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つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に、

日
く
ら
し、

硯
に
む
か
ひ
て、

心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を、

そ
こ
は
か
と
な

く
書
き
っ
く
れ
ば、

あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ。

徒
然
草
冒
頭
（
序
段）

の
こ
の
言
説
は、

そ
れ
を
構
成
す
る
一

語
一

語
が
諸
注
に
よ
っ
て
詳
細
か
つ
綿
密
な
解
説
を

施
さ
れ
て
お
り、

難
解
な
も
の
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
あ
げ
つ
ら
う
必
要
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
え
る。

無
柳
に
ま
か
せ

て
筆
を
と
っ
た
兼
好
法
師
が、

心
に
浮
か
ぶ
と
り
と
め
も
な
い
事
ど
も
を
順
序
立
て
る
こ
と
も
な
く
書
き
進
め
る
さ
な

か
に、

不
思
議
な
ほ
ど
に
物
狂
お
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
ゆ
く
さ
ま。

そ
の
「
書
く」

と
い
う
能
作
に
ま
つ
わ
る
「
狂」

に
も
似
た
心
情
を
端
的
に
語
り
い
だ
す
の
が、

こ
の
言
説
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば、

こ
こ
に
は
穿
繋
す

べ
き
問
題
な
ど
見
当
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

と
こ
ろ
が、

こ
の
言
説
に
描
か
れ
た
一

っ
―

つ
の
行
為
（
能
作）

と
筆
者
兼
好
の
心
情
の
推
移
と
の
あ
い
だ
に
ど
の

よ
う
な
関
係
が
存
す
る
の
か
を、

厳
密
に
問
う
と
す
れ
ば、

読
者
は、

自
身
が
明
確
な
理
解
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
を
実
感
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

す
な
わ
ち、
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に、

日
く
ら
し、

硯
に
む
か
ひ
て、

心
に

う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
事
を、

そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
っ
く」

る
こ
と
が
「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ」

と

い
う
心
情
を
導
く
の
は
な
ぜ
な
の
か、

そ
の
理
由
を
鮮
明
な
形
で
説
明
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き、

読
者
は
不
透
明
な
墜

の
前
に
た
た
ず
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
「
書
く」

と
い
う
行
為
は、

不
定
性
に
蔽
わ
れ
た
心
情
や
思
念
を
よ
り
細
か
な
要
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素
に
分
節
化
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
の
要
素
を
何
ら
か
の
脈
絡
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば、
「
書
く」

こ
と
は、

漠
た
る
も
の
•

こ
と
を
あ
る
統
一

性
の
も
と
に
整
理
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

と
す
る
な
ら
ば、

そ
れ
は、

内
部
の
と
り
と
め
も
な
い
態
様
に
一

定
の
外
的
な
形
式
を
付
与
す
る
こ
と
に
直
結
す

る
は
ず
で、

そ
こ
に
は
物
狂
お
し
さ
よ
り
も、

む
し
ろ
浄
化
さ
れ、

整
序
さ
れ
た
「
思
い
」

が
伴
わ
れ
る
と
い
う
べ
き

で
は
な
い
か。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

兼
好
は
「
…
…
書
き
っ
く
れ
ば、

あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ」

と
語
る。

兼
好
の
心
の
在
り
よ
う
は
奇
異
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
奇
異
さ
の
原
因
は
何
か。

何
ご
と
が
兼
好
を
「
浄
化」

「
整
序」

と
い
う
事
態
か
ら
遠
ざ
け
て、

脈
絡
の
な
い
「
狂」

へ
と
も
た
ら
す
の
か。

本
章
で
は、

こ
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
思
索
を
展
開
し
つ
つ
、

徒
然
草
序
段
に
こ
め
ら
れ
た
兼
好
の
真
意
に
迫
っ
て
み
た
い
。

本
章
の
こ
の
試
み
に
と
っ
て
璽
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は、
「
つ
れ
づ
れ」

と
名
指
さ
れ
た
態
様
と、
「
心」

と
い

う
概
念
と
が、

当
面
の
兼
好
の
言
説
を
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
つ
れ
づ
れ
」

と
は
兼
好
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
在
り
か
た
な
の
か。

さ
ら
に
は、
「
心」

に
「
よ
し
な
し
事」

が
「
う
つ
り
ゆ
く」

と
い
う
事
態
は
彼

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
に
な
う
の
か。

こ
う
し
た
点
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
を
と
お
し
て、

本
章
は、

何
ら
か

の
結
論
に
到
達
し
う
る
で
あ
ろ
う。

「
つ
れ
づ
れ」

の
意
を
語
誌
的
に
た
ど
る
な
ら
ば、
『
大
言
海』

が
指
摘
す
る
よ
う
に、
「
連
連
の
義」

を
そ
の
語
源

と
し
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る。

も
の
を
思
い
つ
づ
け
る
こ
と、

な
が
め
る
こ
と
が
そ
の
原
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
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る
。

だ
が、

そ
れ
は、

転
じ
て、

な
す
べ
き
こ
と
も
な
い
所
在
の
な
さ
を
あ
ら
わ
す
語
と
な
る
。

原
義、

す
な
わ
ち、

「
連
連
の
義」

は、

時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て、

次
第
に
見
失
わ
れ
る
傾
向
に
あ
り、

閑
暇
な
い
し
は
閑
暇
ゆ
え
の
無

聯
と
い
う
意
義
が
支
配
的
に
な
っ
て
ゆ
く。

徒
然
草
の
現
代
注
釈
は、

ほ
ぽ
一

致
し
て、

同
書
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」

を
後
者
の
意
に
解
し、
「
つ
れ
づ
れ
な
る

ま
ま
に」

を、

何
ご
と
か
を
志
向
し
つ
つ
も
な
す
べ
き
こ
と
の
な
い
情
態、

あ
る
い
は
空
無
の
時
間
を
も
て
あ
ま
す
情

態
と
と
ら
え
る。

後
に
示
唆
す
る
よ
う
に、

兼
好
は、

思
い
を
内
面
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
積
極
的
で
は
な
い
。

「
自
己」

と
い
う
主
体
を
思
い
の
基
体
と
し
て
確
定
し
つ
つ
、

そ
の
「
自
己」

を
起
点
に
外
界
を
対
象
化
し
て
ゆ
く
型

の
思
考
は、

兼
好
の
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ
る
（
本
章
三
参
照）
。

し
た
が
っ
て、

自
己
に
よ
る
思

念
の
主
体
化
と
い
う
事
態
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
意
す
る
「
つ
れ
づ
れ」

の
原
義
（
「
連
連」）

を、
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま

ま
に」

の
精
確
な
解
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

け
れ
ど
も、

こ
の
こ
と
は、

そ
れ
を
第
二
の
敷

え
ん術
さ
れ
た
意
味
に
と
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
。

語
誌
的
な
理
解
を
括
弧
に
入
れ
て
留
保
し、

徒
然
草
自
体
が
「
つ
れ
づ
れ」

を
い
か
に
と
ら
え
る
か
を
見
て
み
よ
う。

序
段
を
除
く
と、

徒
然
草
に
は
以
下
の
六
例
の
「
つ
れ
づ
れ」

が
あ
ら
わ
れ
る。

①
た
が
ひ
に
言
は
ん
ほ
ど
の
事
を
ば、
「
げ
に
」

と
聞
く
か
ひ
あ
る
も
の
か
ら、

い
さ
さ
か
違
ふ
所
も
あ
ら
ん
人
こ

そ、
「
我
は
さ
や
は
思
ふ
」

な
ど、

あ
ら
そ
ひ
に
く
み、
「
さ
る
か
ら、

さ
ぞ」

と
も
う
ち
語
ら
は
ば、

つ
れ
づ
れ

慰
ま
め
と
思
へ
ど、

げ
に
は、

す
こ
し
か
こ
つ
か
た
も
我
と
ひ
と
し
か
ら
ざ
ら
ん
人
は、

大
方
の
よ
し
な
し
ご
と

言
は
ん
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め、

ま
め
や
か
の
心
の
友
に
は、

は
る
か
に
隔
た
る
所
の
あ
り
ぬ
べ
き
ぞ、

わ
び
し
き
や。
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ん
は、

こ
の
限
り
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し。

⑥
同
じ
心
に
向
は
ま
ほ
し
く
思
は
ん
人
の、

②
山
寺
に
か
き
こ
も
り
て、

仏
に
仕
う
ま
つ
る
こ
そ、

つ
れ
づ
れ
も
な
く、

心
の
濁
り
も
清
ま
る
心
ち
す
れ。

（
第
十
七
段）

③
つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は、

つ
れ
づ
れ
に
て、
「
い
ま
し
ば
し。

今
日
は
心
し
づ
か
に
」

な
ど
言
は

（
第
十
二
段）

い
か
な
る
心
な
ら
ん
。

ま
ぎ
る
る
か
た
な
く、

た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ。

（
第
七
十
五
段）

④
荒
れ
た
る
宿
の、

人
目
な
き
に、

女
の、

は
ば
か
る
事
あ
る
こ
ろ
に
て、

つ
れ
づ
れ
と
籠
り
居
た
る
を、

あ
る
人、

と
ぶ
ら
ひ
給
は
ん
と
て、

夕
月
夜
の
お
ぽ
つ
か
な
き
ほ
ど
に、

忍
び
て
尋
ね
お
は
し
た
る
に、

犬
の
こ
と
こ
と
し

く
と
が
む
れ
ば、

げ
す
女
の
出
で
て、
「
い
づ
く
よ
り
ぞ」

と
い
ふ
に、

や
が
て
案
内
せ
さ
せ
て
入
り
給
ひ
ぬ
。

（
第
百
四
段）

⑤
を
か
し
く
も、

き
ら
き
ら
し
く
も、

さ
ま
ざ
ま
に
行
き
交
ふ、

見
る
も
つ
れ
づ
れ
な
ら
ず。
（
第
百
三
十
七
段）

（
第
百
七
十
段）
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①
は、

心
を
一

っ
に
し
う
る
友
の
非
在
を
嘆
く
段
の
後
半
部
に
あ
ら
わ
れ
る
「
つ
れ
づ
れ」

で、

相
互
に
思
念
の
食

い
違
う
者
同
士
の
対
話
が、

多
少
は
「
つ
れ
づ
れ」

を
慰
め
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
が、

じ
つ
は
…
…）

と
述
べ
る
文
脈
の
な
か
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

互
い
の
心
の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
対
話
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る

「
つ
れ
づ
れ
」

と
は、

表
層
的
な
心
性
で
し
か
な
い
だ
ろ
う。

そ
れ
は、

所
在
な
さ
の
さ
な
か
で
の
退
屈
と
い
っ
た
体

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

仏
事
に
精
神
を
集
注
す
る
と
き
に
「
つ
れ
づ
れ」

が
忘
失
さ
れ
る
と
述
べ
る
②
と、

祭
見
物
の
牛
車
の
風
流
な
美
に

説
き
及
び
つ
つ
、

そ
の
よ
う
な
牛
車
の
行
き
交
う
さ
ま
を
見
る
こ
と
は
「
つ
れ
づ
れ
」

で
な
い
と
語
る
⑤
と
に
い
う

「
つ
れ
づ
れ」

が
退
屈
の
意
で
あ
る
こ
と
は、

喋
々
す
る
ま
で
も
な
い
。

⑥
は、

長
時
間
に
わ
た
っ
て
他
人
と
対
面
す
る
こ
と
を
愚
と
す
る
主
張
を
転
換
さ
せ
て、
「
同
じ
心
に
向
は
ま
ほ
し

く
思
は
ん
人」

が
「
つ
れ
づ
れ
」

な
情
態
の
と
き
に、
「
い
ま
し
ば
し
」

と
い
う
場
合
は
例
外
だ
と
主
張
す
る
も
の
。

こ
の
場
合
の
「
つ
れ
づ
れ
」、

す
な
わ
ち、

気
心
が
通
じ
合
い
、

い
つ
ま
で
も
対
座
し
て
い
た
い
と
思
う
よ
う
な
相
手

が、
「
も
う
す
こ
し
い
て
く
だ
さ
い
」

と
い
う
情
況
の
な
か
で
の
「
つ
れ
づ
れ
」

と
は、

閑
暇
な
い
し
は
閑
暇
ゆ
え
の

所
在
な
さ
の
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

注
意
を
要
す
る
の
は、

③
と
④
の
「
つ
れ
づ
れ」

で
あ
る。

④
は、

単
な
る
所
在
な
さ、

退
屈
の
意
で
括
る
こ
と
が

で
き
な
い
し、

③
は、

①
②
⑤
⑥
の
「
つ
れ
づ
れ」

が
慰
め
ら
れ
忘
失
さ
れ
る
べ
き
態
様
と
し
て
消
極
的
か
つ
否
定
的

で
あ
る
の
に
対
し
て、

逆
に
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
態
様
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

④
は、

人
の
出
入
り
も
な
い
荒
れ
た
宿
に、

世
間
を
は
ば
か
る
女
が
ひ
っ
そ
り
と
籠
も
り
居
る
情
態
を
「
つ
れ
づ
れ」

と
と
ら
え
る
。

人
目
を
忍
ん
で
籠
居
す
る
女
が、

所
在
な
く、

退
屈
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う。
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女
は、

そ
こ
は
か
と
な
い
寂
し
さ
を
内
面
に
抱
え
こ
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り、

そ
の
寂
蓼
へ
の
筆
者
（
兼
好）

の
ま
な

ざ
し
を
具
象
化
す
る
言
辞
が、

こ
の
場
合
の
「
つ
れ
づ
れ」

だ
と
考
え
ら
れ
る。

「
つ
れ
づ
れ」

な
る
情
態
が、

そ
の
渦
中
に
在
る
者
も
し
く
は
そ
れ
を
外
側
か
ら
眺
め
る
者
の
寂
蓼
を
示
す
の
は
な

ぜ
か。

①
②
⑤
⑥
に
寂
蓼
の
意
が
含
意
さ
れ
て
い
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
け
れ
ど
も、

④
が
他
の
例
に
く
ら
べ
て
い

っ
そ
う
寂
蓼
に
傾
き、

所
在
な
さ
や
退
屈
の
意
を
奥
に
潜
め
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
な
れ
ば、

「
つ
れ
づ
れ
」

は、

す
く
な
く
と
も
徒
然
草
の
筆
者
に
と
っ
て、

ひ
え
び
え
と
し
た
哀
感
を
凝
縮
す
る
表
現
で
も
あ
り

え
た
わ
け
で、

こ
の
書
の
真
意
に
迫
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り、

そ
う
で
あ
り
え
た
理
由
を
等
閑
に
付
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う。

解
答
は、

③
の
な
か
に
あ
ら
わ
に
示
さ
れ
て
い
る。

③
に
つ
い
て
は、

つ
ぎ
の
よ
う
な
口
語
訳
が
可
能
だ
ろ
う。
「
『
つ
れ
づ
れ』

を
つ
ら
く
思
う
人
は、

ど
う
い
う
心
の

持
ち
主
な
の
だ
ろ
う。

わ
た
し
に
は
理
解
で
き
な
い
。

心
が
外
の
雑
事
に
紛
れ
る
こ
と
な
く、

た
っ
た
ひ
と
り
で
い
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
」

こ
こ
で、
「
つ
れ
づ
れ」

は、
「
心
が
外
の
雑
事
に
紛
れ
る
こ
と
な
く、

た
っ
た
ひ
と
り
で
い
る
こ
と
」

と
等
置
さ
れ

る
。

外
部
と
の
関
わ
り
を
断
っ
て、

独
在
す
る
態
様
こ
そ
が、

心
の
ま
ぎ
れ
を
防
ぐ。

そ
う
し
た
独
在
と、

心
の
自
律

（
自
立）

こ
そ
が
「
つ
れ
づ
れ」

だ
と
筆
者
は
い
う。

心
身
の
そ
の
よ
う
な
在
り
か
た
が
「
つ
れ
づ
れ」

だ
と
す
れ
ば、

そ
こ
に
は
当
然
孤
立
と
孤
独
の
表
象
が
伴
わ
れ
る
だ
ろ
う。

兼
好
の
「
つ
れ
づ
れ」

が、

④
の
ご
と
き
寂
蓼
に
貫
か
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る。

お
そ
ら
く、

序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に」

の
真
義
は、

③
な
い
し
④
の
「
つ
れ
づ
れ」

に
つ
い
て
の
理
解
を
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援
用
す
る
こ
と
な
し
に
は
解
け
な
い
で
あ
ろ
う。

岩
波
文
庫
『
新
訂
徒
然
草』
（
西
尾
実、

安
良
岡
康
作
校
注）

は、

こ
の
点
に
関
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。

同
書
は、

徒
然
草
冒
頭
旬
に
「
す
る
こ
と
も
な
い
も
の
さ
び
し
さ
に
ま
か
せ
て
」

と
い
う
注
を
施
し
て
い
る。

兼
好
の
「
つ
れ
づ
れ」

が
「
す
る
こ
と
も
な
い
」

情
態
を
指
示
し
て
い
る
か
否
か
は
議
論

の
余
地
の
あ
る
問
題
で
は
あ
ろ
う
が、

そ
こ
に
「
も
の
さ
び
し
さ」

を
看
取
し
よ
う
と
す
る
志
向
は、

事
（
言）

の
本

質
に
鋭
く
肉
薄
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

も
し、

③
な
い
し
④
を
め
ぐ
る
解
釈
を
援
用
し
つ
つ
、

序
段
の
冒
頭
旬
を
と
ら
え
る
と
す
れ
ば、

ど
の
よ
う
な
解
釈

が
可
能
に
な
る
の
か。

以
下、

ま
ず
は、

③
を
再
提
示
し、

か
つ
、

③
が
そ
こ
に
定
位
さ
れ
る
第
七
十
五
段
全
体
の
文

脈、

さ
ら
に
は、

③
と
の
あ
い
だ
に
内
容
上
の
つ
な
が
り
を
も
つ
諸
段
を
追
い
な
が
ら、

こ
の
点
を
探
っ
て
み
た
い
。

つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は、

れ。

い
か
な
る
心
な
ら
ん
。

ま
ぎ
る
る
か
た
な
く、

た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け

ほ
か

ち
り

世
に
し
た
が
へ
ば、

心、

外
の
應
に
奪
は
れ
て
惑
ひ
や
す
く、

人
に
交
は
れ
ば、

言
葉、

よ
そ
の
聞
き
に
随
ひ

ひ
と
た
ぴ

て
、

さ
な
が
ら
心
に
あ
ら
ず。

人
に
戯
れ、

物
に
争
ひ、
一

度
は
恨
み、
一

度
は
喜
ぶ
。

そ
の
こ
と
定
ま
れ
る
事

な
し。

分
別
み
だ
り
に
起
り
て、

得
失
や
む
時
な
し。

惑
ひ
の
上
に
酔
へ

り。

酔
ひ
の
中
に
夢
を
な
す。

走
り
て

急
が
は
し
く、

ほ
れ
て
忘
れ
た
る
事、

人
み
な
か
く
の
ご
と
し。

し
づ

い
ま
だ
誠
の
道
を
知
ら
ず
と
も、

縁
を
離
れ
て
身
を
閑
か
に
し、

事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
く
せ
ん
こ
そ、
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し
ば
ら
く
楽
し
ぶ
と
も
言
ひ
つ
べ
け
れ
。
「
生
活
·

人
事
・

伎
能
・

学
問
等
の
諸
縁
を
止
め
よ
」

と
こ
そ、

摩
討

し
く
わ
ん

止
観
に
も
侍
れ
。

（
第
七
十
五
段）

こ
こ
で
は、

俗
塵
に
心
を
奪
わ
れ、

俗
事
に
ま
み
れ
て
心
の
自
律
を
喪
失
す
る
情
態
が
嫌
厭
さ
れ
る
。

嫌
厭
さ
れ
る

態
様
に
対
し
て
対
跛
的
な
位
置
を
占
め
る
の
は、

「
縁
を
離
れ
て
身
を
閑
か
に
し、

事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
く」

す
る
と
い
う
心
身
の
在
り
よ
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
縁」

と
は
外
部
へ
む
か
う
心
の
志
向
性
で
あ
り
（
新
潮
日
本
古

典
集
成
『
徒
然
草』

頭
注
参
照）
、

そ
れ
を
「
離
れ
」

る
こ
と
は、

外
部
と
内
部
と
の
関
わ
り
の
さ
な
か
に
意
識
能
作

を
確
定
し
よ
う
と
い
う
二
元
的
思
考
態
度
（
こ
の
態
度
の
も
と
で
は、

主
体
と
し
て
の
自
己
が
起
点
と
さ
れ、

そ
こ
か

ら
発
出
す
る
意
識
能
作
が
外
部
を
対
象
化
す
る）

を
徹
底
し
て
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

筆
者
兼
好
は、

こ
の
排

の
ぞ

除
を
と
お
し
て、

外
部
（「
事」）

へ
の
関
与
を
排
し
た、

い
わ
ば
「
純
粋
な
内
面」

が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
希
ん

で
い
る
。

そ
し
て、

そ
の
希
み
を
具
示
す
る
の
が、

こ
の
段
の
冒
頭
の
「
つ
れ
づ
れ
」

で
あ
る
。

す
な
わ
ち、

兼
好
は、

「
つ
れ
づ
れ
」

を、

ま
ず
「
ま
ぎ
る
る
か
た
な
く、

た
だ
ひ
と
り
あ
る
」

態
様
と
規
定
し、

さ
ら
に、

そ
こ
に、

「
縁
を

離
れ
て
身
を
閑
か
に
し、

事
に
あ
づ
か
ら
ず
し
て
心
を
安
く」

す
る
態
様
と
い
う
意
味
を
加
え
て
ゆ
く。

外
部
へ
の
志
向
性
を
捨
て
去
ろ
う
と
す
る
態
度
は、

徒
然
草
全
体
を
貫
く
一

貰
し
た
態
度
で
あ
り、

そ
れ
は、

た
と

え
ば、

第
百
十
二
段
に
も
あ
ら
わ
な
形
で
認
め
ら
れ
る
。

第
百
十
二
段
は、

自
己
お
よ
び
外
界
に
対
し
て
一

定
の
距
離

を
置
く
の
を
常
と
す
る
兼
好
が、

珍
し
く、

自
己
を
厳
し
く
鞭
打
つ
な
ま
な
ま
し
い
言
説
を
展
開
す
る
段
で
あ
る
。

そ

こ
で、

兼
好
は、

切
迫
し
た
問
題
に
直
面
し
た
者
に
と
っ
て
他
事
を
論
ず
る
こ
と
が
い
か
に
無
意
味
か
を
具
体
的
に
示

し
た
後
で、

こ
う
述
べ
て
い
る
。
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人
間
の
儀
式、

い
づ
れ
の
事
か
去
り
難
か
ら
ぬ
。

世
俗
の
黙
し
が
た
き
に
随
ひ
て、

こ
れ
を
必
ず
と
せ
ば、

願

い
と
ま

ひ
も
多
く、

身
も
苦
し
く、

心
の
暇
も
な
く、
一

生
は
雑
事
の
小
節
に
さ
へ
ら
れ
て、

空
し
く
暮
れ
な
ん
。

H
暮

は
う

げ

し
や
う

れ
塗
遠
し。

わ
が
生
す
で
に
嵯
陀
た
り。

諸
縁
を
放
下
す
べ
き
時
な
り。

信
を
も
守
ら
じ。

礼
儀
を
も
思
は
じ。

こ
の
心
を
得
ざ
ら
ん
人
は、

物
狂
ひ
と
も
言
へ
。

う
つ
つ
な
し、

情
け
な
し
と
も
思
へ
。

毀
る
と
も
苦
し
ま
じ
。

誉
む
と
も
聞
き
入
れ
じ。

兼
好
は、

世
俗
の
雑
事
に
紛
れ
る
自
己
の
在
り
よ
う
を
厳
し
く
拒
む。

そ
れ
を
拒
む
と
き、

彼
は、

自
身
が、

人
生

の
目
標
と
す
る
地
点
か
ら
は
る
か
に
遠
ざ
か
っ
て
在
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
「
日
暮
れ
塗
遠
し。

わ

が
生
す
で
に
嵯
舵
た
り」

と
は、

そ
の
自
覚
を
端
的
に
示
す
言
辞
で
あ
る
。

こ
の
自
覚
に
立
っ
て、

彼
は、

み
ず
か

ら
に
い
い
聞
か
せ
る。
「
諸
縁
を
放
下
す
べ
き
時
な
り」

と
。

外
部
と
の
関
わ
り
を
求
め
る
内
部
の
志
向
性
を
全
面
的

に
放
榔
す
る
こ
と
を、

兼
好
は
自
己
に
課
す。

も
と
よ
り、

外
部
へ
の
こ
だ
わ
り
の
廃
棄、

い
い
か
え
れ
ば
「
諸
縁
放
下」

が
兼
好
の
全
生
涯
を
通
じ
て
貰
き
と
お

さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

ほ
か
な
ら
ぬ
徒
然
草
と
い
う
書
自
体
が、

外
部
世
界
へ
の
強
い
関
心
の
な
か
で、

外
部
を
外

部
と
し
て
在
る
が
ま
ま
に
（
可
能
な
か
ぎ
り
客
観
的
に）

描
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
浮
き
た
た
せ
て
い
る
点
に
留
意
す
る

な
ら
ば、
「
諸
縁
放
下」

は、

兼
好
の
理
想
で
は
あ
っ
て
も
現
実
で
は
な
か
っ
た
と
さ
え
い
え
よ
う。

し
か
し、
「
諸
縁

放
下」

へ
の
志
向
が、

徒
然
草
の
執
筆
態
度
に
対
し
て
自
己
否
定
的
で
あ
り
つ
つ
も、

あ
く
ま
で
も
こ
の
書
の
根
底
に

貰
流
す
る
こ
と
は
否
み
が
た
い
。

し
か
も、
「
諸
縁
放
下」

は、

徹
底
し
て
自
己
の
「
個」

に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
遂
行
さ
れ
え
な
い
。
「
偏」

を
も
「
礼
儀」

を
も
捨
て
去
っ
て、

た
だ
み
ず
か
ら
の
思
い
の
ま
ま
に
在
る
べ
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き
こ
と
を、

兼
好
が
自
身
に
対
し
て
命
ず
る
ゆ
え
ん
で
あ
る。

自
己
の
「
個」

に
忠
実
で
あ
る
こ
と
は、

自
己
が
心
閑
か
に
た
だ
自
己
と
の
み
対
面
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
七

十
五
段
で、
「
縁
を
離
れ」

る
こ
と
と
「
身
を
閑
か
に
」

す
る
こ
と
と
が
連
動
し
つ
つ
重
な
り
合
う
事
態
と
目
さ
れ
る

の
は
こ
の
た
め
で
あ
る。
「
身
を
閑
か
に
」

す
る
こ
と
が、
「
つ
れ
づ
れ」

な
る
在
り
か
た
に
含
意
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い

え
な
い
。

し
た
が
っ
て、
「
諸
縁
放
下」

と
は、
「
つ
れ
づ
れ」

な
る
在
り
か
た
の
な
か
に
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
重
要

な
要
素
と
し
て
位
含
さ
れ
る
一

態
様
だ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
縁
を
離
れ」

る
こ
と、

あ
る
い
は
「
諸
縁
放
下」

が
自
身
を
律
す
る
規
範
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
は、
「
縁」

の
う

ち
に
在
る
こ
と、

す
な
わ
ち、

外
部
へ
の
志
向
性
に
内
部
が
貫
か
れ
て
在
る
態
様
が、
「
所
願」
（
願
望）

を
引
き
摺
り、

そ
れ
が
目
標
へ
の
到
達
を
阻
害
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

徒
然
草
第一
一
百
四
十
一

段
の
後
半
に
お
い
て、

兼
好
は

述
べ
て
い
る
。

い
と
ま

に
ょ
げ
ん

し
ゃ
う

所
願
を
成
じ
て
後、

暇
あ
り
て
道
に
向
は
ん
と
せ
ば、

所
願
尽
く
べ
か
ら
ず。

如
幻
の
生
の
中
に、

何
事
を
か

ま
う
ざ
う

な
さ
ん
。

す
べ
て、

所
願
皆
妄
想
な
り。

所
願
心
に
来
た
ら
ば、

妄
心
迷
乱
す
と
知
り
て、
一

事
を
も
な
す
べ
か

は
う

げ

ら
ず。

直
ち
に
万
事
を
放
下
し
て
道
に
む
か
ふ
時、

さ
は
り
な
く、

所
作
な
く
て、

心
身
な
が
く
し
づ
か
な
り。

兼
好
は
い
う。

所
願、

す
な
わ
ち
願
い
事
は
す
べ
て
妄
想
で
あ
り、

そ
の
妄
想
に
拘
泥
す
る
と
き、

人
は
真
に
な
す

べ
き
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て、

願
い
事
を
叶
え
よ
う
と
し
て
は
な
ら
ず、

む
し
ろ
そ
れ
ら
を
放

下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
。

よ
ろ
ず
の
願
い
事
を
放
榔
し
て、

わ
が
心
身
を
そ
こ
へ
と
差
し
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い

四

「
道」

と
は、

お
そ
ら
く、

仏
道
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う。

だ
と
す
れ
ば、

兼
好
は、

仏
道
へ
の
精
神
の
集
注
が、

自
己
の
心
身
の
「
な
が
く
し
づ
か」

な
態
様
と
相
即
す
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る。

兼
好
の
い
う
「
な
が
く
し
づ
か」

な
態
様。

本
章
で
は、

こ
れ
を
「
永
閑
の
境」

と
呼
び
た
い
。

手
も
と
の
漢
和
辞

典
を
一

瞥
し
た
か
ぎ
り
で
は、

漢
語
に
「
永
閑」

の
語
を
見
な
い
け
れ
ど
も、

徒
然
草
に
散
見
さ
れ
る
「
閑」

の
語
は、

当
面
の
段
に
い
う
「
し
づ
か」

と
同
義
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る。

第
七
十
五
段、

第
百
十
二
段、

第
二
百
四
十
一

段
に
関
す
る、

以
上
の
理
解
を
総
合
す
れ
ば、

兼
好
が
こ
う
考
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち、
「
縁
を
離
れ」

る
こ
と、

あ
る
い
は、
「
諸
縁
放
下」

は、
「
所
願」

を
放
榔
す
る

境
位
と
し
て
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て、

そ
の
境
位
に
お
い
て
仏
道
へ
と
精
神
が
集
注
さ
れ
る
と
き、

心
身
は
「
永
閑
の
境」

を
得、

真
に
「
つ
れ
づ
れ」

で
あ
り
う
る、

と
兼
好
は
考
え
て
い
た
。

「
永
閑
の
境」

は、

外
部
へ
の
志
向
性
を
排
し
た
独
在
の
位
相
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
。

だ
か
ら、

そ
れ
は、

つ
ね

に
孤
独
の
貌
を
伴
い
、

そ
こ
に
確
定
さ
れ
る
精
神
は、
一

抹
の
悲
哀
を
お
ぽ
え
ざ
る
を
え
な
い
。
「
つ
れ
づ
れ
」

は、

心
身
の
閑
か
な
る
態
様
で
あ
る
と
と
も
に、

そ
の
深
部
に
い
わ
ば
通
奏
低
音
と
し
て
寂
し
さ
を
湛
え
る
態
様
で
も
あ
っ

こ
。「

つ
れ
づ
れ
」

が、

内
部
に
寂
霙
を
忍
ば
せ
た
「
永
閑
の
境」

と
同
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

徒
然
草
序
段
冒
頭
旬

「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」

を、

な
す
べ
き
こ
と
を
も
た
な
い
所
在
な
さ
の
謂
い
や、

空
無
の
時
間
を
も
て
あ
ま
す
心



I79 第六章 永附の境

理
情
態
の
意
に
解
す
る
こ
と
は、

事
の
実
相
を
見
誤
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

兼
好
は
退
屈
の
あ
ま
り
「
H
<

ら
し、

硯
に
む
か」

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

彼
は、

い
わ
ば
心
身
永
閑
の
極
所
に
立
っ
て、

自
己
自
身
に
対
面
し
て

い
る
。

そ
の
閑
か
な
対
座
の
さ
な
か
に、

と
り
と
め
も
な
い
思
念
が
心
に
よ
ぎ
っ
て
ゆ
く
さ
ま
を、

序
段
は
描
い
て
い

る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

で
は、

心
身
永
閑
の
極
所
で、

終
日
硯
に
む
か
う
筆
者
の
心
に
と
り
と
め
も
な
い
思
念
が
よ
ぎ
る
と
い
う
事
態
は、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
意
味
し
て
い
る
の
か。

あ
る
い
は、

そ
れ
ら
の
と
り
と
め
も
な
い
思
念
（
「
よ
し
な
し

事」）

を
「
書
き
っ
く」

る
こ
と
が、

な
ぜ
物
狂
お
し
い
情
態
を
導
く
の
か。

い
よ
い
よ、

徒
然
草
と
い
う
書
の
本
質

に
関
わ
る
こ
れ
ら
の
問
題
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

徒
然
草
に
は、
「
心
」

に
「
よ
し
な
し
事」

が
「
う
つ
り
ゆ
く」

と
い
う
事
態
に
つ
い
て、

そ
の
根
拠
を
問
う
た
段

が
あ
る。

左
に
掲
げ
る
第
二
百
三
十
五
段
で
あ
る
。

ぬ
し
あ
る
家
に
は、

す
ず
ろ
な
る
人、

心
の
ま
ま
に
入
り
来
る
事
な
し。

あ
る
じ
な
き
所
に
は、

道
行
き
人
み

だ
り
に
立
ち
入
り、

狐
・

ふ
く
ろ
ふ
や
う
の
物
も、

人
げ
に
塞
か
れ
ね
ば、

所
得
が
ほ
に
入
り
す
み、

こ
た
ま
な

ど
い
ふ、

け
し
か
ら
ぬ
か
た
ち
も、

あ
ら
は
る
る
も
の
な
り。

ま
た、

鏡
に
は
色
・

か
た
ち
な
き
故
に、

よ
ろ
づ

の
影
来
た
り
て
映
る
。

鏡
に
色
・

か
た
ち
あ
ら
ま
し
か
ば、

映
ら
ざ
ら
ま
し。

虚
空
よ
く
物
を
い
る
。

わ
れ
ら
が
心
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
ま
に
来
た
り
浮
ぶ
も、

心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や

あ
ら
ん
。

心
に
ぬ
し
あ
ら
ま
し
か
ば、

胸
の
う
ち
に、

若
干
の
こ
と
は
入
り
来
た
ら
ざ
ら
ま
し。
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る
。

諸
注
が
詳
細
に
指
摘
す
る
よ
う
に、

冒
頭
以
下
「
あ
ら
は
る
る
も
の
な
り」

ま
で
の
部
分
は、

源
氏
物
語
「
蓬
生
」

の
語
り
に
拠
っ
た
も
の
で、

兼
好
の
独
創
と
は
い
え
な
い
。

ま
た、
「
虚
空
よ
く
物
を
い
る
」

以
下
の
部
分
は、

大
燈

国
師
法
語
の
「
虚
空
の
正
体
を
知
り
ぬ
れ
ば、

心
の
正
体
を
知
り
候
な
り」

な
ど
の
影
響
下
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。

第
二
百
三
十
五
段
全
体
が
先
樅
を
踏
ま
え
る
論
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

だ
が、

空
き
家
に

あ
や
し
い
人
・

物
が
入
り
こ
む
情
況
や、

そ
れ
自
体
色
・

形
を
も
た
な
い
鏡
に
像
が
浮
か
ぶ
さ
ま
を、

心
が
諸
々
の
思

念
を
映
す
情
態
に
瞥
え
る
兼
好
の
筆
致
は、

独
自
に
し
て
斬
新
な
も
の
と
い
え
よ
う。

兼
好
は、

こ
こ
で、

空
き
家
や
鏡
の
比
喩
を
掲
げ
な
が
ら、

そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に、

心
は
空
な
る
が
ゆ
え
に
思
念

を
映
す
と
語
る
。

し
か
も、

兼
好
に
よ
れ
ば、
「
心
と
い
ふ
も
の
」、

す
な
わ
ち、
「
こ
れ
こ
そ
が
心
だ
」

と
名
指
さ
れ

る
よ
う
な
心
の
実
体
な
ど、

ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。

心
は、

実
な
く、

あ
く
ま
で
も
虚
無
の
相
を
保
ち
続
け
る
か
ら

こ
そ、
「
念
々
」、

す
な
わ
ち、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
的
な
思
い
（
「
よ
し
な
し
事」）

を
映
し
出
す
基
体
と
な
り
う
る
。

彼

は
そ
う
考
え
て
い
る。

こ
う
し
た
考
え
か
た
に
着
目
し
つ
つ
、

再
度
序
段
を
読
み
直
す
な
ら
ば、

以
下
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
っ
て
く

永
閑
の
境
に
居
る
と
き、

す
な
わ
ち、

外
界
の
雑
事
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く、

ひ
と
り
閑
か
に
自
己
自
身
に
対
座

し
て
い
る
と
き、

自
己
の
心
は、

思
念
の
起
点
と
な
っ
て
外
部
を
志
向
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

そ
れ
は、

い
わ
ば
空
虚

な
器
と
し
て
万
事
・

万
象
へ
と
開
か
れ
な
が
ら
も、

外
界
を
対
象
化
し
つ
つ
そ
れ
を
二
元
的
な
思
考
態
度
の
な
か
に
定

位
さ
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
能
作
を
伴
う
こ
と
な
く、

た
だ
漫
然
と
「
そ
こ
」

に
在
る
。

と
こ
ろ
が、

そ
の

無
規
定
性
と
開
放
性
の
ゆ
え
に、

心
は
万
事
・

万
象
を
無
意
識
裡
に
映
し
出
し
て
し
ま
う。

そ
れ
は
、

兼
好
が
心
の
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、
、
、
、

「
ぬ
し」
（
主
体）

と
な
っ
て、

す
べ
て
を
見
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

永
閑
の
境
に
在
っ
て、

外

界
へ
の
積
極
的
な
関
与
を
放
榔
し
て
い
る
が
ゆ
え
に、

か
え
っ
て、

外
界
を
構
成
す
る
多
数
の
事
・

物
が
鮮
明
な
縁
ど

、
、
、
、
、

り
を
示
し
な
が
ら、

お
の
ず
か
ら
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
つ
れ
づ
れ
」

は、

兼
好
が、

そ
の
態
様
に
基
づ
い
て
思
索
を
展
開
す
る
起
点
で
は
な
い
。

そ
れ
は、
―

つ
の
到
達

点
で
あ
り、

兼
好
は、

意
識
を
阻
害
す
る
す
べ
て
の
要
素
を
捨
て
去
る
と
い
う
血
の
滲
む
よ
う
な
努
力
を
経
て、

よ
う

や
く
そ
こ
に
達
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う。

か
ぎ
り
な
く
閑
か
で、

外
物
に
ま
ぎ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
律
（
自
立）

の
情
態
が、
「
つ
れ
づ
れ
」

な
る
こ
と、

す
な
わ
ち
永
閑
の
境
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が、

永
閑
の
境
に
在
る
心
に
は、

外
界
の
事
・

物
と、

そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
思
念
と
が、

つ
ぎ
つ
ぎ
と
浮
か
ん

で
は
消
え
た
。

見
よ
う
と
意
志
し
て
見
た
の
で
は
な
い
。

す
べ
て
が
見
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

す
べ
て
（
外
部）

が
お
の
ず
か
ら
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て、

い
っ
た
ん
は
確
定
さ
れ
た
永
閑
の
境
が
足
も

と
か
ら
崩
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
は、

兼
好
に
と
っ
て、
―

つ
の
危
機
だ
っ
た
。

そ
の
危
機
を、

ま
さ
に
危
機

と
し
て
自
覚
し
て
在
る
態
様。

そ
れ
が、

兼
好
に
「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ」

と
書
か
せ
た
原
因
だ
っ
た
。

そ
こ
へ
の
拘
泥
を
す
で
に
捨
て
去
っ
た
は
ず
の
外
物
（
そ
し
て
思
念）

が、

ま
た
し
て
も
見
え
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
怖

れ。

そ
の
怖
れ
を
端
的
に
表
出
す
る
言
辞
が、
「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
ほ
し
け
れ」

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う。

怖
れ
は、
「
書
き
つ
く」

る
と
い
う
能
作
に
密
着
し
つ
つ
、

筆
者
の
身
の
う
ち
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
く
る
。

だ
が、
「
書

き
っ
く」

る
こ
と
を
や
め
さ
え
す
れ
ば、

怖
れ
を
懐
く
必
要
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
推
察
す
る
の
は、

思
考
の

短
絡
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う。

序
段
の
文
脈
は、

か
な
ら
ず
し
も
そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も、

後
続
の
諸
段
を
め
ぐ
る
本
章
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
は、
「
書
き
っ
く」

る
こ
と
を
開
始
す
る
以
前
の
時
点
で、

す
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で
に、

筆
者
が
「
見
え
て
し
ま
う」

こ
と
へ
の
怖
れ
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

た
し
か
に、

「
書
き
っ
く」

る
こ
と
に
よ
っ
て
怖
れ
は
増
幅
さ
れ
た
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

そ
の
怖
れ
を
抑
止
し、

永
閑
の
境
か
ら

の
離
脱
を
悲
嘆
す
る
精
神
を
慰
撫
す
る
手
立
て
が、
「
書
き
っ
く」

る
こ
と
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ

と
も、

想
像
に
か
た
く
な
い
。

兼
好
は、

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
怖
れ、

同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
怖
れ
を
免
れ
よ
う
と
し

た、

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た、
「
書
く
こ
と
」

に
ま
つ
わ
る
矛
盾
を
根
底
に
据
え
た
兼
好
の
在
り
よ
う
は、

徒
然
草
の
完
結
不
能
性
を

具
示
し
て
い
る
。

心
身
永
閑
の
境
位
を、

精
神
の
仏
道
へ
の
傾
注
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
を
示
す
第
二
百
四
十
一

段、

お
よ
び
「
楽
欲」

を
去
る
こ
と
を
自
己
に
対
し
て
要
請
す
る
第
二
百
四
十
二
段、

さ
ら
に
は、

仏
の
仏
た
る
ゆ
え
ん
を

め
ぐ
る
幼
き
日
の
父
と
の
問
答
を
記
す
最
終
第一
一
百
四
十――一
段
の
三
つ
の
段
は、

仏
道
へ
の
志
向
性
に
関
し
て
連
接
し

つ
つ
、

序
段
に
呼
応
す
る
。

す
な
わ
ち、

序
段
に
表
出
さ
れ
た
物
狂
お
し
さ
が、

仏
道
へ
の
帰
依
の
念
が
顧
慮
さ
れ
る

さ
な
か
に
消
え
去
る
と
い
う
結
構
を、

兼
好
は
意
図
し
て
い
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

と
す
る
な
ら
ば、

徒
然
草
は、

首
尾
呼
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
文
芸
作
品
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が、

第
二
百
四
十
一

段
で
得
ら
れ
た
永
閑
の
境
は、

上
述
の
ご
と
く、

事
・

物
が
お
の
ず
か
ら
に
見
え
て
く
る
態

様
を
開
示
し
て
し
ま
う。

あ
ら
ゆ
る
事
・

物
が
お
の
ず
か
ら
に
見
え
て
し
ま
う
と
き、

兼
好
の
心
身
は、

ま
た
し
て
も

物
狂
お
し
さ
を
抱
え
こ
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か。

そ
の
と
き、

兼
好
は
さ
ら
に
も
う
一

度
「
書
く
こ
と
」

を
必

要
と
し
た
は
ず
だ
。

そ
の
意
味
で、

徒
然
草
と
い
う
作
品
そ
れ
自
体
（
現
存
の
そ
れ）

が
一

応
の
完
結
を
見
た
と
し
て

も、

徒
然
草
に
こ
め
ら
れ
た
思
念
は、

お
そ
ら
く
永
遠
に
完
結
を
迎
え
る
こ
と
が
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。
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以
上、

本
章
で
は、

徒
然
草
の
主
題
を
集
約
す
る
序
段
に
い
う
「
つ
れ
づ
れ」

が、

所
在
の
な
さ
や
退
屈
の
意
に
限

局
さ
れ
る
言
辞
で
は
な
く、

む
し
ろ
永
閑
の
境
と
呼
ぶ
べ
き
境
位
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と、

お
よ
び、

そ
の
永
閑
の

境
と
し
て
の
「
つ
れ
づ
れ」

が、

お
の
ず
か
ら
に
外
物
が
見
え
て
く
る
と
い
う
情
態
を
呼
び
起
こ
し、

筆
者
兼
好
の
胸

中
に
物
狂
お
し
さ
を
も
た
ら
す
因
と
な
っ
た
こ
と
が、

あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

兼
好
の
「
つ
れ
づ
れ」

に
焦
点
を
定
め

つ
つ
、

徒
然
草
序
段
の
真
意
に
迫
ろ
う
と
い
う
試
み
は、

こ
こ
に
一

応
の
結
論
を
得
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。

し
か
し、

な
お、

論
究
の
対
象
と
す
べ
き
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

兼
好
が
そ
こ
に
自
己
を
確
定
さ
せ
る
べ
き
境
位
と
し

て
永
閑
の
境
を
措
定
し
た
理
由
は
何
か
と
い
う
問
題
が、

そ
れ
で
あ
る
。

徒
然
草
が
時
に
王
朝
へ
の
懐
古
趣
味
や
有
職
故
実
へ
の
関
心、

あ
る
い
は、

世
態
へ
の
興
味
な
ど
を
表
面
に
押
し
立

て
な
が
ら
も、

さ
な
が
ら
通
奏
低
音
の
よ
う
に、
「
無
常」

に
ま
つ
わ
る
思
念
を
全
篇
の
基
底
に
据
え
て
い
る
こ
と
は、

っ
と
に
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

無
常
は、

徒
然
草
を
十
全
に
理
解
す
る
た
め
の
鍵
概
念
で
あ
り、

そ
れ
へ
の
論
究
を
避
け
る
と
す
れ
ば、

同
書
の
内
質
を
的
確
に
つ
か
む
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
は
し
な
い
。

永
閑
の

境
と
し
て
の
「
つ
れ
づ
れ」

も、

当
然、

無
常
と
い
う
主
題
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

た
だ
し、

本
章
に
お
い
て
は、

兼
好
の
内
部
に
お
け
る
無
常
観
の
変
質
の
過
程
は
問
わ
な
い
。

先
学
の
考
究
に
よ
れ
ば、

無
常
を
と
ら
え
る
兼
好
の
視
座
は、

徒
然
草
の
第
三
十
段
あ
た
り
ま
で
と
そ
れ
以
降
と
を

境
目
と
し
て
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う。

す
な
わ
ち、

第
三
十
段
あ
た
り
ま
で
の
無
常
を
め
ぐ
る
思
念
が、

五
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無
常
を
美
的
感
性
に
よ
っ
て
詠
喚
し
つ
つ
把
捉
す
る
も
の、

換
言
す
れ
ば
「
詠
嘆
的
無
常
観」

で
あ
る
の
に
対
し
て、

第
三
十
段
あ
た
り
以
後
の
そ
れ
は、

無
常
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
を
冷
静
か
つ
客
観
的
に
見
極
め
る
「
自
覚
的
無
常
観」

だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
『
方
丈
記

徒
然
草』

解
説、

前
掲
唐
木
順――-
『
無
常』

等
参
照）
。

け
ぶ
り

た
し
か
に、
「
あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
時
な
く、

鳥
部
山
の
姻
立
ち
去
ら
で
の
み
住
み
は
つ
る
習
ひ
な
ら
ば、

い
か

に
も
の
の
あ
は
れ
も
な
か
ら
ん
。

世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ」

と
述
べ
る
第
七
段
や、
「
飛
鳥
川
の
淵
瀬
常
な

ら
ぬ
世
に
し
あ
れ
ば、

時
移
り
事
去
り、

楽
し
び
悲
し
び
行
き
か
ひ
て、

花
や
か
な
り
し
あ
た
り
も、

人
住
ま
ぬ
野
ら

と
な
り、

か
は
ら
ぬ
住
家
は
人
あ
ら
た
ま
り
ぬ
」

と
述
べ
る
第
二
十
五
段
な
ど
が、

美
的
情
調
を
感
覚
的
に
表
出
す
る

こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

ま
た、
「
我
等
が
生
死
の
到
来、

た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
。

そ
れ
を
忘
れ
て、

物
見
て
日
を
く

ら
す、

愚
か
な
る
事
は
な
ほ
ま
さ
り
た
る
も
の
を」
（
第
四
十
一

段）
、
「
人
は
た
だ、

無
常
の
身
に
迫
り
ぬ
る
事
を
心

に
ひ
し
と
か
け
て、

つ
か
の
ま
も
忘
る
ま
じ
き
な
り」
（
第
四
十
九
段）

と
い
っ
た、

第
三
十
段
あ
た
り
以
降
の
言
説

が、
「
無
常
11

死」

と
い
う
認
定
の
も
と
に、

無
常
の
宿
命
を
わ
が
身
の
う
え
の
こ
と、

自
分
自
身
の
喫
緊
の
課
題
と

し
て
冷
静
に
凝
視
す
る
視
座
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

兼
好
の
内
面
に
お
け
る
無
常
観
の
変
質
に
つ

い
て
の
先
学
の
指
摘
は、

至
極
妥
当
な
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る。

だ
が、

か
り
に、

和
歌
の
常
套
旬
に
依
拠
し
つ
つ
、

世
の
定
め
な
さ
に
言
及
す
る
兼
好
の
姿
勢
が
美
的
か
つ
感
性
的

な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も、

そ
れ
が
死
と
等
号
で
結
ば
れ
る
「
無
常」

に
対
し
て
無
自
覚
な
も
の
だ
っ
た
と
断
ず
る
の

は、

思
考
の
短
絡
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

事
物
に
つ
い
て
の
美
的
・

感
性
的
理
解
は、

そ
の
事
物
の
本
態
に
つ
い
て
の

無
自
覚
の
反
映
と
は
い
い
き
れ
な
い
。

む
し
ろ、

事
物
の
本
態
を
的
確
に
と
ら
え、

そ
れ
と
自
己
と
の
関
係
を
鋭
く
洞

察
し
う
る
か
ら
こ
そ、

人
は、

そ
の
事
物
を
美
的
・

感
性
的
に
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な



I85 第六章 永閑の境

い
か。

徒
然
草
第
三
十
段
あ
た
り
以
前
の
段
階
で
兼
好
が
示
す
無
常
観
の
美
的
・

感
性
的
性
格
は、

彼
が
無
常
を
自
覚

的
に
と
ら
え
え
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く、

む
し
ろ、

逆
に、

彼
に
お
い
て
無
常
の
自
覚
が
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

そ
の
よ
う
に
解
す
る
が
ゆ
え
に、

本
章
は、

兼
好
の
内
部

に
お
け
る
無
常
観
の
変
質
の
経
緯
を
き
わ
だ
た
せ
よ
う
と
す
る
諸
家
の
姿
勢
に
対
し
て、

懐
疑
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

さ
て、

兼
好
に
お
い
て
「
つ
れ
づ
れ
」

と
「
無
常」

と
が
い
か
に
関
わ
る
の
か
を
探
る
こ
と
は、

彼
が
永
閑
の
境
に

自
身
を
定
位
さ
せ
る
理
由
を
問
う
こ
と
に
直
結
す
る。

け
れ
ど
も、

徒
然
草
の
な
か
に
は、
一

連
の
文
脈
の
も
と
に
両

者
を
明
確
に
関
連
づ
け
る
言
説
が
見
あ
た
ら
な
い
。

問
題
を
解
く
鍵
を、

兼
好
の
言
説
そ
の
も
の
の
な
か
に
見
い
だ
す

こ
と
は
不
可
能
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し、

永
閑
の
境
こ
そ
「
つ
れ
づ
れ
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
す
る

第
七
十
五
段
の
直
前
に、

死
と
等
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
の
無
常
に
言
及
す
る
段
が
見
え
る
こ
と
は、

徒
然
草
の
文
脈

相
互
の
連
関
を
読
者
の
立
場
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が、

当
面
の
問
題
に
関
す
る
兼
好
の
真
意
を
理
解
す
る
道
に
つ
な
が

り
う
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る。

以
下
は、

そ
の
段、

す
な
わ
ち
第
七
十
四
段
の
全
文
で
あ
る。

わ
し

蟻
の
ご
と
く
に
集
ま
り
て、

東
西
に
急
ぎ、

南
北
に
走
る
。

高
き
あ
り、

賤
し
き
あ
り。

老
い
た
る
あ
り、

若

ゆ
ふ
ぺ

い

あ
し
た

し
や
う

き
あ
り。

行
く
所
あ
り、

帰
る
家
あ
り。

夕
に
寝
ね
て、

朝
に
起
く。

い
と
な
む
と
こ
ろ
何
事
ぞ
や。

生
を
む
さ

ぽ
り、

利
を
求
め
て
止
む
時
な
し。

す
み
や

身
を
養
ひ
て、

何
事
を
か
待
つ
。

期
す
る
処、

た
だ
老
と
死
と
に
あ
り。

そ
の
来
た
る
事
速
か
に
し
て、

念
々

と
ど

の
間
に
止
ま
ら
ず。

こ
れ
を
待
っ
間、

何
の
楽
し
び
か
あ
ら
ん
。

惑
へ
る
者
は、

こ
れ
を
恐
れ
ず。

名
利
に
お
ぼ
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せ

ん

ど

れ
て、

先
途
の
近
き
事
を
か
へ

り
み
ね
ば
な
り。

愚
か
な
る
人
は、

ま
た
こ
れ
を
悲
し
ぶ
。

常
住
な
ら
ん
こ
と
を

へ

ん

げ

こ
と
わ
り

思
ひ
て、

変
化
の

理

を
知
ら
ね
ば
な
り。

兼
好
は
い
う。

生
を
貪
ら
ん
が
た
め
に
東
奔
西
走
し
た
と
こ
ろ
で
何
に
な
ろ
う。

行
き
着
く
果
て
は
老
い
と
死
で
あ

り、

し
か
も
そ
れ
ら
の
到
来
は
迅
速
こ
の
う
え
も
な
い
。

す
べ
て
は、

無
常
・

変
化
の
理
に
貰
か
れ
て
お
り、

そ
れ
を

思
え
ば
、

名
利
を
求
め
て
、

あ
く
せ
く
と
世
事
に
関
わ
る
こ
と
の
無
意
味
さ
が
瞭
然
と
し
て
く
る
は
ず
だ
、

と
。

「
死
期
は
つ
い
で
を
待
た
ず。

死
は
前
よ
り
し
も
来
た
ら
ず、

か
ね
て
う
し
ろ
に
迫
れ
り」
（
第
百
五
十
五
段）

と
語
る

兼
好
は、

死
を
未
来
に
生
ず
る
事
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。

自
己
の
生
の
一

瞬
一

瞬
が
い
つ
も
す
で
に

死
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と、

し
た
が
っ
て、

死
は
未
来
へ
の
志
向
性
の
な
か
で
予
期
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
く、

む
し

ろ
「
い
ま」
「
こ
こ
」

に
定
位
さ
れ
る
現
実
の
事
柄
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を、

兼
好
は
静
か
に
見
切
っ
て
い

る
。

兼
好
は、

終
焉
と
し
て
の
死
に
む
か
っ
て
先
駆
し、

そ
れ
を
先
取
り
し
な
が
ら、
「
現
実」

と
し
て
の
終
焉
の
時

点
か
ら
来
し
方
を
振
り
返
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う。

そ
う
し
た
視
座
に
立
つ
兼
好
に
と
っ
て、

世
事
に

紛
れ
て
「
先
途」

を
忘
却
す
る
こ
と
ほ
ど
愚
か
し
い
こ
と
は
な
い
。

生
を
貪
る
喧
騒
の
な
か
に
自
己
を
見
失
う
こ
と
は、

彼
に
と
っ
て
人
間
性
の
喪
失
を
す
ら
意
味
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え、

兼
好
は、

哨
騒
か
ら
の
離
脱、

生
を
貪
る
態
度
の
捨
棄
を、

自
己
自
身
に
対
し
て
厳
し
く
要
求
す
る
こ

と
に
な
る。

そ
し
て、

そ
の
要
求
が、
「
つ
れ
づ
れ」

を
求
め
る
志
向
と
な
っ
て、

続
く
第
七
十
五
段
に
顕
在
化
す
る。

第
七
十
四
段
に
お
け
る
無
常
（
死）

の
宿
命
の
確
認
は、

第
七
十
五
段
に
お
い
て
永
閑
の
境
を
見
定
め
る
た
め
の
呼
び

水
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

と
す
れ
ば、

兼
好
が
永
閑
の
境
に
お
け
る
自
己
確
定
を
企
て
た
の
は、

彼
が、

無
常
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（
死）

の
宿
命
へ
と
先
駆
し、

そ
の、

い
わ
ば
終
着
点
か
ら、

来
し
方
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
凝
視
し
た
が
ゆ

え
で
あ
っ
た、

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、

徒
然
草
序
段
の
言
説
は、

通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
重
い
意
義
を
に
な
う
と
い
え

よ
う。

序
段
が、

全
体
も
し
く
は
大
部
分
を
書
き
終
え
た
時
点
で
総
序
と
し
て
物
さ
れ
た
の
か、

そ
れ
と
も、

以
下
全

段
の
文
字
通
り
の
初
発
で
あ
っ
た
の
か。

本
章
は、

そ
の
詳
細
を
究
明
す
る
す
べ
を
も
た
な
い
。

第
一

段
冒
頭
の
「
い

で
や」

と
い
う
口
吻
が
何
ら
か
の
前
提
を
想
定
す
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
し
が
た
い
点
に
留
意
す
る
な
ら
ば、

序
段
が

ま
ず
最
初
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
る
（
上
田
三
四
二
『
徒
然
草
を
読
む』

講
談
社、
一

九
八
六
年
参

照）

け
れ
ど
も、

こ
の
推
察
が
決
定
的
な
根
拠
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し、

完
結
不
能
な
徒
然
草
と
い
う
書
の、

そ
の
完
結
不
能
性
は、

さ
な
が
ら
全
段
の
存
在
を
日
の
あ
た
り
に
す
る
か
の
よ
う
な
序
段
の
言
説
の
な
か
に、

凝
縮
さ

れ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る。

す
な
わ
ち、

終
焉
と
し
て
の
無
常
（
死）

の
到
来、

そ
の
不
可
避
の
現
実
性
を
見
定
め
る
が
ゆ
え
に、

兼
好
は、

永

閑
の
境
を
志
向
し
た
。

だ
が、

永
閑
の
境
は、

彼
を、

見
る
こ
と
を
意
図
せ
ず
に
万
事
・

万
象
が
見
え
て
し
ま
う
と
い

う
境
地
へ
と
い
ざ
な
う
が
ゆ
え
に、

彼
が
そ
こ
に
安
穏
を
見
い
だ
し
う
る
場
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

兼
好
は、

物
狂

お
し
さ
に
煽
ら
れ
て、

ふ
た
た
び、

事
物
と
そ
れ
へ
の
執
着
と
が
渦
巻
く
外
界
の
た
だ
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る。

そ
し
て、

ま
た
し
て
も、

彼
は、

す
べ
て
を
切
断
す
る
限
界
点
と
し
て、

無
常
（
死）

が
眼
前
に
迫
り
来
る
貌
に
直
面

す
る
。

兼
好
の
精
神
は、
「
無
常
（
死）

の
自
覚
↓
永
閑
の
境
↓
物
狂
お
し
い
感
覚
↓
無
常
（
死）

の
自
覚
…
…」

と

い
う、

い
つ
果
て
る
と
も
な
い
環
に
と
ら
わ
れ
続
け、

そ
こ
か
ら
脱
す
る
す
べ
を
も
た
な
い
。

こ
の
循
環
は、

兼
好
の

現
し
身
が
無
常
（
死）

の
波
に
さ
ら
わ
れ
て、

そ
の
現
存
が
い
ず
こ
へ
と
も
な
く
飛
散
し
て
し
ま
わ
な
い
か
ぎ
り、

け
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初
出
『
白
壁」

第一
六
号、

二
0
0
一
年、
一
六―
ー
一
七
三
頁）

っ
し
て
終
息
す
る
こ
と
が
な
い
。

徒
然
草
序
段
は、

そ
の
そ
つ
け
な
い
ほ
ど
簡
潔
な
文
脈
の
な
か
で、

こ
の
循
環
の
貌

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
り
尽
く
し
て
い
る
。

※
本
章
に
お
け
る
徒
然
草
か
ら
の
引
用
は、

主
に
烏
丸
光
広
の
奥
書
の
あ
る
慶
長
一

八
年
刊
行
の
古
活
字
本
を
底
本
と
す

る
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
徒
然
草』
（
木
籐
才
蔵
校
注）

に
拠
る。

（
二
0
0
一
年
四
月
一
日
稿


