
つ
れ
づ
れ
の
『
結
び
方
』

―
―
徒
然
草
二
三
五
段
の
わ
か
ら
な
さ
の
「
解
」
―
―

櫻

井

靖

久

一
、
二
三
五
段
の
わ
か
ら
な
さ

徒
然
草
二
三
五
段
の
文
章
は
不
思
議
な
章
段
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
文
章

の
意
味
は
難
し
く
な
く
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
章
段
全
体

で
何
を
意
味
し
、
意
図
し
て
い
る
か
が
わ
か
ら
な
い
。

古
注
で
あ
る
「
寿
命
院
抄
」
で
は
、

此
ノ
段
ハ
心
性
ヲ
論
ズ
ル
ナ
リ
。
尤
モ
眼
ヲ
ツ
ク
ベ
キ
ナ（
１
）リ。

と
説
か
れ
て
お
り
、
他
の
古
注
に
も
い
ろ
い
ろ
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
に
な
か
な
か
納
得
す
べ
き
も
の
は
出
て
い
な
い
。現
在
の
注
釈
で
は
、

む
し
ろ
あ
っ
さ
り
と
し
た
解
釈
と
注
釈
で
す
ま
せ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

も
何
と
な
く
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

二
三
五
段
の
本
文
と
現
代
語
訳
を
三
木
紀
人
か
ら
引
用
す（
２
）る。

い

ぬ
し
あ
る
家
に
は
、
す
ず
ろ
な
る
人
、
心
の
ま
ま
に
入
り
来
る
事
な

び
と

い

し
。
あ
る
じ
な
き
所
に
は
、
道
行
き
人
み
だ
り
に
立
ち
入
り
、
狐
・
ふ

と
こ
ろ
え

く
ろ
ふ
や
う
の
物
も
、
人
げ
に
塞
か
れ
ぬ
れ
ば
、
所
得
顔
に
入
り
す

こ
た
ま

み
、
木
霊
な
ど
い
ふ
け
し
か
ら
ぬ
か
た
ち
も
あ
ら
は
る
る
も
の
な
り
。

か
た
ち

か
げ
き
た

ま
た
、
鏡
に
は
色
・
形
な
き
ゆ
ゑ
に
、
よ
ろ
づ
の
影
来
り
て
映
る
。

鏡
に
色
形
あ
ら
ま
し
か
ば
、
映
ら
ざ
ら
ま
し
。

こ
く
う

き
た

虚
空
よ
く
物
を
容
る
。
我
等
が
心
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
ま
に
来
り
浮

ぶ
も
、
心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
。
心
に
ぬ
し
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸

い

き
た

の
う
ち
に
、
そ
こ
ば
く
の
こ
と
は
入
り
来
ら
ざ
ら
ま
し
。

（
現
代
語
訳
）
主
人
が
い
る
家
に
は
、
無
関
係
な
人
が
心
ま
か
せ
に
入
り
込

む
こ
と
は
な
い
。
主
人
が
い
な
い
所
に
は
、
行
き
ず
り
の
人
が
む
や
み

に
立
ち
入
り
、
狐
や
ふ
く
ろ
う
の
よ
う
な
物
も
、
人
の
気
配
に
妨
げ
ら

れ
な
い
の
で
、
わ
が
物
顔
に
入
っ
て
住
み
、
木
の
霊
な
ど
と
い
う
、
奇

特
な
形
の
物
も
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鏡
に
は
、
色
や
形
が
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
影
が
そ
こ

に
現
わ
れ
て
映
る
の
で
あ
る
。
鏡
に
色
や
形
が
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
、

物
影
が
映
る
ま
い
。

虚
空
は
、
そ
の
中
に
物
を
存
分
に
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ

れ
の
心
に
さ
ま
ざ
ま
の
思
い
が
気
ま
ま
に
現
わ
れ
て
浮
か
ぶ
の
も
、
心

と
い
う
実
体
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
心
に
主
人
と
い
う
も
の
が
あ

れ
ば
、
胸
の
う
ち
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
思
い
が
入
っ
て
く
る
は
ず
は
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な
い
。

特
に
難
し
い
語
句
や
言
い
回
し
も
な
く
一
つ
一
つ
の
文
は
理
解
出
来
る
。

そ
し
て
全
体
が
三
段
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
そ
の

第
一
段
は
『
源
氏
物
語
』「
蓬
生
」
末
摘
花
の
屋
敷
の
描
写
に
基
い
て
叙
述

し
た
も
の
で
あ
る
。

「
蓬
生
」
を
引
用
す
る
と
、

か

も
と
よ
り
荒
れ
た
り
し
宮
の
内
、
い
と
ど
狐
の
住
み
処
に
な
り
て
、
う

ふ
く
ろ
ふ

と
ま
し
う
け
遠
き
木
立
に
、
梟
の
声
を
朝
夕
に
耳
馴
ら
し
つ
つ
、
人
げ

こ
た
ま

に
こ
そ
さ
や
う
の
も
の
も
せ
か
れ
て
影
隠
し
け
れ
、
木
霊
な
ど
、
け
し

か
ら
ぬ
物
ど
も
、
と
こ
ろ
得
て
、
や
う
や
う
形
を
あ
ら
は（
３
）し、

兼
好
の
文
章
は
、
源
氏
物
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
い
く
つ
か
借
り
て
、
一
つ

の
別
の
意
味
を
持
つ
文
章
に
な
っ
て
い
る
。し
か
も
教
養
あ
る
人
が
見
れ
ば
、

源
氏
物
語
を
下
書
き
に
し
た
と
わ
か
る
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ

の
文
章
技
術
で
あ
ろ
う
が
、
一
方
で
、
兼
好
な
ら
ば
似
た
意
味
で
独
自
の
文

章
を
書
け
る
で
あ
ろ
う
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
透
き
写
し
の
よ
う
な
文
章
を
書
く

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
出
て
来
る
。
因
み
に
「
梟
」「
木
霊
」
の
用

例
は
、
徒
然
草
は
こ
の
段
の
み
で
あ
る
。「
狐
」
は
他
に
二
例
用
例
が
あ
る
。

こ
の
二
三
五
段
に
題
名
を
つ
け
て
い
る
注
釈
書
が
あ
る
。
こ
の
三
木
紀
人

の
注
は
「
ぬ
し
あ
る
家
」
と
第
一
文
を
題
に
す
る
。
松
尾
聡
も
「
主
あ
る
家

に（
４
）は」
で
あ
る
。一
方
で
全
体
の
内
容
か
ら
と
っ
た
も
の
に
、木
藤
才
蔵
「
虚

空
よ
く
物
を
い（
５
）る」
と
あ
り
、
久
保
田
淳
は
「
心
の
実
態
の
有
無
に
つ
い

（
６
）て」
と
す
る
。
島
内
裕（
７
）子は
「
評
」
に
お
い
て
、「
心
に
つ
い
て
正
面
か
ら

思
索
を
凝
ら
し
た
、
注
目
す
べ
き
段
で
あ
る
」
と
す
る
。
松
尾（
８
）聡は
「
こ
の

段
の
主
題
は
何
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
古
来
い
ろ
い
ろ
む
ず
か

し
い
議
論
が
あ
る
」
と
い
う
。
現
在
で
は
、
こ
の
段
は
、「
兼
好
が
心
の
実

態
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
、「
古
注
」「
新
注
」
の
注
釈
を
読
む

二
三
五
段
の
一
つ
一
つ
の
文
章
と
現
代
語
訳
は
理
解
し
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
章
段
の
意
図
は
何
で
あ
る
か
を
諸
注
の
注
釈
に
よ
っ
て
み（
９
）る。

古
来
、
難
解
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
大
全
に
は
、
第
三
十
八
段
、

第
九
十
七
段
、
第
百
八
段
と
と
も
に
、
兼
好
知
恵
を
ふ
る
い
て
書
け
る

眼
な
り
と
し
、
大
成
に
も
、「
容
易
に
看
破
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
さ
じ

を
投
げ
た
形
に
な
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
買
い
か
ぶ
ら
れ
て
い
る
（
橘
）

が
、
こ
う
い
う
心
の
相
は
、
兼
好
独
自
な
も
の
で
は
な
く
、
当
年
の
仏

徒
が
よ
く
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
（
冨
倉
）、
公
平
に
み
れ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
大
し
た
も
の
で
は
な
い
（
佐
野
）。
お
し
つ
め
て
み
て
、「
心

に
主
、
信
念
さ
え
あ
れ
ば
、
外
界
の
事
情
に
よ
っ
て
心
が
乱
れ
る
こ
と

は
な
い
（
佐
野
、
佐
成
、
岸
）」、「
心
は
本
来
の
無
に
帰
る
べ
く
、
空

家
の
如
く
あ
る
べ
か
ら
ず
（
橘
）」
と
解
さ
れ
る
。「
不
可
解
な
も
の
は

心
で
あ
る
と
い
う
禅
宗
の
悟
り
め
い
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

（
橘
）」。
け
れ
ど
も
雑
念
や
妄
想
が
浮
か
ぶ
の
は
、
心
が
「
虚
」
だ
か

ら
で
、
万
象
が
心
の
鏡
に
映
る
の
も
、
そ
の
た
め
に
ち
が
い
な
い
と
思

い
つ
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）「
何
等
の
結
論
も

な
い
、
教
訓
も
な
い
、
人
間
心
理
の
不
思
議
さ
に
た
だ
思
い
入
っ
て
い

る
も
の
で
、
空
家
、
鏡
、
虚
空
な
ど
の
例
か
ら
、
心
も
同
様
に
、
実
体

の
な
い
も
の
か
と
考
え
つ
い
て
、
そ
れ
を
奇
想
外
な
興
あ
る
一
つ
の
発

見
と
し
て
書
き
記
し
て
お
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
冨
倉
）」。

「
古
注
」
と
い
わ
ゆ
る
「
新
注
」
の
落
差
は
、
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ

― 12 ―



る
。古
注
の
注
目
度
の
強
さ
「
兼
好
が
知
恵
を
ふ
る
っ
て
書
け
る
（
徒
然
草
）

の
眼
（
目
）
で
あ
る
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
新
注
は
「
結
論
な
く
、
教
訓

な
く
、
心
理
の
不
思
議
さ
を
大
げ
さ
に
書
い
た
だ
け
で
大
し
た
も
の
で
は
な

い
」
と
す
る
。
そ
の
評
価
は
天
地
の
よ
う
に
分
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
共
通
し

て
い
る
の
は
わ
か
ら
な
さ
で
あ
る
。
た
と
え
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
空
家

と
は
何
か
」「
鏡
と
は
何
か
」「
虚
空
と
は
何
か
」「
心
と
は
何
か
」
と
い
う

こ
と
が
、
こ
の
注
釈
で
今
一
つ
は
っ
き
り
と
浮
か
ん
で
こ
な
い
。

安
良
岡
の
解（

１０
）説に
従
っ
て
、
本
文
の
文
脈
を
た
ど
っ
て
見
る
。

ぬ
し

あ
る
じ

第
一
段
落
で
は
、「
主
あ
る
家
」
と
「
主
な
き
所
」
と
を
対
置
し
て
、

「
主
」
の
有
無
に
よ
っ
て
、
外
な
る
人
や
物
が
や
た
ら
に
入
っ
て
く
る

か
、
否
か
と
い
う
結
果
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
す
ゞ
ろ
な
る

人
」
と
か
、「
道
行
人
濫
り
に
」
と
か
、「
木
霊
な
ど
い
ふ
、
け
し
か
ら

ぬ
形
」
と
か
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
外
か
ら
入
り
こ
む
人

や
物
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
が
、
第
二
段
落
で
は
、「
鏡
」
と
「
万
の
影
」
と
の
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
鏡
の
鏡
た
る
所
は
、
自
身
の
「
色
・
像
」
の
な
い

こ
と
に
も
と
づ
く
と
し
て
、
第
一
段
落
の
「
主
な
き
所
」
に
認
め
ら
れ

る
の
と
同
じ
事
実
を
、
こ
の
鏡
の
万
象
を
映
し
出
す
働
き
の
上
に
考
え

て
い
る
。

第
三
段
落
で
は
、「
家
」
と
「
鏡
」
に
つ
い
て
言
っ
た
こ
と
を
「
虚

空
」
に
つ
き
考
え
、「
虚
空
よ
く
物
を
容
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、

第
三
の
例
で
あ
る
が
、
以
上
の
三
つ
の
例
を
も
と
に
し
て
、
人
の
「
心
」

を
問
題
に
し
、
そ
の
「
心
」
に
、「
念
々
」
の
「
ほ
し
き
ま
ゝ
に
」
生

起
す
る
の
も
、
実
は
、「
心
」
に
真
に
主
体
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と

懐
疑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
次
々
に
生
起
し
て
止
ま

な
い
「
念
々
」
に
動
揺
さ
れ
、
左
右
さ
れ
て
迷
乱
し
て
い
る
事
実
へ
の

反
省
で
あ
っ
て
、
兼
好
は
、
そ
う
い
う
「
念
々
」
の
生
起
を
、
第
一
段

落
に
お
け
る
外
来
の
人
や
物
の
よ
う
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
つ
の
例
の
う
ち
、「
鏡
」
と
「
虚
空
」

に
つ
い
て
は
、
単
な
る
現
象
・
事
実
と
し
て
挙
げ
た
ま
で
で
あ
っ
て
、

「
心
」
と
「
念
々
」
と
の
関
係
は
、
第
一
段
落
の
「
家
」
と
「
す
ゞ
ろ

な
る
人
」
と
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（
中

略
）

兼
好
が
、当
時
と
し
て
は
稀
な
、人
間
心
理
の
観
察
者
・
分
析
者
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
上
巻
以
来
、
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
、「
心
に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、

自
己
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
結
び
つ
い
て
追
求
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
自
己
が
真
に
自
己
の
主

人
と
な
り
、
自
己
の
統
率
者
と
な
る
こ
と
の
難
か
し
さ
が
、
こ
の
段
の

基
底
を
な
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

こ
の
解
説
を
読
ん
で
、
こ
の
段
の
わ
か
ら
な
さ
の
理
解
が
進
む
か
と
言
へ

ば
、
や
は
り
わ
か
ら
な
い
、
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
最
後
の
「
心

に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
」
の
強
調
が
印
象
に
残
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に
「
心
に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
」
の
文
章
を
考
え
る
。

三
、
兼
好
と
「
反
実
仮
想
」
の
意
識

「
心
に
ぬ
し
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸
の
う
ち
に
そ
こ
ば
く
の
こ
と
は
入
り
来

ら
ざ
ら
ま
し
。」（
心
に
主
人
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
胸
の
う
ち
に
、
こ
れ

ほ
ど
多
く
の
思
い
が
入
っ
て
く
る
は
ず
は
な
い
。）
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こ
れ
は
推
量
の
助
動
詞
「
ま
し
」
の
未
然
形
に
、
接
続
助
詞
の
「
ば
」
が

つ
い
た
形
で
、
多
く
は
文
の
終
わ
り
を
同
じ
く
「
ま
し
」
で
受
け
て
止
め
、

「
反
実
仮
想
」
の
働
き
を
す
る
。『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
次
の
よ
う
に
説

明
す（

１１
）る。現

実
の
事
態
（
Ａ
）
に
反
し
た
状
況
（
非
Ａ
）
を
想
定
し
、「
そ
れ

（
非
Ａ
）
が
も
し
成
立
し
て
い
た
の
だ
っ
た
ら
、
こ
れ
こ
れ
の
事
態

（
Ｂ
）
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
に
」
と
想
像
す
る
気
持
ち
を
表
明

す
る
も
の
で
あ
る
。
世
に
多
く
こ
れ
を
反
実
仮
想
の
助
動
詞
と
い
う
。

（
中
略
）「
ま
し
」
は
動
か
し
難
い
目
前
の
現
実
を
心
の
中
で
拒
否
し
、

そ
の
現
実
の
事
態
が
無
か
っ
た
場
面
を
想
定
し
て
、
そ
の
場
合
起
る
で

あ
ろ
う
気
分
や
状
況
を
心
の
中
に
描
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
章
段
に
は
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
が
も
う
一
つ
使
わ
れ
て
い
る
。

「
鏡
に
色
形
あ
ら
ま
し
か
ば
、
映
ら
ざ
ら
ま
し
。」

二
三
五
段
の
よ
う
な
短
い
章
段
に
、
二
例
も
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
の

用
例
が
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
兼
好
は
こ
の
用
法
が
気
に
入
っ
て
多
用
し
て

い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
徒
然
草
全
体
の
中
で
、
わ
ず
か
五
例

し
か
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
他
の
三
例
の
用
法
を
掲
げ
る
。

第
十
一
段
の
用
例

…
…
大
き
な
る
柑
子
の
木
の
、
枝
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る
が
、
ま
は
り
を

き
び
し
く
か
こ
ひ
た
り
し
こ
そ
、
す
こ
し
こ
と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま

し
か
ば
と
覚
え
し
か
。

第
三
二
段
の
用
例

…
…
な
ほ
事
ざ
ま
の
優
に
覚
え
て
、物
の
隠
れ
よ
り
し
ば
し
見
ゐ
た
る
に
、

妻
戸
を
今
少
し
お
し
あ
け
て
、
月
見
る
け
し
き
な
り
。
や
が
て
か
け
こ
も
ら

ま
し
か
ば
、
く
ち
を
し
か
ら
ま
し
。
あ
と
ま
で
見
る
人
あ
り
と
は
い
か
で
か

知
ら
む
。

第
六
〇
段
の
用
例

こ
の
僧
都
、
あ
る
法
師
を
見
て
、
し
ろ
う
る
り
と
い
ふ
名
を
つ
け
た
り
け

り
。「
と
は
何
物
ぞ
」
と
人
の
問
ひ
け
れ
ば
、「
さ
る
物
を
我
も
知
ら
ず
。
若

し
あ
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
僧
の
顔
に
似
て
む
」
と
ぞ
い
ひ
け
る
。

い
ず
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
段
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
も
特
徴

的
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
段
の
話
の
中
で
、「
ま
し
か
ば
…
…
（
ま
し
）」
が

効
果
的
に
か
つ
用
法
の
機
能
を
十
分
発
揮
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
文
章
が
平
叙
文
で
書
か
れ
て
い
た
ら
、
我
々
に
こ
ん
な
に
も
爽
や
か
な

印
象
を
残
し
て
は
い
な
い
。
兼
好
は
「
反
実
仮
想
」
の
機
能
を
よ
く
理
解
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
む
や
み
や
た
ら
と
使
わ
ず
、
こ
こ
ぞ
と
い

う
所
で
使
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

因
に
『
兼
好
歌
集
』
で
は
、「
せ
ば
…
…
ま
し
」
の
形
で
二
首
出
て
お
り
、

兼
好
自
身
の
も
の
は
一
首
し
か
な（

１２
）い。

な
お
、
兼
好
自
身
は
鎌
倉
時
代
後
期
で
あ
る
南
北
朝
と
い
う
中
世
に
生
き

て
い
る
の
で
、「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
と
い
う
平
安
時
代
の
中
古
の
語
法

は
、
か
な
り
気
取
っ
た
物
い
い
で
あ
り
、
結
果
的
に
文
章
を
強
調
す
る
と
い

う
言
い
方
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
時
に
、
徒
然
草
全
体
で
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
の
用
例
が
五
例
で
、

そ
の
二
例
が
二
三
五
段
に
あ
る
。
他
の
用
例
と
は
違
い
、
二
三
五
段
の
用
例

は
効
果
的
と
は
言
い
難
い
（
見
え
な
い
）
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
兼
好
自

身
と
し
て
は
か
な
り
気
負
っ
て
書
い
た
、
強
調
し
て
書
い
た
、
力
を
入
れ
た

段
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

あ
ら
た
め
て
二
三
五
段
全
体
を
振
り
か
え
る
と
、構
成
段
落
の
第
一
段
は
、

源
氏
物
語
の
透
き
写
し
と
も
言
え
る
内
容
で
あ
り
、
第
二
段
の
末
尾
は
「
ま
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し
か
ば
…
…
ま
し
」、
第
三
段
の
末
尾
も
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
章
段
の
内
容
は
今
一
つ
理
解
で
き
な
い
な
が
ら
も
、
わ
ず
か

十
行
程
度
の
文
章
に
、
こ
ん
な
に
も
様
々
な
も
の
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
詰
め
込

み
、
兼
好
自
身
が
気
負
い
、
強
調
し
た
段
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
何

か
、
兼
好
の
重
要
な
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

四
、
二
三
五
段
の
意
味
と
そ
の
意
味
に
よ
る
分
類

二
三
五
段
は
三
つ
の
段
落
に
分
か
れ
て
い
る
。そ
し
て
前
に
見
た
よ
う
に
、

第
一
段
は
『
源
氏
物
語
』
を
下
書
き
に
し
た
衒
学
的
な
趣
味
を
持
つ
文
章
で

あ
り
、
第
二
段
と
第
三
段
は
「
ま
し
か
ば
…
…
ま
し
」
の
強
調
し
た
、
い
わ

ば
突
出
し
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
一
つ
の
文
章
と

し
て
「
初
・
中
・
終
」
と
い
う
構
造
を
持
つ
文
章
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ

れ
三
つ
の
段
落
が
独
立
し
た
、
並
行
、
即
ち
パ
ラ
レ
ル
で
交
錯
す
る
こ
と
の

な
い
文
章
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
文
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
る

こ
と
の
な
い
独
立
の
三
文
を
並
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
段
に
、
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
の
関

係
を
読
み
こ
む
注
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
三
木
紀
人
は
「『
よ
ろ

づ
の
影
来
り
て
映
る
』
あ
た
り
は
、
序
段
の
『
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し

ご
と
』
を
思
い
出
さ
せ（

１３
）る」
と
言
う
。
更
に
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き

こ
と
は
、
こ
の
二
三
五
段
は
、
晦
渋
な
文
章
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内

容
は
兼
好
自
身
が
自
分
の
考
え
を
表
明
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
。
徒
然
草
の

最
後
尾
の
章
段
群
に
属
す
る
文
章
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
章
段
の
文
章

の
内
容
が
、三
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
並
行
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
全
て
を
総
合
的
に
考
え
た
場
合
の
結
論
は
、
こ
の
段
は
、
こ
の

前
ま
で
の
徒
然
草
二
三
四
段
を
書
き
終
え
て
、
振
り
返
っ
た
時
の
感
慨
を
述

べ
た
文
章
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
兼
好
が
感
じ
た
文
章
の
タ
イ

プ
の
三
パ
タ
ー
ン
、
即
ち
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
第
一
段
で
は
「
あ
る
じ

な
き
家
」
で
の
「
け
し
か
ら
ぬ
か
た
ち
」、
即
ち
「
不
思
議
」
を
書
き
、
第

二
段
で
は
「
鏡
」
の
「
よ
ろ
づ
の
影
来
り
て
映
る
姿
」、
即
ち
「
自
身
が
鏡

と
な
る
聞
き
書
き
」
を
書
き
、
第
三
段
で
は
「
心
に
ぬ
し
あ
る
姿
」、
即
ち

「
聖
・
上
人
の
姿
」
を
書
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
第
一
段
は
「
怪
奇
・
不
思
議
譚
」、
第
二
段
は
「
聞

き
書
き
・
事
実
譚
」、
第
三
段
は
「
聖
・
上
人
等
、
神
仏
発
心
譚
」
に
分
け

ら
れ
る
。
な
お
、「
名
人
譚
」
は
第
一
段
に
含
め
る
こ
と
に
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
徒
然
草
全
体
の
章
段
は
、
次
の
様
に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
、

数
字
は
段
名
で
あ
る
。

第
Ⅰ
類

怪
奇
・
不
思
議
、
名
人
譚

８
９
４０
５０
５１
５３
６８
８９
９２
１０９
１１０
１２６
１４５
１４６
１８５
１８６
２０６
２０７
２３０

第
Ⅱ
類

聞
き
書
き
・
事
実
譚

１
２
３
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１９
２１
２２
２３
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
４１
４３

４４
４８
５２
５４
５５
５６
５７
６１
６２
６３
６４
６５
６６
６７
７０
７１
７２
７３
７６
７７
７８
７９
８０
８１
８２
８３
８５
８６
８７

８８
９０
９４
９５
９６
９７
９９
１００
１０１
１０２
１０３
１０４
１０５
１０７
１１３
１１４
１１６
１１７
１１８
１１９
１２０
１２１
１２５
１２７
１２８
１３２
１３３
１３５
１３６

１３７
１３８
１３９
１４７
１４８
１４９
１５０
１５１
１５２
１５３
１５４
１５６
１５８
１５９
１６０
１６１
１６２
１６３
１６４
１６５
１６６
１６７
１６８
１６９
１７０
１７２
１７３
１７４
１７５

１７６
１７７
１７８
１７９
１８０
１８１
１８２
１８３
１８４
１８７
１８９
１９０
１９１
１９３
１９４
１９５
１９６
１９７
１９８
１９９
２００
２０１
２０２
２０３
２０４
２０５
２０８
２０９
２１０

２１１
２１２
２１３
２１４
２１５
２１６
２１７
２１８
２１９
２２０
２２１
２２２
２２３
２２４
２２５
２２６
２２７
２２８
２２９
２３１
２３２
２３３
２３４

第
Ⅲ
類

聖
・
上
人
等
、
神
仏
発
心
譚

４
５
６
７
１７
１８
２０
２４
３８
３９
４２
４５
４６
４７
４９
５８
５９
６０
６９
７４
７５
８４
９１
９３
９８
１０６
１０８
１１１
１１２

１１５
１２２
１２３
１２４
１２９
１３０
１３１
１３４
１４０
１４１
１４２
１４３
１４４
１５５
１５７
１７１
１８８
１９２
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人
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
分
類
の
章
段
に
多
少
の
入
れ
替
え
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
内
容
的
に
は
こ
の
三
つ
の
分
類
に
収
束
す
る

筈
で
、
そ
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
三
つ
の
分
類
の
観
点
か
ら
徒
然
草
の
章
段
を
見
直

す
と
、
特
に
初
め
の
方
の
章
段
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

２
段
は
第
Ⅱ
類
と
第
Ⅲ
類
の
未
分
化
が
あ
る
。
４
５
６
７
段
は
第
Ⅲ
類
の
神

仏
論
の
初
期
的
文
章
の
趣
が
あ
る
。
同
様
に
、
８
９
段
は
第
Ⅰ
類
の
怪
異
・

不
思
議
譚
の
初
期
的
文
章
の
趣
が
あ
り
、
１０
１１
１２
１３
段
に
は
第
Ⅱ
類
の
事
実

譚
の
初
期
的
文
章
の
趣
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
西
尾
実
の
文（

１４
）章で
あ
る
。

第
三
十
段
あ
た
り
ま
で
の
無
常
感
は
、
世
の
中
が
無
情
で
あ
る
こ
と
を

悲
し
ん
で
い
る
感
傷
的
な
生
活
感
情
と
し
て
の
無
常
感
で
あ
り
、
詠
嘆

的
な
無
常
感
で
あ
る
。（
中
略
）
と
こ
ろ
が
第
三
十
一
段
以
後
に
な
る

と
、
こ
の
詠
嘆
の
も
や
が
消
え
て
、
何
を
と
り
あ
げ
て
も
澄
ん
だ
秋
の

空
の
も
と
で
も
の
の
形
や
色
を
見
、も
の
の
音
や
響
き
を
聞
く
よ
う
に
、

き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
澄
み
き
っ
て
く
る
。
く
わ
し
く
読
み
進
め
て
み

る
と
、
そ
の
根
源
は
こ
の
作
者
主
体
の
無
常
感
そ
の
も
の
の
変
化
に
あ

る
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
私
の
今
ま
で
の
流
れ
で
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
兼
好
は
徒
然

草
の
序
段
か
ら
三
十
段
ま
で
を
、
思
い
出
す
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
思
い
つ
く

ま
ま
に
、
全
体
の
構
想
と
は
無
意
識
の
う
ち
に
書
き
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

三
十
段
を
過
ぎ
る
ほ
ど
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
を
意
識
的
に
ジ
ャ
ン
ル
毎

に
書
き
分
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
つ
一
つ

の
章
段
を
思
い
つ
く
の
は
、
つ
れ
づ
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
く

上
で
の
手
法
と
意
識
は
三
つ
に
分
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私

は
考
え
る
。

五
、
徒
然
草
全
体
の
構
造
か
ら
見
た
二
三
五
段

前
段
ま
で
の
過
程
の
流
れ
を
考
え
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
二
三
五
段
の

位
置
は
、
徒
然
草
全
体
の
「
後
書
き
」
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
起
き
て

く
る
。
内
容
が
晦
渋
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
章
段
の
時
に
は
見
え
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
内
容
的
に
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
を
受
け
取
め
る
章
段
で
あ
り
、

兼
好
が
回
想
的
に
徒
然
草
の
文
章
を
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
た
も
の
と
考

え
る
な
ら
ば
、
正
し
く
兼
好
ら
し
い
と
も
い
え
る
「
跋
文
」
な
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
徒
然
草
の
全
体
構
成
の
考
え
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
現
在

の
二
四
三
段
の
「
八
つ
に
な
り
し
年
」
は
、
内
容
が
全
体
に
関
わ
ら
な
い
一

つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
章
段
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
二
三
五
段
は
内

容
に
最
終
段
と
し
て
の
必
然
性
を
持
た
せ
た
「
跋
文
」
と
な
っ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
内
容
的
に
「
八
つ
に
な
り
し
年
」
が
悪
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
徒
然
草
の
章
段
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
内
容
を
持
っ

て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く
、
位
置
と
し
て
、
そ
し
て
徒
然
草
の
構

造
と
し
て
、
最
後
尾
を
語
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は

「
つ
れ
づ
れ
」
の
首
尾
照
応
か
ら
、
兼
好
は
二
三
五
段
を
最
後
と
し
て
、
徒

然
草
を
一
応
閉
じ
た
も
の
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
二
三
六
段
以
下
は
何
か
と
言
え
ば
、
追
記
、
追
加
で
あ
り
、

拾
遺
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
二
三
八
段
の
「
兼
好
自
讃
の
事
七
つ
」

は
、
そ
う
い
う
眼
で
見
る
な
ら
ば
、
本
来
は
一
段
一
段
に
あ
た
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
続
け
て
七
つ
連
続
的
に
ま
と
め
て
あ
り
、
い
か
に
も
追
加
メ
モ
の
よ
う

な
形
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
「
八
つ
に
な
り
し
年
」
を
置
く
な
ら
ば
、
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追
記
の
章
の
「
ま
と
め
」
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
一
方
で
こ
の
二
四
三
段
を
全
体
の
徒
然
草
の
ま
と
め
と
考
え
る

と
、
い
か
に
も
力
不
足
で
、
徒
然
草
の
章
段
全
体
に
ま
と
ま
り
（
求
心
力
）

が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

古
注
に
も
、
二
四
三
段
の
位
置
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。

玄
旨
法
印
曰
、
此
ノ
段
ハ
「
ツ
レ
ヅ
レ
」
一
部
ニ
モ
ラ
シ
ノ
コ
セ
ル
事

ヲ
此
ノ
所
ニ
書
ツ
ク
タ
リ
ト
見
ル
ベ（

１５
）シ

少
な
く
と
も
、
徒
然
草
の
構
造
論
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
同
様
の
結
論

に
導
か
れ
る
だ
ろ
う
。

現
在
の
徒
然
草
の
構
造
論
の
流
れ
は
知
ら
な
い
。
私
と
し
て
は
二
三
五
段

の
内
容
か
ら
、
兼
好
が
構
想
し
た
で
あ
ろ
う
、
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
を
提

出
し
て
、
そ
れ
を
徒
然
草
全
体
に
あ
て
は
め
、
全
て
が
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に

収
束
す
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
更
に
序
段
の
「
つ
れ
づ
れ
」
が
二
三
五
段
に

反
映
し
て
跋
文
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
第
一
次
編
集
で

あ
り
、
二
三
六
段
以
下
は
追
記
に
な
る
に
違
い
な
い
と
い
う
説
を
、
私
は
こ

こ
で
提
出
す
る
。

注

（
１
）
三
谷
栄
一
・
峯
村
文
人
『
徒
然
草
解
釋
大
成
』
昭
和
四
一
年
岩
崎
書

店
一
二
八
四
頁

（
２
）
三
木
紀
人
『
徒
然
草
（
四
）』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
八
二
年
二
〇

九
頁

（
３
）
注
２

（
４
）
松
尾
聡
『
徒
然
草
全
釈
』
二
〇
〇
四
年
清
水
書
院
四
二
六
頁

（
５
）
木
藤
才
蔵
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

徒
然
草
』
昭
和
五
二
年
二
四
四

頁

（
６
）
久
保
田
淳
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

方
丈
記

徒
然
草
』
一
九
八

九
年
岩
波
書
店
三
〇
二
頁

（
７
）
島
内
裕
子
『
ち
く
ま
学
芸
文
庫

徒
然
草
』
二
〇
一
〇
年
筑
摩
書
房

四
四
七
頁

（
８
）
注
４

（
９
）
田
辺
爵
『
徒
然
草
諸
注
集
成
』
昭
和
五
四
年
右
文
書
院
六
六
〇
頁

（
１０
）
安
良
岡
康
作
『
徒
然
草
全
注
釈
下
巻
』
昭
和
四
三
年
角
川
書
店
四
九

三
頁

（
１１
）
『
岩
波
古
語
辞
典
』
一
四
三
九
頁

（
１２
）
西
尾
実
『
兼
好
法
師
家
集
』
岩
波
文
庫
二
〇
〇
七
年

兼
好
（
二
一
頁
）

三
四
つ
き
も
せ
ぬ
な
み
だ
の
玉
の
な
か
り
せ
ば
よ
の
う
き
か
ず
に
な

に
を
と
ら
ま
し

道
我
僧
都
（
二
九
頁
）

六
八
か
ぎ
り
し
る
い
の
ち
な
り
せ
ば
め
ぐ
り
あ
は
ん
秋
と
も
せ
め
て

ち
ぎ
り
を
か
ま
し

（
１３
）
注
２

（
１４
）
西
尾
実
『
日
本
古
典
文
学
大
系

方
丈
記

徒
然
草
』
昭
和
四
六
年

岩
波
書
店
六
八
〜
六
九
頁

（
１５
）
注
１
（
大
全
）
高
田
宗
賢
一
三
四
二
頁

（
さ
く
ら
い
や
す
ひ
さ

元
神
奈
川
県
立
高
等
学
校
長
）
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