
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

つ
け
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
と
と
。
歌
全
体
の
姿
か
ら
見
れ
ば
、
「
幣

奉
b
」
「
祈
ふ
」
の
語
が
並
存
し
て
い
る
方
が
、
「
吾
が
恋
ひ
す
」

と
続
け
る
よ

b
自
然
で
あ
る
ζ

と
、
一
な
ど
の
理
由
K
よ
り
「
璃
祈
ひ
」

説
K
従
う
も
の
で
あ
る
。
解
釈
と
し
て
は
、

鴨

長

明

論

「
方
丈
記
」

「
無
名
抄
」

で
あ
り
、
自
分
が
恋
し
く
思
う
と
い
う
「
吾
が
恋
ひ
す
」

K
ラ
ム
を

国
々
の
社
の
神
に
幣
を
奉
h
y
、
贈
物
を
し
て
私
の
無
事
を
祈
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
妻
の
い
と
し
い
こ
と
よ

と
す
る
。

「
発
心
集
」

を
通
し
て

日

次

序本
論

は
じ
め

K
（略）

第
一
章
「
方
丈
記
」
の
意
味
す
る
も
の

第
一
節
「
方
丈
記
」
の
構
成
（
略
）

第
二
節
「
方
丈
記
」
の
主
題

第
二
章
「
無
名
抄
」
の
意
味
す
る
も
の

第
一
節
「
無
名
抄
」
の
構
成

第
二
節
「
せ
み
の
を
川
事
」

第
三
節
「
無
名
抄
」
の
意
味
す
る
も
の

第
三
章
「
発
心
集
」
の
意
味
す
る
も
の

第
一
節
「
発
心
集
」
の
特
徴

第
二
節
「
発
心
集
」
と
長
明

二
十
六
回
生

松

本

勝

子

結
び

序

Q
U
 

ヮ“

中
世
の
随
筆
文
学
は
、
「
方
丈
記
」
と
「
徒
然
草
」
と
い
う
こ
つ

の
作
品
を
も
っ
て
そ
の
代
表
と
念
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作

品
は
、
随
筆
と
い
う
共
通
の
形
式
こ
そ
保
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

歴
然
と
し
た
違
い
が
あ
る
。
す
を
わ
ち
、
兼
好
の
「
徒
然
草
」
が
明

ら
か

K
「
枕
草
子
」
を
う
け
つ
い
だ
典
型
的
左
随
筆
で
あ
る
の

K
対

し
、
長
明
の
「
方
丈
記
」
は
、
「
巻
頭
か
ら
巻
末
J
問
主
旨
の
と
と

の
っ
た
一
篇
の
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
の
形
式

K
近
い
も
の
」
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
と
の
三
つ
の
作
品
か
ら
う
か
が
う
と
と
の
で
き
る
兼

好
と
長
明
の
人
物
像

K
な
い
て
も
、
二
人
は
全
く
違
っ
た
性
格
を
呈

す
る
。
西
尾
実
氏
に
よ
る
と
、
兼
好
が
「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
容
れ
、

あ
ら
ゆ
る
対
立
を
起
え
た
統
一
と
調
和
を
見
通
す
と
と
の
で
き
た
人

間
で
あ
っ
た
」
の

K
対
し
、
長
明
は
「
閑
居
の
念
か
に
も
ち
と
ま
れ



て
い
る
生
活
の
矛
盾
と
内
心
の
分
裂
」
と
を
「
出
家
者
と
し
て
の
教

理
花
よ
っ
て
割
り
き
っ
て
し
ま
う
と
と
の
で
き
左
い
」
人
間
で
あ
っ

た
q

で
は
、
長
明
が
兼
好
ほ
ど
の
澄
ん
だ
境
地

K
達
し
得
左
か
っ
た

の
は
何
故
か
。
持
っ
て
生
ま
れ
た
性
格
と
い
う
も
の
は
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
を
左
な
い
っ
そ
う
「
援
ぢ
ま
叩
じ
た
も
の
は
果
た
し
て
何
で
あ

っ
た
の
か
。
そ

ζ
K
、
私
は
人
間
と
し
て
の
強
い
興
味
を
覚
え
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
長
明
晩
年
の
作
で
あ
る
「
方
丈
記
」
「
無

名
抄
」
「
発
心
集
」
の
三
つ
の
作
品
を
通
し
て
長
明
の
意
図
し
た
も

の
を
と
ら
え
、
長
明
の
心
を
探
り
、
人
間
長
明
と
い
う
も
の
を
う
き

ぼ
り
に
し
た
い
と
考
え
る
。

第
一
章
「
方
丈
記
」
の
意
味
す
る
も
の

第
二
節
「
方
丈
記
」
の
主
題

閑
居
生
活
は
、
長
明

K
と
っ
て
「
の
ど
け
く
し
て
b
そ
れ
左
」
き

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ん
左
閑
居
生
活
を
、
長
明
は
「
要
左

き
楽
し
み
」
と
し
て
否
定
す
る
。
長
明
を
と
の
心
境
に
ま
で
導
き
到

っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
死
の
予
感
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
一
期
の
月
影

か
た
ぶ
き
て
、
余
算
の
山
の
端
K
近
し
。
た
ち
ま
ち
K
、
三
途
の
闇

K
む
か
は
ん
と
す
」
る
自
分
を
意
識
し
た
長
明
、
死
を
予
感
し
た
人

間
が
、
そ
れ
ま
で
な
ろ
そ
か

K
し
て
い
た
宗
教
に
対
し
て
強
い
関
心

を
寄
せ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
、
長
明
は
、
出

家
遁
世
し
た
聖
の
身
で
あ
り
、
仏
道
修
業
は
、
隠
遁
生
活
の
た
て
ま

え
と
し
て
も
当
然
左
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自

分
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
ふ
り
返
っ
て
み
た
時
、
長
明
は
「
姿
は
聖

人
K
て
、
心
は
濁
り

K
染
め
り
、
栖
は
す
念
は
ち
、
浄
名
居
士
の
跡

ん
な
自
己
矛
盾
を
十
分
民
意
識
し
左
が
ら
も
司
、
持
執
を
糟
訪
日
切
る
錦
、

を
け
が
ぜ
り
と
い
へ
ど
も
、
た
も
っ
と
こ
ろ
は
、
わ
づ
か
に
周
梨
繋

特
が
行
ひ
だ
に
及
ば
」
左
い
、
は
左
は
だ
中
途
半
端
念
自
分

K
気
づ

く
だ
け
で
あ
る
。
そ
と
で
長
明
は
、
何
が
自
分
を
聖
と
し
て
中
途
半

端
念
存
在
に
し
た
の
か
を
考
え
る
。
ー

も
し
、

ζ

れ
、
貧
賎
の
報
の
み
づ
か
ら
念
や
ま
す
か
、
は
た
ま
た

妄
心
の
い
た
h
y
て
狂
ぜ
る
か
。

長
明
が
、
河
合
社
禰
宜
職
就
任
が
不
成
功

K
終
わ
っ
た
と
と
を
契

機
と
し
て
出
家
遁
世
し
た
事
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
は
か
な
い
都
に
無
常
を
悟
っ
た
と
い
う
よ
タ

も
、
む
し
ろ
失
望
、
絶
望
と
い
っ
た
感
情
K
っ
き
動
か
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
閑
居
生
活
は
、
都
K
あ
っ
て
自
己
の
存
在
を
主
張
で
き

‘
な
か
っ
た
長
明
が
、
心
の
傷
を
い
や
し
、
慰
め
る
た
め
に
設
け
た
避

難
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
閑
居
の
生
活
を
楽
し
み
左
が
ら
、

俗
人

K
対
す
る
優
越
感
を
味
わ
っ
て
い
た
己
の
心
を
解
剖
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
人
生
の
競
争

K
敗
北
し
た
人
聞
の
劣
等
意
識
を
裏
返
し
た

姿
念
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
己
の
聖
と
し
て
の
不
徹
底
さ
を
、

都
の
無
常
な
る
様
を
理
由
K
正
当
化
し
、
容
認
し
て
き
た
自
分
の
閑

居
生
活
は
、
全
く
「
要
念
き
楽
し
み
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
長
明
の
閑
居
生
活
讃
美
の
裏

K
は
、
絶
え
ず
都
願
望
の

意
識
が
潜
ん
で
な
り
、
そ
れ
は
、
不
成
功
K
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
神

官
と
し
て
の
道
に
対
す
る
捨
て
切
れ
ぬ
我
執
と
し
て
、
長
明
の
心
の

奥
深
く
巣
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
実
現
さ
れ
る

は
ず
も
を
い
夢
で
あ
る
。
し
か
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
未
来
が
絶
望
的
で

あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、

ζ

り
か
た
ま
っ
た
我
執
は
、
長
明
が
聖
と
し
て

徹
す
る
と
と
を
阻
み
続
け
て
き
た
の
で
は
念
か
っ
た
か
。

そ
う
し
て
、
現
在
、
人
生
の
終
駕
を
迎
え
ん
と
す
る
長
明
は
、
そ

与
ww建
議
噂
誠
意
祁
喰
主
意
識
曹
団
四
者
⑨
電
会
均
持
品
同
市
事

f

！

す

品

等

-30-



人
K
て
、
心
は
濁
り
に
染
め
h
y
、
栖
は
す
念
は
ち
、
浄
名
居
士
の
跡

ん
も
仏
自
己
矛
盾
を
十
八
方

K
意
識
し
左
が
ら
も
、
我
執
を
絶
ち
切
る
術

を
知
ら
な
い
。
た
だ
、
と
ん
を
自
分
の
よ
う
な
も
の
で
も
仏
は
な
救

い
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
思
い
で
「
不
請
阿
弥
陀
仏
、
両
三

遍
申
」
す
の
み
で
あ
っ
た
。

「
方
丈
記
」
は
、
こ
の
よ
う
左
心
境
に
到
達
し
た
長
明
が
、
過
去

を
ふ
り
返
っ
て
、
聖
と
し
て
の
不
徹
底
在
自
己
を
発
見
し
、
そ
の
裏

に
己
の
絶
ち
難
い
我
執
を
確
認
す
る
ま
で
の
心
の
軌
跡
を
記
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
確
固
た
る
自
分
と
い
う
も
の
を
、
神
宮
と
し
て
は
も

と
よ
り
、
聖
と
し
て
の
存
在
に
も
求
め
ら
れ
念
か
っ
た
長
明
は
、
「
無

名
抄
」
を
著
わ
す
こ
と

K
よ
っ
て
、
自
分
の
人
生
の
中
で
自
己
を
主

張
し
得
た
唯
一
の
存
在
で
あ
る
歌
人
の
中

K
、
そ
れ
を
求
め
よ
う
と

す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

第
二
章

「
無
名
抄
」
の
意
味
す
る
も
の

「
無
名
抄
ー
一
の
構
成

第
一
節

川
歌
学
教
科

川
実
作
上
の
注
意
（
作
歌
の
態
度
・
歌
会
の
作
法
等
）

（
実
作
上
の
手
引
）
刷
歌
評
制
故
実

凶
趣
味
談

川
歌
人
の
旧
跡
、
歌
枕
、
名
所
川
歌
人
の
伝
記
、
逸
話

物
の
起
原

（
築
瀬
一
雄
『
鴨
長
明
の
新
研
究
』
よ
り
）

第
二
節
「
せ
み
の
を
川
事
」

「
せ
み
の
を
川
事
」
は
、
従
来
、
「
無
名
抄
」
中
最
も
重
要
な
段

川
川
歌
論

州
事

そ
う
し
て
、
現
在
、
人
生
の
終
駕
を
迎
え
ん
と
す
る
長
明
は
、
そ

と
し
て
読
ま
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
段
の
最
後
に
あ
る
「
あ

は
れ
無
益
の
事
か
左
」
と
い
う
一
句
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
方

丈
記
」
の
結
末
部
分
に

仏
の
教
へ
給
ふ
hv
も
む
き
は
、
事

K
ふ
れ
て
執
心
‘
な
か
れ
と
な
り
。

今
、
草
庵
を
愛
す
る
も
、
閑
寂

K
着
す
る
も
、
障
り
な
る
べ
し
。

い
か
が
要
左
き
楽
し
み
を
述
べ
て
、
あ
た
ら
、
時
を
過
ぐ
さ
む
。

と
あ
る
の
と
共
通
す
る
心
境
で
あ
り
、
そ
こ
に
長
明
の
心
情
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ζ

こ
で
、
そ
の
意

味
す
る
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
「
無
名
抄
」
が
長

明

K
と
っ
て
如
何
左
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
せ
み
の
を
川
事
」

K
登
場
す
る
祐
兼
と
長
明
の

か
か
わ
り
を
見
て
い
く
と
と
に
す
る
。

元
暦
元
年
（
山
）
九
月
、
長
明
三
十
歳
。
長
明
は
賀
茂
別
雷
社
歌

合
K
出
席
し
、
「
石
川
や
せ
み
の
を
川
の
清
け
れ
ば
月
も
流
れ
を
尋

ね
て
ぞ
澄
む
」
の
歌
を
詠
ん
だ
が
、
「
か
か
る
川
や
は
あ
る
」
と
い

わ
れ
て
負
け
と
判
定
さ
れ
た
。
後

K
、
顕
昭
法
師
の
再
判
に
よ
っ
て
、

「
ぜ
み
の
を
川
」
が
賀
茂
川
の
別
名
で
あ
る
こ
と
が
公

K
念
、
夕
、
そ

れ
以
降
、
他
の
歌
人
の
間
で
も
と
の
歌
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ζ

の
時
、
祐
兼
は
、

「
か
ゃ
う
の
事
は
、
い
み
じ
か
ら
ん
情
の
曾
、
も
し
は
園
玉
、
大

臣
の
御
前
な
ど
に
て
と
そ
よ
ま
め
。
か
－
h

る
襲
事

K
よ
み
た
る
。

無
念
念
る
事
也
。
」

「
さ
れ
ば
と
そ
、
そ
れ
い
み
じ
く
よ
み
出
し
た
れ
ど
も
、
世
の
末

K
は
、
い
づ
れ
か
先
左
り
け
ん
、
人
は
い
か
で
か
知
ら
ん
。
何
と

な
く
ま
ぎ
れ
て
や
み
ぬ
ベ
か
り
け
る
。
」

と
、
長
明
の
行
為
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

唱
E
A

q

。



元
久
元
年
（
叩
）
春
、
長
明
五
十
歳
、
出
家
遁
世
し
て
大
原

K
と

も
っ
た
。
厚
因
は
、
河
合
社
禰
宜
職
継
承
の
望
み
を
絶
た
れ
た
ζ

と

K
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
望
み
を
絶
っ
た
の
が
祐
兼
で
あ
る
。

当
時
欠
員
の
で
き
て
い
た
河
合
社
の
禰
宜

K
、
後
鳥
羽
院
は
長
明
を

任
じ
よ
う
と
考
え
、
長
明
も
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ

が
、
そ
の
時
下
鴨
の
惣
官
で
あ
っ
た
祐
兼
が
、
自
分
の
子
祐
頼
こ
そ

適
任
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、
長
明
は
河
合
社
の
禰
宜
と
も
仏
る
こ

と
が
で
き
左
か
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
元
久
二
年
（
却
）
三
月
二
十
六
日
、
「
新
古
今
和
歌
集
」
が
完

成
し
、
長
明
の
歌
十
首
が
採
ら
れ
る
。

ζ

の
十
首
の
中
に
「
石
川
や
」

の
歌
が
入
っ
て
い
た
と
と
は
、
長
明
に
と
っ
て
「
生
死
の
徐
執
と
も

念
る
ば
か
り
嬉
し
」
い
と
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
事
実
を
念
頭

K
か
き
な
が
ら
「
せ
み
の
を
川
事
」
を
読
ん

で
い
く
と
、
長
明
が
そ
の
最
後
を
「
但
し
、
あ
は
れ
無
益
の
事
か
左
」

と
結
ば
ね
ば
左
ら
‘
な
か
っ
た
理
由
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

こ
の
部
分

K
つ
い
て
、
久
松
潜
一
氏
は
、
「
｝
方

K
徹
し
切
れ
左

か
っ
た
長
明
の
心
の
動
き
を
見
る
と
と
が
で
き
る
〕
と
述
べ
て
か
ら

れ
る
が
、
で
は
、
長
明
の
徹
し
切
れ
な
か
っ
た
「
一
方
」
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
歌
人
と
し
て
の
道
で
あ
る
。

「
新
古
今
集
」

K
歌
を
採
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
歌
人
と
し
て

た
い
へ
ん
左
名
誉
で
あ
る

K
違
い
左
い
。

ζ

の
事
実
を
素
直

K
歌
人

と
し
て
喜
べ
る
長
明
で
あ
っ
た
念
ら
ば
、
そ
れ
が
「
無
益
の
事
」
と

し
て
意
識
さ
れ
よ
う
は
ず
は
左
い
。
し
か
し
、
実
際
長
明

K
は
そ
の

名
誉
が
む
念
し
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
何
故
左
ら
ば
、

長
明
の
心
を
「
生
死
の
絵
執
と
も
念
る
ば
か
り
」
の
喜
び
で
満
た
し

た
の
は
、
十
首
の
う
ち
「
此
寄
の
入
り
て
侍
る
」
と
い
う
事
実
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
石
川
や
」
の
歌
を
詠
ん
だ
長
明
に
対
す
る
祐

兼
の
非
難
の
ひ
と
つ
は
、
「
ぜ
み
の
を
川
」
と
い
ち
す
ぐ
れ
た
表
現

も
後
世

K
は
一
体
だ
れ
が
最
初
に
詠
み
出
し
た
の
か
わ
か
ら
な
く
在

っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
一
年
経
て
、
か

つ
て
祐
兼
に
非
難
さ
れ
た
そ
の
歌
が
「
新
古
今
集
」

K
入
集
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
長
明
が
「
せ
み
の
を
川
」
と
詠
ん
だ
最
初
の

人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
た
と
え
「
世
の
末
」

K
左
ろ
う
と
も
、

「
何
と
左
く
ま
ぎ
れ
て
や
」
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
心
配
を
消
し
去
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
と
に
は
、
祐
兼
に
対
す
る
、
長
明
の
し
て
や
っ
た

り
と
い
う
思
い
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
長
明
に

と
っ
て
真
に
嬉
し
か
っ
た
の
は
、
「
新
古
今
集
」

K
入
選
し
た
と
い

う
事
実
よ
り
も
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
祐
兼
の
非
難
K
報
復
で
き
た

と
い
う
思
い
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
河
合
社
禰
宜
職
継
承

の
望
み
を
絶
っ
た
祐
兼
K
対
す
る
腹
い
せ
と
も
な
っ
て
、
い
さ
さ
か

念
り
と
も
長
明
の
溜
飲
を
下
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
長
明
の

喜
び
は
、
一
徹
左
歌
人
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
神
官

と
し
て
の
道
に
破
れ
た
敗
北
者
の
屈
折
し
た
感
情
と
し
て
、
憂
欝
念

一
面
を
醸
し
出
す
。

そ
し
て
晩
年
、
そ
の
時
の
喜
び
を
思
い
返
し
て
み
た
時
、
そ
の
屈

折
し
た
感
情
は
長
明

K
明
確
に
意
識
さ
れ
る
。
歌
人
と
し
て
の
喜
び

の
裏

K
、
と
う
て
い
歌
人
の
も
の
で
は
あ
り
え
念
い
恨
み
の
一
念
を

見
い
出
す
の
で
あ
る
。
そ
ん
左
長
明
に
は
、
も
は
や
、
歌
人
と
し
て

の
栄
光
を
素
直

K
喜
べ
る
は
ず
も
な
い
。
「
あ
は
れ
無
益
の
事
か
左
」

と
の
言
葉
は
、
そ
ん
な
我
執

K
と
タ
つ
か
れ
た
自
分
の
愚
か
さ
を
訴

え
、
歌
人
と
し
て
不
徹
底
で
あ
っ
た
過
去
の
自
分
を
否
定
す
る
の
で

あ
る
。

と
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た
の
は
、
十
首
の
う
ち
「
此
寄
の
入
り
て
侍
る
」
と
い
う
事
実
で
あ

第
三
節
「
無
名
抄
」
の
意
味
す
る
も
の

長
明
は
、
歌
人
と
い
う
立
場
か
ら
「
あ
は
れ
無
益
の
事
か
左
」
と

い
う
一
句
を
記
し
、
真
の
歌
人
と
一
な
り
得
左
か
っ
た
過
去
の
自
分
を

否
定
し
た
。
そ
う
す
る
と
と
に
よ
っ
て
長
明
の
志
し
た
も
の
は
何
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
現
在
の
自
分
を
、
真
実
、
歌
人
と
し
て
徹

底
さ
せ
る
ζ

左
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
「
趣
味
談
」
の
中

K
興
味
深
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
数
寄

K
関
す
る
段
で
あ
る
。
「
無
名
抄
」
全

七
十
八
段
の
う
ち
、
「
趣
味
談
」
は
三
十
三
段
、
そ
の
う
ち
数
寄
K

関
す
る
も
の
は
十
六
段
あ
る
。
こ
れ
は
数
の
上
か
ら
い
っ
て
も
決
し

て
少
念
〈
左
い
。
そ
こ

K
は
、
長
明
の
強
い
関
心
が
う
か
が
え
よ
う
。

数
寄
に
関
す
る
段
は
次
の
と
な
り
で
あ
る
。

ま
す
ほ
と
薄
事
・
井
手
款
冬
蛙
事
・
鶴
清
水
事
・
貫
之
家
事
・

業
平
家
事
・
周
防
内
侍
家
事
・
あ
さ
も
川
明
神
事
・
闘
明
神
事

．
中
時
垣
内
事
・
人
丸
墓
事
・
猿
丸
大
夫
墓
事
・
黒
主
成
神
事

二
暑
撰
住
事
・
榎
葉
井
事
・
道
因
歌
に
志
深
事
・
頼
賞
数
寄

こ
れ
ら
の
諸
段
の
う
ち
十
三
段
は
単

K
歌
人
の
旧
跡
・
歌
枕
・
名

所
を
記
し
た

K
す
ぎ
左
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
長
明
が
、
歌
人
左

ら
ば
一
度
は
「
必
ず
尋
ね
て
見
る
べ
き
」
場
所
と
し
て
書
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
当
時

k
b
い
て
は
「
と
れ
ら
和
歌
及
び
歌
仙

K
関
係

の
深
い
名
所

K
関
心
を
抱
く
と
と
が
と
り
も
念
な
さ
ず
数
寄
で
あ
り
、

和
歌
上
達
の
必
要
条
件
〕
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
、
歌
人
と
し
て
の

必
要
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
と
れ
ら
の
段
を
多
く
書
い

た
と
い
う
こ
と
は
、
長
明
が
そ
れ
だ
け
歌
人
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て

い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
長
明
は
、
書
く
と
と

K
よ
っ
て
自
分

あ
る
。

自
身
を
数
寄
、
す
念
わ
ち
歌
人
と
し
て
触
発
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。し

か
し
念
が
ら
、
長
明
の
最
も
強
い
関
心
が
う
か
が
え
る
の
は
、

数
寄
者
の
逸
話
を
述
べ
た
次
の
三
段
で
あ
る
。

「
ま
す
ほ
の
薄
事
」
「
道
因
歌

K
志
深
事
」
「
頼
賓
数
寄
」

こ
の
三
段

K
登
場
す
る
登
蓮
法
師
・
道
因
入
道
・
頼
実
は
、
い
ず
れ

劣
ら
ぬ
「
い
み
じ
き
数
寄
者
」
で
あ
っ
た
。
長
明
は
彼
ら
の
姿

K
何

を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

」
i

ノ
『
好
く
』
こ
と
が
歌
人
た
る
こ
と
の
必
要
条
件
と
考
え
ら
れ
て

い
た
〕
当
時
の
こ
と
と
は
い
っ
て
も
彼
ら
の
有
様
は
、
「
好
く
」
念

ど
と
い
う
生
や
さ
し
い
も
の
を
通
り
越
し
て
、
執
念
と
も
狂
気
と
も

よ
べ
る
ほ
ど
の
す
さ
ま
じ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
神
宮
と
し

て
の
望
み
を
絶
た
れ
た

K
も
か
か
わ
ら
ず
ま
b
も
そ
れ

K
対
す
る
執

着
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
長
明
の
膿
昧
さ
と
は
似
て
も
似
つ
か
念
い
。

え
だ
歌
の
道

K
全
て
を
か
け
た
一
心
不
乱
左
歌
人
の
姿
で
あ
る
。
そ

ん
左
彼
ら
の
一
徹
さ
を
自
分
と
比
較
し
て
み
た
時
、
己
の
不
徹
底
さ

は
「
た
と
し
へ
な
」
き
も
の
と
し
て
長
明
の
白

K
映
る
の
で
あ
る
。

そ
こ

K
は
、
彼
ら
に
対
す
る
限
り
左
い
憧
慢
の
念
が
う
か
が
え
る
。

長
明
は
、
数
寄
者
た
ち
の
姿
を
通
し
て
、
歌
人
と
し
て
の
己
の
不
徹

底
さ
を
見
つ
め
、
願
わ
く
は
自
己
を
そ
の
境
地

K
ま
で
高
め
た
い
と

考
え
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
無
名
抄
」
は
、
長
明
以
外
の
人
間

K
と
っ
て
は
明
ら
か
に
歌
学

書
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
。
し
か
し
、
長
明
白
身
K
と
っ
て
は
、
真

の
歌
人
た
ろ
う
と
試
み
た
自
己
啓
蒙
の
書
と
し
て
意
味
を
持
つ
の
で

あ
る
。で

は
、
真

K
歌
人
た
ろ
う
と
し
た
長
明
の
試
み
は
成
功
し
た
の
で

qυ つd



あ
ろ
う
か
。
残
念
ま
が
ら
、
「
無
名
抄
一
の
中
に
そ
の
徴
証
を
見
い

出
す
ζ

と
は
で
き
左
い
o
h
v
そ
ら
く
は
、

今
よ
り
末
ざ
ま
の
人
は
、
た
と
へ
自
ら
と
と
の
使
タ
有
り
て
か
し

こ
に
行
き
臨
み
た
り
共
、
心
留
め
て
聞
か
ん
と
思
へ
る
人
も
少
か

る
べ
し
。
人
の
数
寄
と
情
と
は
、
年
月

K
添
へ
て
裏
へ
行
く
故
な

o
 

h
y
 

と
い
う
思
い
が
、
長
明
の
心
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

故
、
数
寄
者
の
逸
話

K
触
れ
て
も
、
長
明
の
心
に
、
彼
ら

K
対
す
る

あ
と
が
れ
以
上

K
積
極
的
左
感
動
が
伴
わ
左
か
っ
た
の
も
当
然
の
と

と
と
し
て
推
測
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
と

K
な
い
て
、
次
の
「
発
心
集
」
へ
の
移
行
が
必
然
的
と
な
る
。

ω遁
世

K
つ
い
て

遁

世

の

あ

り

方

隠、
（
隠
徳
の
行
為
が
更
K
一

歩
進
ん
で
、
徳
を
隠
す
た

め
K）

過
を
あ
ら
は
す

徳

説

結
局
、
歌
人
と
も
念
h
y
得
念
い
長
明
は
、
そ
の
根
源
で
あ
る
絶
ち
難

い
我
執
を
見
つ
め
て
生
き
る
よ
り
他

K
念
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
「
発
心
集
」
の
意
味
す
る
も
の

第
一
節
「
発
心
集
」
の
特
徴

「
発
心
集
」
は
、
十
段
内
至
十
五
段
を
一
巻
と
す
る
八
巻
構
成
と

な
っ
て
な
り
、
全
百
二
段
よ
り
成
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
は
雑
然
と

羅
列
さ
れ
て
な
り
、
長
明
の
意
図
的
な
構
成
が
念
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
川
遁
世

K
つ
い
て

ω諸
行
に

つ
い
て
同
執

K
つ
い
て
と
い
う
三
つ
の
基
準
を
設
け
て
「
発
心
集
」

を
考
え
て
い
く
と
と

K
し
た
。

話

一
の
一
「
玄
敏
僧
都
、
遁
世
逐
電
の
事
」

一
の
二
「
同
人
、
伊
賀
の
国
郡
司
K
仕
は
れ
給
ふ
事
」

一
の
コ
一
「
平
等
供
奉
、
山
を
離
れ
て
異
州
K
趣
〈
事
」

一
の
五
「
多
武
峯
僧
賀
上
人
、
遁
世
往
生
の
事
」

一
の
十
「
天
王
寺
聖
、
隠
徳
の
事
付
乞
食
邸
中
一
の
事
」

一
の
十
一
「
高
野
の
辺
の
上
人
、
偽
っ
て
妻
女
を
儲
く
る

事」

一
の
十
二
「
美
作
守
顕
能
家
K
入
h
y
来
る
僧
の
事
」

と
れ

E
¢
聖
炎
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通
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じ
て
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だ
の
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作
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孝
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帯
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明

「
古
郷
K
住
み
、
知
れ
る
人
に
ま
じ
り
で
は
、
い
か
で
か
、

一
念
の
妄
心
会
と
き
ざ
ら
む
」

「
境
界
を
離
れ
ん
よ
り
ほ
か
K
は
、
い
か
K
し
て
か
、
乱

れ
や
す
き
心
を
し
づ
め
む
」

「
『
出
世
の
名
聞
は
、
警
へ
ば
、
血
を
似
て
血
を
洗
ふ
が

如
し
』
：
：
：
本
の
血
は
洗
は
れ
て
、
落
ち
や
も
す
ら
ん
、

知
ら
ず
。
今
の
血
は
、
大
き
K
け
が
す
。
愚
か
な
る
に
非

ず
や
。
」

繍
明
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こ
れ
ら
の
聖
た
ち

K
共
通
し
て
い
た
の
は
、
市
井
に
あ
っ
て
見
事

自
分
の
徳
を
隠
し
「
一
念
の
妄
心
」
を
起
ζ
す
と
と
も
左
〈
往
生
を

遂
げ
た
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
往
生
人
た
ち
に
対
し
て

長
明
は
「
勝
れ
た
る
後
世
者
の
一
の
有
様
念
り
」
と
最
大
の
讃
辞
を

惜
し
ま
念
い
。
そ
れ
に
比
べ
、
「
山
林

K
交
は
り
、
跡
を
く
ら
う
す

る
」
行
為
を
「
人
の
中

K
有
っ
て
徳
を
え
隠
さ
ぬ
人
の
ふ
る
ま
ひ
」

だ
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
。
長
明
に
と
っ
て
遁
世
者
の
理
想
は
、
「
大

隠
、
朝
市

K
あ
」
る
べ
き
ま
の
で
あ
っ
た
。

凶
諸
行
に
つ
い
て

行

の

種

捨

身

た
い
し
た
功
徳
も
行
も
勤

め
左
か
っ
た
。

数

~寄

類
の《j与の

行

七
の
五

六
の
七

六
の
八

六
の
九

二
の
九

二
の
十

一二の一

三
の
＝
一

三
の
四

七
の
三

七
の
四

道

説

話

の
七

「
書
写
山
客
僧
、
断
首
往
生
の
事
、
此
の
如
き

行
を
誘
る
べ
か
ら
ざ
る
事
」

「
助
重
、
一
声
念
仏

K
依
っ
て
往
生
の
事
L

「
橘
大
夫
、
発
願
往
生
の
事
」

「
江
州
増
受
の
事
」

「
伊
予
入
道
、
往
生
の
事
」

「
讃
州
源
大
夫
、
俄

K
発
心
、
往
生
の
事
」

「
中
将
雅
道
、
法
華
経
を
持
ち
、
往
生
の
事
」

「
賀
茂
女
、
常
住
仏
性
の
四
字
を
持
ち
、
往
生

の
事
」

「
太
子
の
御
墓
、
覚
能
上
人
、
菅
絃
を
好
む
烹
」

「
永
秀
法
師
、
数
寄
の
事
」

「
時
光
・
茂
光
・
数
寄
天
聴
K
及
ぶ
事
」

「
宝
日
上
人
、
和
歌
を
詠
し
て
行
と
す
る
事
、

弁
蓮
如
、
讃
州
崇
徳
院
の
御
所
に
参
る
事
」

主

え

E
J
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考

長

張

明

の

「
疑
ひ
て
何
の
益
か
は
あ
る
。
し
か
る
を
、
我
が
心
の
及

ば
ぬ
ま
ま
に
、
み
づ
か
ら
信
ぜ
ぬ
の
み
左
ら
ず
、
他
の
信

心
を
さ
へ
乱
る
は
、
愚
療
の
極
ま
れ
る
な
り
」

「
勤
む
る
処
は
少
左
け
れ
ど
も
、
常
に
無
常
を
思
ひ
て
、

往
生
を
心
に
か
け
む
事
、
要
が
中
の
要
左
－
P
」

「
必
ず
し
も
浄
土
の
荘
厳
を
観
ぜ
ね
ど
も
、
物
K
ふ
れ
て

理
を
思
ひ
け
る
も
、
叉
、
往
生
の
業
と
念
ん
な
h
J
K
け
h
己

「
功
つ
め
る
事
左
け
れ
ど
も
、
一
一
筋
K
酒
店
み
奉
る
心
深
け

れ
ば
、
往
生
す
る
事
ま
た
か
く
の
ど
と
し
」

「
数
寄
と
云
ふ
は
、
人
の
交
は
h
y
を
好
ま
ず
、
身
の
し
＊
つ

め
る
を
も
愁
へ
ず
。
花
の
咲
き
散
る
を
あ
は
れ
み
、
月
の

出
入
を
思
ふ

K
付
け
て
、
常

K
心
を
澄
ま
し
て
、
世
の
濁

b
kし
ま
ぬ
を
事
と
す
れ
ば
、
訟
の
づ
か
ら
生
滅
の
と
と

わ
り
も
顕
は
れ
、
名
利
の
余
執
っ
き
ぬ
ぺ
し
。
と
れ
、
出

離
解
脱
の
門
出
に
侍
る
べ
し
」



以
上
の
ど
と
く
、
長
明
は
い
ず
れ
の
行
を
も
否
定
す
る
と
い
う
こ

と
を
し
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
行
と
よ
ぶ
に
は
あ
ま

b
k些
一
細
念
行

‘
な
い
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
真
心
か
ら
の
発
露
に
よ
る
も

の
で
あ
る
念
ら
ば
、
ど
う
し
て
往
生
の
因
と
左
ら
左
い
と
と
が
る
ろ

う
o

そ
の
こ
と
を
長
明
は
く
り
返
し
書
き
連
ね
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
長
明
の
、
行

K
対
す
る
考
え
は
、
次
の
言
葉
に
言
い
尽
く
さ
れ

て
い
よ
う
。

諸
行
は
、
宿
執

K
よ
り
て
進
む
。
み
づ
か
ら
つ
と
め
て
、
執
し
て
、

ω執
に
つ
い
て

他の行そしるべからず。一華一香、一文一句、皆西方

K廻向せば、同じく往生の業と左るべしJ水は溝をたづ
ねて流る。さらに、草の露、木の汁を嫌ふ事なし。善は

心Kしたがひてbもむく、いづれの行か、広大の願海K

入らざんや。（第六の十三）

長明の肯定し、尊重する諸行は、必ずζの「心Kしたが」
うという自然念意志の発露Kよって裏づけられねば左らな

いのである。

人 老
受たけ 執を

執
のい

を 執
話 て

左 話絶ち 克 VC: 

金 切
自民 関

望 れ
み ず し し
深 一悪 た て
し、 身
老 を 話

五三 八八 八五三二
のの のの のののの の の の
十十 九八 二三八八 八 九 七

一乞「 ー証「 まる「囚老「 K左「或「母蓮「浄「真幸イ寺山 佐「
「 陽 「

説神 範 小
食 空 」事条尼、るる、花城 園 楽 阿 回

物 律飾
の 」事上女を 房、 、 清岡閤原
宮死 人 、 橘華 梨教

語、 のの 、妬入暫木を 水 、 懐

の希 半後 名み 水くを愛し 谷梅上

事＇－－ 望 者 胃 、の天愛す 仏 木 人

深き
、橘 の手し事ー 狗 種を
人の 為の K る蝶と 房切水

L事－ を虫 VC:指在事 のる瓶

究組 在と 堂勉 る」左 事事しー を
を K

L事－ 
る 」打 話

しる 建左
付事

ち

て L事－ てる 破
乞 、事 ↓ ノ、 る
食 天」 波 事
と 狗 羅 は

「た「か 』り はたす「 Lしー さ VC: は「
罪と は、愚実

ふへの しべ 知 煩 か VC:
かも無 てて b悩ま仮

長〈左智 疑 ま の h の
あくの ひ念 がっと家

明はと翁 な々 らぷ恩 K
れそが しの 、ねはふ
K 」独

実。 妾執
我、ぎけ の

と 覚 もやる b
そ の に 人つべて 主

侍 き
、

もとき
れ と 恐々 、と。長 張
Lー

をj) れ t亡 え在b然き
て悪 思れ闇

． 
得

恐るも 身受を
ひけど K

考た 捨るも迷
j) て習、ふ

えけ べく ぬひ世事
ん きる 在の々、

VC: 事事 る悲生誰
は なは ベし々か

と
の
よ
う
眠
、
眠
時
一
時
略
戦
陀
む

J

品向転～
H
q
A開
問
勝
利
崎
町
包
郵
副
部
域

b
d

議
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と
の
よ
う
に
、
長
明
は
執
に
と
だ
わ
る
人
聞
の
愚
か
さ
を
説
き
な

が
ら
も
、
彼
の
心
は
執
に
と
ら
わ
れ
悶
々
と
し
て
生
き
、
つ
い
に
は

往
生
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
‘
な
か
っ
た
愚
か
な
「
凡
夫
」
の
姿
を
見
つ

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
行
為
が
、
神
宮
と
し
て
失

敗
し
一
な
が
ら
左
b
も
あ
き
ら
め
き
れ
ず
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
自
ら

の
体
験
と
あ
い
ま
っ
て
、
彼
ら
の
中
に
自
分
の
影
を
見
い
出
し
、
共

感
を
覚
え
る
の
を
禁
じ
得
左
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
o

第
二
節
「
発
心
集
」
と
長
明

「
遁
世

K
つ
い
て
」
「
諸
行
に
つ
い
て
」
「
執

K
つ
い
て
」
と
の

三
つ
の
項
目
の
関
速
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
隠
遁
し

て
後
の
長
明
の
人
生
と
よ
く
符
号
す
る
。

長
明
は
方
丈
の
庵
を
か
ま
え
、
閑
居
生
活
に
明
け
暮
れ
る
の
で
る

る
が
、
彼
の
遁
世
は
「
山
林

K
交
は
り
、
跡
を
く
ら
う
す
る
」
行
為

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
、
遁
世
に
つ
い
て
の
長
明
の
理

想

i
l
大
隠
は
、
朝
市
に
あ
り

1
1
と
比
較
し
て
み
る
と
、
「
人
の

中
K
有
っ
て
徳
を
え
隠
さ
ぬ
人
」
の
中

K
長
明
自
身
も
当
然
含
ま
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、
遁
世

K
対
す
る
長
明
の
理
想
は
、
彼

自
身
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
て
い
‘
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

念
長
明

K
と
っ
て
、
理
想
は
あ
く
ま
で
理
想
で
し
か
左
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

一
方
、
閑
居
生
活
は
「
も
し
、
念
仏
も
の
う
く
、
読
経
ま
め
左
ら

ぬ
時
は
、
み
づ
か
ら
休
み
、
み
づ
か
ら
h
F

と
た
る
」
と
い
う
気
ま
ま

‘
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
晩
年

K
到
っ
て
長
明
は
、
そ
の
よ
う
念

隠
遁
生
活
に
疑
問
を
覚
え
、
仏
道
修
業
に
な
い
て
は
な
は
だ
中
途
半

端
で
あ
っ
た
自
分
を
認
め
ざ
る
を
得
念
い
。
そ
う
し
て
、
「
無
名
抄
」

一
罪
』
詩
〈
ま
り
わ
収
と
そ
伺
れ
」

k
b
w
て
歌
人
と
し
て
の
徹
底
を
試
み
る
が
失
敗

K
終
わ
っ
て
し
ま

う
。
と
と
に
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
何
事
k
b
い
て
も
不
徹
底
で

中
途
半
端
で
あ
っ
た
長
明
で
あ
る
。
諸
々
の
行
に
よ
っ
て
往
生
す
る

人
間
た
ち
を
説
話
の
中
に
見
、
往
生
が
行
の
如
何

K
よ
る
の
で
は
な

く
、
如
何
左
る
行
で
あ
れ
、
自
分
の
信
じ
た
こ
と
を
た
だ
ひ
た
す
ら

行
な
い
勤
め
た
そ
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
長
明
に
と
っ
て
、

遁
世
か
ら
現
在
に
到
る
ま
で
の
自
分
の
生
き
方
は
彼
ら
の
そ
れ
と
比

べ
よ
う
も
左
い
。

結
局
、
長
明
の
理
想
と
す
る
遁
世
者
た
ち
に
も
、
ま
た
、
諸
行
に

よ
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
人
間
た
ち
に
も
、
長
明
は
、
自
分
と
は
全
く

違
っ
た
生
き
様
を
見
せ
フ
け
ら
れ
、
彼
ら
と
の
限
り
な
い
隔
た
り
を

思
い
知
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
念
長
明
が
深
い
共
感
を
も
っ
て
書
き
と
め
た
話
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
執

K
ま
つ
わ
る
説
話
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
執
を
絶
ち

切
っ
て
往
生
を
遂
げ
た
人
の
話
で
は
な
く
、
執
を
絶
ち
切
れ
ず

K
苦

界
へ
と
陥
っ
た
人
々
の
話
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
物

K
対
す
る
愛
着
で

あ
れ
、
名
聞

K
対
す
る
執
着
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
人
に
対
す
る
恨
み

で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
長
明
が
現
在
ま
で
抱
き
つ
づ
け
て
き
た
、
神

宮
と
し
て
不
成
功
に
終
わ
っ
た
と
と
に
対
す
る
恨
み
と
同
質
の
要
索

を
持
っ
た
、
愚
か
し
い
人
間
の
執
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
長
明
は
「
発
心
集
」
に
か
い
て
、
自
己
の
絶
ち
難
い
執

を
見
つ
め
て
い
た
の
で
あ
る
o

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
意
図
的

K
左
さ

れ
た
の
で
は
念
く
、
長
明
が
数
多
く
の
説
話

K
ふ
れ
る
う
ち
、
自
分

の
体
験
と
結
び
つ
い
た
、
そ
し
て
現
在
の
自
分
と
何
ら
か
の
形
で
共

通
す
る
あ
る
種
の
説
話
へ
自
然
と
傾
い
て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
で
き
上
が
っ
た
も
の
は
、
長
明
の
意
図
し
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左
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
明
の
人
生
と
強
烈
K
結
び
合
う
。
遁
世

↓
閑
居
の
生
活
↓
「
方
丈
記
」
の
執
筆
↓
「
無
名
抄
」
の
執
筆
、
と

れ
ら
を
経
て
長
明
に
残
っ
た
も
の
は
、
実
現
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
神

官
と
し
て
の
道
K
対
す
る
や
む

K
や
ま
れ
治
我
執
で
る
っ
た
。
そ
の

我
執
を
絶
ち
切
れ
な
い
ま
ま
「
発
心
集
」
を
書
き
進
め
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
長
明
の
心
は
、

h
F

の
ず
か
ら
説
話
の
申

K
息
づ
く
諸
々
の

執
へ
と
傾
斜
す
る
。
そ
し
て
書
き
終
え
た
「
発
心
集
」
を
読
み
返
す

た
び
に
、
長
明
は
己
の
執
と
直
面
し
、
そ
れ
を
見
据
え
て
生
き
て
い

か
ね
ば
な
ら
‘
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

結

び

「
方
丈
記
」
「
無
名
抄
」
「
発
心
集
」
に
共
通
す
る
の
は
、
絶
ち

難
い
長
明
の
「
執
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
執
」
と
は
、
長
明

が
成
、
り
得
左
か
っ
た
神
官
と
い
う
地
位

K
対
す
る
執
着
で
あ
り
、
同

時
K
長
明
の
神
官
と
し
て
の
望
み
を
絶
っ
た
祐
兼

K
対
す
る
恨
み
で

も
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
「
執
」
は
、
長
明
の
中
で
微
妙
な
変
化
を
遂
げ
て
い

く
。
す
‘
な
わ
ち
、
「
方
丈
記
」

k
b
い
て
、
自
分
の
中
に
「
執
」
を

認
め
た
長
明
は
、
「
無
名
抄
1

一
k
b
い
て
、
歌
人
と
し
て
徹
底
す
る

と
と

K
よ
っ
て
「
執
」
を
絶
ち
切
ろ
う
と
試
み
る
。
し
か
し
、
あ
く

ま
で
己
の
「
執
」
が
絶
ち
切
る
と
と
の
で
き
念
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
知
っ
た
長
明
は
、
「
発
心
集
」
に
な
い
て
、
己
の
「
執
」
を
直
視

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
方
丈
記
」
↓
「
無
名
抄
」
↓
「
発
心

集
」
と
書
き
進
め
ら
れ
る
中
で
、
長
明
の
「
執
」
は
決
し
て
消
え
さ

る
と
と
は
友
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
明
確

K
長
明

K
意
識
さ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
「
発
心
集
」
を
書
き
終
え
た
時
か

ぷ

昔

h
a僻
事
ま
与
野
ゎ
i

必
泡
併
砂
阜
）
茅
訟
備
事
翼
叫
品
FJ坐
fprd
守
的
高
島
島
監
事
験
線
筑
豊
雪
量
楕
d
a
害
総
評
議
F
J
t苅
高
額

ら
、
長
明
は
己
の
絶
ち
難
い
「
執
」
を
凝
視
し
つ
つ
生
き
て
い
か
ね

ば
左
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

K
は
、
こ
れ
か
ら
哉
、
自
分

K
は
決

し
て
心
の
平
安
は
も
た
ら
さ
れ
念
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
暗
い
、
し

か
し
、
確
実
ま
予
感
が
あ
る
。

結
局
、
長
明
は
煩
悩
の
と
り
と
と
し
て
、
悶
々
と
し
て
生
き
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
あ
く
ま
で
「
凡
夫
」
と
し

て
の
救
い
の
左
い
身
を
生
き
た
共
感
す
べ
き
ひ
と
り
の
人
間
の
姿
な

の
で
あ
る
。

〈

注

〉
ω「
中
世
随
筆
・
日
記
文
学
の
展
望
」
永
積
安
明
（
『
中
世
文
学

の
展
望
』
東
京
大
学
出
版
会
）

ω日
本
古
典
文
学
体
係
『
方
丈
記
・
徒
然
草
』
解
説
西
尾
賓

（
岩
波
書
店
）

附
「
方
丈
記
」
風
巻
景
次
郎
（
『
日
本
文
学
史
中
世
』
至
文
堂
）

凶
問
附
「
無
名
抄
1

一
久
松
潜
一
校
注
（
日
本
古
典
文
学
体
係

『
歌
論
集
能
楽
論
集
』
岩
波
書
店
）
凶
補
注
二
六
矧
補
注

六
七
附
頭
注
一
九
（
P
必）
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