
歌
の
配
列
に
関
し
て
、
上
岡
勇
司
氏(

)

は
、

19

『
後
拾
遺
』
で
は
歌
が
「
み
ま
か
り
て
の
ち
」
↓
「
十
月
許
」
↓
「
あ

く
る
年
の
秋
」
と
言
う
よ
う
に
時
間
に
沿
っ
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
。『
義

孝
集
』
で
は
時
間
的
経
過
は
不
統
一
で
あ
る
が
、
人
物
が
「
は
は
う
へ
」

↓
「
六
君
」（
妹
）
↓
「
せ
い
え
む
そ
う
づ
」
と
言
う
よ
う
に
肉
親
か
ら

他
人
へ
と
移
っ
て
い
く
。『
今
昔
』
も
時
間
的
に
揃
わ
な
い
が
人
物
の
配

列
に
特
徴
が
見
え
る
。『
義
孝
集
』
と
歌
の
配
列
が
ま
っ
た
く
反
対
で
あ

る
よ
う
に
、
人
物
も
「
賀
縁
」
↓
「
妹
」
↓
「
母
」
と
他
人
か
ら
肉
親

へ
と
進
む
。
し
か
も
感
情
表
現
が
「
泣
ケ
ル
」
↓
「
極
ク
泣
給
ヒ
ケ
ル
」

↓
「
泣
キ
迷
ヒ
給
ヒ
ケ
リ
」
と
高
ま
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。『
今
昔
』
が

最
も
劇
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

と
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』の
並
び
が
時
間
的
経
過
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

『
今
昔
物
語
集
』
の
構
成
が
劇
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
が
、『
義
孝
集
』
の
配
列
は
、「
肉
親
か
ら
他
人
へ
と
移
っ
て
い
く
」
と

説
明
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
間
的
経
過
に
沿
わ
な
い
『
義
孝
集
』

－31－
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の
配
列
は
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
解
釈
だ
け
で
十
分
と
し
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。『
義
孝
集
』
の
配
列
の
意
図
を
探
り
た
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

が
詠
ま
れ
た
場
面
に
つ
い
て
押
さ
え
て
い
く
。
ま
ず
、
巻
末
増
補
部
分
の
は

じ
ま
り
で
あ
る
七
七
番
歌
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
詠
ま
れ
た
も
の
か
を
確
認

す
る
。

こ
れ
は
、
の
ち
に
か
き
そ
へ
た
ま
へ
る
と
ぞ
、
も
が
さ
や
み
た
ま

ひ
て
、
し
ぬ
べ
き
心
ち
の
す
る
か
な
、
し
ぬ
る
か
、
さ
な
り
と
も

し
ば
し
ば
は
と
か
く
な
せ
そ
、
誦
経
し
は
て
ん
の
心
は
べ
り
と
、

女
御
の
お
ま
へ
に
き
こ
へ
た
ま
ひ
け
る
を
、
わ
す
れ
給
ひ
て
、
と

く
を
さ
め
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
は
は
う
へ
の
御
ゆ
め

に

し
か
ば
か
り
ち
ぎ
り
し
も
の
を
わ
た
り
が
は
か
へ
る
ほ
ど
に
は
わ
す
る

べ
し
や
は

（『
義
孝
集
』
七
七
）

詞
書
に
よ
る
と
、
義
孝
が
疱
瘡
に
か
か
り
、「
し
ぬ
べ
き
心
ち
の
す
る
か
な
」

と
死
を
間
近
に
感
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、「
さ
な
り
と
も
し
ば

し
ば
は
と
か
く
な
せ
そ
」
と
あ
る
よ
う
に
弔
い
の
処
置
が
行
わ
れ
な
い
こ
と

を
望
ん
だ
義
孝
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
「
誦
経
し
は
て
ん
の
心
は
べ
り
」

と
、
経
を
読
誦
し
終
え
た
い
と
い
う
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
な
ぜ
蘇
生
し
て
ま
で
「
誦
経
し
は
て
ん
」
と
す
る
の
か
。
蘇
生
し
て
法

華
経
を
読
誦
す
る
話
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

今
昔
、
源
尊
ト
云
フ
僧
有
ケ
リ
。
幼
ノ
時
ヨ
リ
父
母
ノ
手
ヲ
離
レ
テ
、

法
花
経
ヲ
受
ケ
習
テ
昼
夜
ニ
読
誦
ス
。
而
ル
ニ
、「
暗
ニ
思
エ
ム
」
ト
思

フ
ニ
、
未
ダ
思
ユ
ル
事
無
シ
。
若
ク
盛
リ
ニ
シ
テ
、
身
ニ
重
キ
病
ヲ
受

テ
、
日
頃
ヲ
経
テ
失
ヌ
。

而
ル
間
、
一
日
一
夜
ヲ
経
テ
活
テ
、
語
リ
テ
云
ク
、（
中
略
）
観
音
ノ

形
ニ
在
ス
。
即
チ
、
源
尊
ニ
教
ヘ
テ
宣
ハ
ク
、『
汝
ヂ
本
国
ニ
返
テ
、
吉

ク
此
ノ
経
ヲ
可
読
誦
シ
。
我
レ
力
ヲ
加
ヘ
テ
、
暗
ニ
令
思
ム
ル
事
ヲ
令

得
ム
』
ト
宣
フ
、
ト
思
モ
フ
程
ニ
、
活
ヘ
ル
也
」
ト
。

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
三

第
三
十
五
）

こ
の
話
は
、
源
尊
と
い
う
僧
が
、
幼
少
の
頃
よ
り
法
華
経
を
読
誦
し
、
暗
唱

し
た
い
と
い
う
思
い
を
持
つ
が
、
そ
の
前
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
亡
く
な

っ
た
後
、
蘇
っ
て
死
後
の
世
界
の
様
子
を
語
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

話
で
は
、
死
後
の
世
界
に
居
た
僧
（
観
音
）
が
、
源
尊
の
信
心
の
深
さ
を
認

め
、
蘇
生
さ
せ
る
。
こ
こ
で
僧
は
、
源
尊
に
対
し
て
、「
汝
ヂ
本
国
ニ
返
テ
、

吉
ク
此
ノ
経
ヲ
可
読
誦
シ
。」
と
戻
っ
た
後
は
、
法
華
経
を
読
誦
す
る
よ
う
に

話
し
て
い
る
。
源
尊
の
最
期
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

法
花
経
ヲ
誦
シ
テ
失
ニ
ケ
リ
。
法
華
経
ノ
力
ニ
依
テ
、
冥
途
ニ
観
音
ノ

加
護
ヲ
蒙
ル
。
定
メ
テ
悪
趣
ヲ
離
レ
テ
善
所
ニ
生
レ
ケ
ム
ト
ゾ
人
貴
ビ

ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

（『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
三

第
三
十
五(

)

）
20
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こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
を
誦
し
て
亡
く
な
り
、
法
華
経
の
力
で
善
所
（
浄
土
）

に
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
複
数
存
在
し
、

信
心
の
深
さ
を
観
音
や
閻
魔
王
な
ど
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
蘇
生
し
、
そ
の

後
、
さ
ら
に
仏
教
に
専
心
す
る
姿
が
描
か
れ
、
最
後
に
往
生
が
記
さ
れ
る
。

法
華
経
を
読
む
こ
と
は
往
生
へ
の
道
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。

義
孝
の
こ
う
し
た
願
い
は
、
往
生
に
か
け
る
思
い
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。『
義
孝
集
』
の
死
後
伝
承
は
、
こ
の
よ
う
に
往
生
を
祈
願
す
る
義
孝

の
姿
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
く
。

先
に
確
認
し
た
通
り
、
七
八
番
歌
は
義
孝
の
一
周
忌
の
際
に
六
の
君
の
嘆

き
を
表
わ
し
た
和
歌
で
あ
り
、
七
九
番
歌
は
義
孝
の
死
か
ら
一
月
後
の
十
月

に
詠
ま
れ
た
義
孝
の
往
生
を
示
す
和
歌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、

『
義
孝
集
』
は
、
死
を
目
前
に
し
て
義
孝
の
往
生
を
強
く
願
う
姿
か
ら
始
ま

り
（
七
七
番
歌
）、
義
孝
の
一
周
忌
を
迎
え
悲
し
む
親
族
の
姿
が
記
さ
れ
（
七

八
番
歌
）、
義
孝
・
伊
尹
の
往
生
が
示
さ
れ
る
（
七
九
番
歌
）
と
い
っ
た
流
れ

と
な
っ
て
い
る
。
往
生
祈
願
か
ら
始
ま
り
、
往
生
で
終
わ
る
と
い
っ
た
往
生

色
の
強
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
点
が
、
没
後
の
義
孝
だ
け
で
な
く
、
七
七

番
歌
詞
書
で
義
孝
の
病
床
に
あ
る
生
前
の
姿
が
記
さ
れ
る
と
い
っ
た
点
で
あ

る
。こ

れ
ま
で
に
原
型
部
分
に
お
け
る
伊
尹
の
姿
と
、
巻
末
増
補
部
分
に
お
け

る
義
孝
の
姿
が
故
人
と
し
て
悼
ま
れ
る
点
で
重
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。『
義
孝

集
』
に
お
け
る
伊
尹
の
姿
を
確
認
す
る
と
、
生
前
の
伊
尹
の
存
在
も
感
じ
ら

れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。『
義
孝
集
』
六
番
歌
を
再
掲
す
る
。

殿
や
み
た
ま
ひ
し
こ
ろ
、
い
か
が
と
人
の
と
ひ
た
る
に

ゆ
ふ
ぐ
れ
の
こ
し
げ
き
庭
を
な
が
め
つ
つ
こ
の
は
と
と
も
に
お
つ
る
な

み
だ
か

（『
義
孝
集
』
六
）

『
義
孝
集
』
に
お
い
て
伊
尹
は
、
こ
の
六
番
歌
で
初
め
て
登
場
す
る
が
、
こ

こ
で
は
「
殿
や
み
た
ま
ひ
し
こ
ろ
」
と
い
う
よ
う
に
、
伊
尹
が
病
に
か
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
七
・
八
番
歌
の
よ
う
に
伊
尹
の
死
に
関
連

す
る
和
歌
や
、
六
八
番
歌
の
よ
う
に
伊
尹
の
死
を
思
い
起
こ
す
よ
う
な
和
歌

が
詠
ま
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
前
節
で
見
た
伊
尹
一
周
忌
の
際
の
贈
答
で
あ

る
六
二
・
六
三
番
歌
の
よ
う
な
和
歌
も
あ
る
。

そ
し
て
、
巻
末
増
補
部
分
で
は
、「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
に

よ
っ
て
、
父
の
往
生
す
ら
も
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

伊
尹
と
い
う
人
物
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
死
の
前
の
病
を
患
う
姿
か
ら
、
親

族
（
義
孝
）
に
よ
る
悲
し
み
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、
死
後
伝
承
に
お
い
て
往

生
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、『
義
孝
集
』
全
体
で
、
伊
尹
の
死
の
間

際
か
ら
没
後
ま
で
に
お
け
る
姿
を
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、

巻
末
増
補
部
分
で
親
族
に
悲
し
み
嘆
か
れ
る
義
孝
の
姿
と
重
な
る
も
の
で
あ

る
。時

間
的
経
過
で
も
な
く
、
残
さ
れ
た
者
の
嘆
き
の
強
調
で
も
な
い
『
義
孝

集
』
独
自
の
配
列
は
、
こ
う
し
た
『
義
孝
集
』
に
お
け
る
故
人
と
残
さ
れ
た

－33－
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者
の
姿
を
踏
ま
え
、『
義
孝
集
』
全
体
で
義
孝
と
父
伊
尹
の
最
期
を
語
る
よ
う

な
構
成
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
義
孝
集
』
全
体
を
捉
え
た
際
に
は
、
義
孝
・
伊
尹
と
い
う
二
人
の
人
物

の
生
前
と
死
、
さ
ら
に
往
生
が
語
ら
れ
る
と
い
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。『
義
孝
集
』
死
後
伝
承
の
配
列
は
、
伊
尹
の
存
在
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
集
を
通
し
て
二
人
の
人
物
の
往
生
を
語
る
流
れ
を

捉
え
ら
れ
よ
う
。『
義
孝
集
』
の
死
後
伝
承
は
、
原
型
部
分
に
お
い
て
、
父
伊

尹
の
死
を
嘆
い
て
い
た
義
孝
が
、
そ
の
父
の
い
る
極
楽
へ
往
生
す
る
と
い
っ

た
、
こ
の
集
の
閉
じ
目
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

『
義
孝
集
』
独
自
の
表
現
「
ち
ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
は
巻
末

増
補
部
分
と
原
型
部
分
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
巻

末
増
補
部
分
は
、
父
伊
尹
の
存
在
や
故
人
と
残
さ
れ
た
者
の
姿
か
ら
、
原
型

部
分
と
照
応
す
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し

て
、
原
型
部
分
と
巻
末
増
補
部
分
を
合
わ
せ
て
捉
え
る
こ
と
で
、
伊
尹
に
対

す
る
存
在
と
し
て
の
義
孝
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
り
、『
義
孝
集
』
を
義
孝
と
伊

尹
の
死
の
間
際
か
ら
往
生
ま
で
を
語
る
往
生
譚
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

巻
末
増
補
部
分
は
、
義
孝
死
後
の
伝
承
を
含
む
他
の
文
献
に
見
え
な
い
「
ち

ち
の
お
と
ど
の
お
は
す
る
所
に
」
と
い
う
文
言
が
存
在
し
て
い
た
り
、
そ
の

配
列
が
往
生
を
語
る
流
れ
に
な
っ
て
い
た
り
と
義
孝
と
伊
尹
の
最
期
を
示
そ

う
と
す
る
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

義
孝
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
疱
瘡
に
よ
り
、
兄
と
同
日
に
二
十
一
歳
と

い
う
若
さ
で
突
然
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
義
孝
の
死
に
関
し
て
は
、

皰
瘡
、
世
界
に
も
さ
か
り
に
て
、
こ
の
一
条
の
太
政
の
大
殿
の
少
将

二
人
な
が
ら
、
そ
の
月
の
十
六
日
に
亡
く
な
り
ぬ
と
言
ひ
騒
ぐ
。
思
ひ

や
る
も
い
み
じ
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
こ
れ
を
聞
く
も
、
お
こ
た
り
に

た
る
人
ぞ
ゆ
ゆ
し
き
。

（『
蜻
蛉
日
記
』
天
延
二
年
八
月
・
九
月(

)

）
21

と
い
う
よ
う
に
、
疱
瘡
の
恐
ろ
し
さ
と
共
に
悲
劇
的
な
死
と
し
て
多
数
の
文

献
に
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
突
然
の
死
は
、
父
伊
尹
の
死
か
ら
わ
ず

か
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
を
慕
う
義
孝
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
あ

た
か
も
義
孝
が
そ
の
後
を
追
っ
て
亡
く
な
っ
た
よ
う
に
う
つ
り
え
た
の
で
は

な
い
か
。

『
義
孝
集
』
の
巻
末
増
補
部
分
の
増
補
者
は
、
こ
う
し
た
義
孝
の
死
の
様

子
、
ま
た
原
型
部
分
に
見
え
る
義
孝
・
伊
尹
の
姿
を
踏
ま
え
た
上
で
増
補
を

行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
極
楽
往
生
、
死
後
の
安
寧
を
語
ろ
う
と
す
る

『
義
孝
集
』
の
巻
末
増
補
部
分
を
見
る
と
、
原
型
部
分
に
見
え
た
亡
く
な
っ

た
父
を
慕
う
義
孝
へ
の
同
情
や
、
義
孝
の
死
を
悼
む
残
さ
れ
た
親
族
の
嘆
き

に
応
え
て
、
義
孝
の
悲
劇
的
な
死
を
幸
福
な
も
の
へ
と
転
じ
さ
せ
る
た
め
に

増
補
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く
も
な
る
の
で
あ
る
。
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＊
和
歌
の
引
用
は
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）
に
拠
る
。

注（

）
呉
羽
長
氏
「『
藤
原
義
孝
集
』
の
歌
風
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
四
八

1
（
二
〇
〇
八
年
二
月
）

（

）
稲
賀
敬
冶
氏
（「
義
孝
集
の
編
纂
者
、
あ
る
い
は
構
成
意
図
を
め
ぐ
る
断
想

2
―
源
惟
正
と
義
孝
」『
王
朝
細
流
抄
』
一
（
一
九
九
一
年
十
月
））
は
、

う
せ
さ
せ
給
ひ
に
し
、
御
い
み
は
て
て
、
人
々
お
は
し
わ
か
る
る
ひ

い
ま
は
と
て
と
び
わ
か
る
め
る
む
ら
ど
り
の
ふ
る
す
に
ひ
と
り
な
が
む
べ

き
か
な修

理
の
か
み
返
し

は
ね
な
ら
ぶ
と
り
と
な
り
て
は
ち
ぎ
る
と
も
き
み
わ
す
れ
ず
は
う
れ
し
と

ぞ
お
も
ふ

（『
義
孝
集
』
七
・
八
）

と
い
う
伊
尹
四
十
九
日
の
際
の
義
孝
と
源
惟
正
に
よ
る
贈
答
を
あ
げ
、
こ
の

「
は
ね
な
ら
ぶ
」
の
歌
を
死
ん
だ
伊
尹
の
立
場
に
立
っ
て
惟
正
が
詠
ん
だ
も

の
と
解
し
、『
義
孝
集
』
の
巻
末
に
見
え
る
義
孝
が
死
後
人
の
夢
の
中
に
現
れ

詠
ず
る
と
い
う
行
為
と
照
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
可
能
性
を
示
さ
れ
た
。

し
か
し
、
以
降
、『
義
孝
集
』
の
研
究
に
お
い
て
、
巻
末
の
増
補
部
分
と
そ
れ

以
前
の
部
分
と
の
照
応
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（

）
収
め
る
和
歌
の
範
囲
や
内
容
に
違
い
は
あ
る
が
、
義
孝
の
死
後
伝
承
を
有
す

3
る
文
献
と
し
て
、『
義
孝
集
』、『
日
本
往
生
極
楽
記
』、『
大
日
本
国
法
華
経
験

記
』、『
後
拾
遺
和
歌
集
』、『
扶
桑
略
記
』、『
江
談
抄
』、『
大
鏡
』、『
今
昔
物

語
集
』、『
袋
草
紙
』、『
宝
物
集
』、『
古
来
風
躰
抄
』、『
百
錬
抄
』、『
普
通
唱

導
集
』、『
元
亨
釈
書
』、『
帝
王
編
年
記
』
が
あ
る
。

（

）
田
坂
憲
二
氏
「『
義
孝
集
』
本
文
考
（
二
）
―
勅
撰
集
・
私
撰
集
所
収
歌
を

4
中
心
に
」『
文
芸
と
思
想
』
五
〇
（
一
九
八
六
年
一
月
）

（

）
橘
健
二
氏
、
加
藤
静
子
氏
校
注
・
訳
『
大
鏡
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

5
三
四
〉（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）

（

）『
今
昔
物
語
集
』、『
袋
草
紙
』、『
江
談
抄
』、『
宝
物
集
』
で
は
、「
賀
縁
」
と

6
い
う
僧
の
夢
で
の
こ
と
と
さ
れ
、『
古
来
風
躰
抄
』
で
は
、「
人
」
の
夢
で
の

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
多
く
が
僧
の
夢
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
せ
い
え

む
そ
う
づ
」
と
い
う
名
が
見
え
る
文
献
は
『
義
孝
集
』
の
み
で
あ
る
。

（

）
片
桐
洋
一
氏
（「『
義
孝
集
』
解
説
三
、
底
本
と
伝
本
」
片
桐
洋
一
氏
、
三

7
木
麻
子
氏
、
藤
川
晶
子
氏
、
岸
本
理
恵
氏
『
海
人
手
子
良
集

本
院
侍
従
集

義
孝
集

新
注
』〈
新
注
和
歌
文
学
叢
書
四
〉（
青
簡
舎
、
二
〇
一
〇
年
））

が
掲
げ
る
十
二
本
に
、
肥
前
松
平
文
庫
本
、
水
戸
彰
考
館
所
蔵
本
、
京
都
大

学
所
蔵
本
、
群
書
類
従
本
を
加
え
、
十
六
本
と
す
る
。

（

）『
義
孝
集
』
伝
本
に
お
い
て
代
表
的
な
【
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
】、【
承
空

8
本
】
の
本
文
を
例
と
し
て
次
に
掲
げ
る
。

【
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
】

な
く
な
り
給
て
七
月
は
か
り
せ
い
そ
う
つ
の
御
ゆ
め
に
ち
ゝ

お
と
ゝ
の
お
は
す
る
と
こ
ろ
に
も
の
を
へ
た
て
ゝ
あ
に
君
と
お
は
す

る
に

あ
に
の
少
将
物
思
へ
る
さ
ま
に
て
さ
う
の
ふ
え
を
そ
ふ
き

給
と
み
れ
は
た
ゝ
御
く
り
の
な
る
な
め
り
と
は
ゝ
上
の

－35－
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い
み
し
う
こ
ひ
給
に
御
心
ち
よ
け
な
り
と
き
こ
ゆ
る
は

あ
は
れ
い
ふ
と
思
し
て
た
つ
そ
て
を
ひ
き
と
ゝ
め
て
か
く

し
く
れ
と
は
ち
く
さ
の
花
そ
ち
り
ま
か
ふ

な
に
ふ
る
さ
と
の
そ
て
ぬ
ら
す
ら
ん

【
承
空
本
】ナ

ク
ナ
リ
タ
マ
ヒ
テ
ノ
チ
七
月
許

ニ
清
円
ソ
ウ
ツ
ノ
ユ
メ
ニ
チ
ヽ
オ
ト

ト
ノ
オ
ハ
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
モ
ノ
ヲ
ヘ
タ

テ
ヽ
ア
ニ
ノ
少
将
ハ
モ
ノ
オ
モ
ヘ
ル

サ
マ
ニ
テ
オ
ハ
シ
コ
ノ
君
ハ
心
地
ヨ

ケ
ニ
テ
サ
ウ
ノ
フ
エ
ヲ
フ
キ
タ
マ
フ

ト
ミ
レ
ハ
タ
ヽ
御
ク
チ
ノ
ナ
ル
ナ
リ

ケ
リ
ナ
ト
カ
ハ
ヽ
ウ
ヘ
ノ
ア
ニ
キ
ミ

ヨ
リ
モ
コ
ヒ
タ
マ
フ
ニ
御
心
地

ヨ
ケ
ナ
リ
ト
キ
コ
ユ
ル
ヲ
ア
ハ
ス

ト
オ
ホ
シ
タ
ル
御
ケ
シ
キ

ニ
テ
カ
ク
ノ
タ
マ
フ

後
シ
ク
レ
ト
ハ
ソ
チ
ク
サ
ニ
チ
リ
マ
カ
フ
ナ
ニ
フ
ル
サ
ト
ニ
ソ
テ
ヌ
ラ
ス
ラ

ン
こ
の
よ
う
に
、『
義
孝
集
』
で
は
、
父
に
関
す
る
表
現
が
確
認
で
き
る
。

（

）
呉
羽
氏
（
注
（

）
前
掲
論
文
）
は
、「
家
集
中
に
父
の
死
に
関
わ
る
歌
、

9

1

そ
こ
か
ら
発
す
る
厭
世
的
思
念
の
歌
」
と
し
て
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
、

十
一
、
四
三
、
四
四
、
四
九
、
五
○
、
五
八
、
六
二
、
六
三
、
六
八
の
十
四

首
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
三
木
氏
（
注
（

）
前
掲
書
）
は
、【
承
空
本
】

7

『
義
孝
集
』

、

（
新
編
国
歌
大
観
番
号
三
五
、
三
六
）
に
つ
い
て
、

43
A

43
B

父
の
死
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
徳
植
俊
之
氏
「
藤
原
義
孝
の
詠
作
活
動
―
義
孝
集
詠
歌
年
次
考
―
」『
横
浜

10
国
大
国
語
研
究
』
三
（
一
九
八
五
年
三
月
）

（

）
木
村
由
美
子
氏
「
藤
原
義
孝
の
往
生
歌
―
後
拾
遺
集
を
中
心
に
」『
国
文
』〈
お

11
茶
の
水
女
子
大
学
〉
六
九
（
一
九
八
八
年
七
月
）

（

）
呉
羽
長
氏
「
藤
原
義
孝
集
注
釈
（
五
）」『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
文
科

12
系
）』
五
八
（
二
〇
〇
四
年
三
月
）

（

）
七
八
番
歌
は
、
伝
本
に
よ
り
人
物
の
異
同
が
見
え
る
。
例
え
ば
、【
承
空
本
】

13
「
チ
ゝ
キ
ミ
」、【
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
本
】「
七
の
君
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
。
呉
羽
氏
（
注
７
前
掲
注
釈
）
は
、「『
尊
卑
分
脈
』
に
は
、
伊
尹
の
女
子

と
し
て
六
名
が
記
さ
れ
る
。」
と
指
摘
し
、
伊
尹
女
、
義
孝
の
妹
と
し
て
「
六

君
」
を
解
す
。
七
八
番
歌
の
他
出
で
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』、『
今
昔
物
語
集
』、

『
袋
草
紙
』、『
古
来
風
躰
抄
』
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、『
古
来
風
躰
抄
』
を
除
き
、

す
べ
て
「
い
も
う
と
（
妹
）」
と
す
る
。
姉
で
あ
る
懐
子
を
指
す
と
解
す
る
も

の
も
あ
る
が
、
懐
子
は
天
延
三
年
四
月
三
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
翌

年
の
「
秋
」
に
は
存
命
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
懐
子
と
は
考
え
難
い
。

ひ
と
ま
ず
、
こ
う
し
た
他
出
の
状
況
や
系
譜
か
ら
、「
六
君
」
を
伊
尹
の
六
女
、

義
孝
の
妹
と
し
て
解
す
る
。

（

）
山
中
裕
氏
、
秋
山

氏
、
池
田
尚
隆
氏
、
福
長
進
氏
校
注
・
訳
『
栄
花
物

14
語
①
』〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
一
〉（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）
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（

）
注
（

）
前
掲
論
文
。

15

12

（

）
注
（

）
前
掲
書
。

16

7

（

）
源
惟
正
に
関
し
て
は
、『
義
孝
集
』
冒
頭
に
も
贈
答
が
見
え
、『
義
孝
集
』
に

17
お
い
て
目
立
っ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
稲
賀
氏
（
注
２
前
掲
論
文
）
は
、「
こ

の
集
と
惟
正
と
の
特
別
な
関
係
」
を
見
出
し
、
惟
正
を
『
義
孝
集
』
の
成
立

に
も
関
わ
る
重
要
人
物
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
注
（

）
前
掲
書
。

18

11

（

）
上
岡
勇
司
氏
「「
歌
語
り
か
ら
和
歌
説
話
へ
」
の
瀬
踏
み
―
『
今
昔
物
語
集
』

19
の
義
孝
説
話
を
中
心
に
」『
国
語
国
文
学
研
究
論
文
集
』
三
三
（
一
九
八
八
年

三
月
）

（

）
馬
淵
和
夫
氏
、
国
東
文
麿
氏
、
稲
垣
泰
一
氏
校
注
・
訳
『
今
昔
物
語
集
①
』

20
〈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
三
五
〉（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
）

（

）
木
村
正
中
氏
、
伊
牟
田
経
久
氏
校
注
・
訳
『
土
佐
日
記
蜻
蛉
日
記
』〈
新

21
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
三
〉（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）（本

学
大
学
院
生
）
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