
流
布
本
　
『
発
心
集
』
　
の
内
的
構
造

-
　
時
代
提
示
語
を
手
が
か
り
に
　
-

は
じ
め
に

あ
れ
ば
い
と
ふ
そ
む
け
ば
し
た
ふ
放
な
ら
ぬ
身
と
心
と
の
中
ぞ
ゆ
か
し
き

(
鴨
長
明
集
・
雑
・
九
一
}

わ
が
身
が
1
1
と
に
あ
る
時
は
厭
わ
し
く
思
わ
れ
、
世
を
背
け
ば
北
‖
い
た
で
慕
わ

れ
る
。
ゆ
ら
ぎ
や
す
い
人
の
　
「
心
」
に
つ
い
て
、
長
明
は
意
識
的
で
あ
る
以
上

に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
　
「
方
丈
記
」
を
は
じ
め
彼
の
他
の
作
品
に
も
、

影
を
落
と
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
常
に
長
明
像
を
先
に
見
据
え
つ
つ
、
F
発
心

集
』
　
の
内
包
す
る
構
造
に
「
心
」
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
明

ら
め
る
こ
と
を
小
論
は
ね
ら
う
。

た
だ
こ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
次
の
点
に
触
れ
て
わ
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ

れ
は
こ
の
作
品
に
、
流
布
本
と
異
本
と
、
二
m
の
伝
本
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
方
丈
記
』
　
の
場
合
と
同
様
に
　
「
発
心
基
」
　
に
つ
い
て
も
、
こ
の
二
期
の
伝
本

の
関
係
は
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
「
発
心
韮
」
　
の
う
ち
、
ど
ち

森
　
下
　
安
　
治

ら
の
伝
本
の
ど
の
部
分
が
長
明
の
撰
述
で
あ
る
か
、
判
然
と
し
な
い
。
作
品
の

本
来
の
姿
を
求
め
る
意
味
で
、
ま
た
長
明
の
作
品
世
界
を
把
握
す
る
上
で
、
極

め
て
重
大
な
問
い
か
け
で
あ
り
、
倦
ま
ず
検
討
を
重
ね
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
、
こ
の
問
い
に
あ
ま
り
に
拘
泥
し
す
ぎ
て
は
、
「
発
心
韮
」
と
い

う
作
品
そ
の
も
の
の
解
明
が
進
捗
し
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

斯
く
禎
雑
な
問
題
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
今
在
る
　
「
発
心
集
』
　
の

作
品
世
界
に
一
歩
な
り
と
も
近
づ
く
こ
と
を
、
小
論
は
ね
ら
い
と
す
る
。
そ
の

た
め
に
今
回
は
、
特
に
流
布
本
を
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
作
目
即
と
し
て
検
討
の
対

象
に
し
よ
う
と
思
う
。
以
下
、
特
に
断
る
こ
と
を
し
な
い
限
り
、
小
論
で
　
F
発

心
基
』
　
と
い
え
ば
流
布
本
『
発
心
集
』
を
指
す
も
の
と
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

り
ー

「
発
心
聖
に
は
「
普
」
「
中
比
」
「
近
比
」
と
い
っ
た
語
が
頻
出
す
亀
八
′
、

説
訪
日
‖
頭
部
に
限
っ
て
み
て
も
、
全
一
〇
二
話
の
う
ち
四
八
話
と
、
ほ
ぼ
半
数



の
説
話
に
こ
れ
ら
の
譜
が
み
え
る
。

r
発
心
至
　
の
こ
れ
ら
の
語
に
注
目
し
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
既
に

3

野
村
重
美
氏
に
「
「
発
心
集
し
の
時
代
意
識
」
(
「
国
語
と
国
文
学
〓
聖
ハ
一
巻
第

一
二
日
り
)
　
が
あ
る
。

野
村
氏
は
こ
の
脚
論
の
中
で
、
「
菅
」
「
中
比
」
「
近
比
」
の
三
語
を
、
先
学
の

御
業
錆
を
ふ
ま
え
つ
つ
「
時
間
提
示
語
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
呼

称
は
、
や
や
異
相
感
を
伴
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
菅
」
「
中
比
」
「
近

比
」
と
は
、
あ
る
非
準
を
も
っ
て
過
去
を
K
分
し
、
そ
の
結
果
生
じ
た
時
間
的

な
幅
、
す
を
わ
ち
時
代
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
説
話
中
に
語

ら
れ
る
事
柄
の
起
っ
た
時
期
を
、
年
紀
な
ど
で
限
定
せ
ず
、
そ
れ
が
ど
の
時
代

に
属
す
る
か
と
い
う
視
点
で
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
時
間
提
示
譜
」

は
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
「
時
代
提
示
譜
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
小
論
で
は
一

帯
し
て
こ
の
用
語
を
川
い
る
。

野
村
氏
の
御
論
は
小
論
と
同
根
に
流
布
本
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
に
あ
ら
わ

れ
た
時
代
意
識
を
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
r
発
心
基
」
の
内
部
構
造
の
解
明

を
意
図
す
る
小
論
と
は
ね
ら
う
と
こ
ろ
が
異
る
が
、
小
論
に
重
要
を
糸
口
を
与

え
て
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
私
が
理
解
し
た
抱
囲
で
手
短
か
に
、
野
村

氏
の
脚
論
の
概
略
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

野
村
氏
は
先
行
諸
真
と
の
同
類
詰
関
係
に
注
目
、
「
r
発
心
集
し
　
の
時
間
提
示

語
「
菅
」
「
中
比
」
「
近
比
」
が
編
者
自
身
の
判
断
で
記
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

確
認
」
し
、
次
い
で
個
々
の
説
話
内
容
を
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
発
心
集
」

の
時
代
観
を
「
過
去
を
轟
き
仏
道
の
時
代
と
し
、
漸
次
世
界
や
人
心
が
下
落
し

て
ゆ
く
」
「
燕
洛
史
観
」
と
把
え
、
r
摩
誹
止
親
」
の
文
-
言
に
支
え
ら
れ
た
名
利

の
厭
離
が
、
作
中
「
全
時
代
を
f
r
く
思
想
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導

か
れ
た
。
概
ね
苫
骨
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
私
は
、
こ
の
御

結
論
に
対
し
て
、
何
と
は
な
し
に
物
足
り
な
さ
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

野
村
氏
が
聾
洛
史
観
な
る
語
で
概
括
的
に
お
さ
え
ら
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な

事
象
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
、
r
発
心
韮
し
　
に
お
い
て
「
「
普
」
「
中
比
」
に
つ
い
て
は
編
者
は
不
住
生

者
を
積
極
的
に
記
す
と
い
う
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
」
　
こ
と
。

二
、
「
不
住
生
者
と
断
定
さ
れ
る
人
物
は
同
時
代
(
「
近
比
」
以
降
、
稿
者
注
)

の
人
で
あ
り
、
身
近
に
も
存
在
し
て
い
る
」
　
こ
と
。

こ
の
二
点
で
あ
る
。
一
点
日
の
御
指
摘
の
中
で
、
野
村
氏
は
「
積
極
的
に
」
と

い
う
こ
と
ば
を
添
え
て
慎
重
に
論
じ
ら
れ
る
が
、
仮
に
積
極
的
で
は
な
い
に
し

4

ろ
、
「
至
や
「
中
比
」
の
事
績
に
も
不
往
生
の
相
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
私

に
は
重
要
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
野
村
氏
は
次
の
よ
う
に
も
一
言
わ
れ
る
。

即
ち
、
「
昔
」
「
中
比
」
「
近
比
」
と
い
う
時
間
で
分
け
ら
れ
る
縦
の
意
識
と
、

仝
時
代
・
全
巻
を
覆
う
名
利
・
名
聞
を
戒
め
る
と
い
う
相
の
思
想
が
来
日
き
分

け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
(
傍
点
稲
者
一

傍
点
で
示
し
た
よ
う
に
「
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
」
と
、
野
村
氏
は
福
老
が

縦
些
一
つ
の
軸
を
、
恰
も
意
識
的
に
弁
別
し
て
い
た
か
の
如
く
言
わ
れ
る
が
、

編
者
は
果
た
し
て
そ
の
よ
う
に
裁
然
と
、
こ
の
二
つ
の
軸
を
分
か
つ
こ
と
を
し



て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
大
い
に
疑
問
を
覚
え
る
。

ニ

右
の
疑
問
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
以
下
に
、
「
発
心
集
」
の
説
話
本
文
に
即

し
て
検
討
を
加
え
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。

時
代
捷
ホ
語
そ
れ
ぞ
れ
が
、
実
際
に
何
時
頃
の
過
去
を
指
し
示
し
て
い
る
も

の
な
の
か
、
ま
ず
は
そ
こ
に
触
れ
て
お
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
志
村
右
弘
氏

に
既
に
脚
検
討
が
あ
る
。
御
結
論
の
み
を
簡
潔
に
記
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

普
　
　
-
　
　
八
百
年
代
中
葉
ま
で
。

中
比
　
-
　
九
百
年
代
後
半
か
ら
千
百
咋
代
の
ご
く
初
期
吏
で
。

5

近
比
　
-
　
千
百
年
(
マ
マ
、
「
年
代
」
と
あ
る
べ
き
か
、
稿
者
注
)
中
葉
以
降
。

野
村
氏
も
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
結
果
を
浮
か
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
時
代
提
示

語
が
「
編
者
自
身
の
判
断
で
記
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
碓
認
」
し
て
お
ら
れ
る
。

私
が
今
新
た
に
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
何
程
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

境
目
が
や
や
分
明
で
な
い
が
、
『
発
心
先
』
の
時
代
提
示
語
の
書
き
分
け
が
か
な

り
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。

次
に
各
説
話
に
記
さ
れ
る
編
者
の
評
価
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
毎
に
追
っ
て

ゆ
く
。ま

ず
「
菅
」
か
ら
。

6

①
‖
正
も
彼
の
玄
敏
僧
都
の
わ
ざ
に
な
む
。
あ
り
が
た
か
り
け
る
心
な
る
ペ
与

(
巻
一
2
)

②
さ
て
勤
操
は
お
は
や
け
の
わ
た
く
し
萬
き
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、
失
せ
て
後
、

僧
正
の
つ
か
さ
な
ん
送
り
給
は
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
五
6
1
)

③
一
玄
賓
)
　
う
へ
の
う
つ
く
し
う
と
り
つ
く
ろ
ひ
て
居
給
へ
る
を
、
一
時
ば
か

り
つ
く
ぐ
と
ま
ぼ
り
て
、
弾
指
を
ぞ
度
々
し
け
る
。
か
く
て
近
く
よ
る
事

な
く
て
、
中
門
の
廊
に
出
で
て
、
物
を
な
ん
か
づ
き
て
帰
り
に
け
れ
ば
、
主

動
々
た
ふ
と
み
拾
ふ
事
損
な
か
り
け
り
。

不
浄
を
親
じ
て
、
其
の
軌
を
ひ
る
が
へ
す
な
る
べ
し
。
　
　
　
(
巻
囲
竺

④
(
略
)
　
父
重
き
病
を
う
け
た
り
け
れ
ば
、
此
の
む
す
め
独
り
そ
ひ
て
残
り
ゐ

て
、
終
日
終
夜
ね
こ
な
ひ
勤
む
る
さ
ま
、
更
に
身
命
を
惜
し
ま
ず
。
‖
疋
を
見

き
く
人
涙
を
流
し
あ
は
れ
み
悲
し
ま
ぬ
は
な
し
。
後
に
は
、
あ
ま
ね
く
団
の

中
こ
ぞ
り
て
た
ふ
と
み
あ
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
八
9
2
)

⑤
か
の
山
陰
中
納
言
の
う
へ
に
は
た
と
へ
も
な
か
り
け
る
母
の
心
か
な
。

一
巻
六
一
竺

作
目
㌫
目
頭
は
二
話
連
続
の
玄
敏
説
話
。
「
菅
」
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち

第
二
話
の
評
言
が
①
で
あ
る
。
引
用
冒
頭
「
是
も
」
は
、
先
立
つ
第
一
話
を
意

識
し
て
の
文
言
で
あ
ろ
う
。
=
目
頭
二
話
の
玄
敏
の
行
為
に
対
す
る
編
者
の
一
事
1
f

し
た
評
が
「
あ
り
が
た
か
り
け
る
心
」
と
い
え
る
。
②
の
例
で
は
「
賞
き
闘
え
」
、

失
せ
て
後
の
「
僧
正
の
つ
か
さ
」
が
効
い
て
い
る
。
編
者
の
直
接
の
評
言
は
な

い
が
、
そ
の
思
い
は
充
分
に
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
異
本

で
は
、
②
の
こ
と
ば
に
続
け
て
「
世
に
有
り
雉
き
党
へ
な
り
け
り
。
南
無
阿
弥

陀
仏
止
と
記
し
っ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
③
④
の
例
は
、
こ
れ
も
直
接
的
な
評



.
1
r
=
は
付
さ
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
筆
致
よ
り
、
編
者
が
与
え
る
正
の
評
価
が
よ

く
読
み
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
玄
蜜
に
対
す
る
主
一
③
)
、
む
す
め
に
対
す
る
「
見

き
く
人
」
(
④
)
の
反
応
に
近
い
感
想
を
編
者
が
抱
く
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
⑤
は
、
心
掌
ら
ず
罪
を
犯
し
た
我
が
子
を
深
い
夏
で
救
う
母
の
物
語
に
続

く
話
未
詳
。
「
山
陰
中
納
言
」
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
今
普
物
語
集
」
　
仙
諸
書

に
車
え
る
著
名
な
継
子
い
じ
め
譚
で
あ
る
。
「
山
陰
中
納
言
の
う
へ
」
は
、
い
じ

め
投
の
継
母
で
あ
る
。
そ
の
　
「
山
陰
中
納
言
の
う
へ
」
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

と
い
う
⑤
の
文
言
も
、
④
ま
で
の
例
に
準
じ
て
、
編
者
の
荘
川
小
を
示
す
表
現
と

理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
北
‖
」
の
事
跡
と
さ
れ
る
物
語
に
つ
い
て
は
編
者

の
昔
定
的
を
評
価
が
目
立
つ
が
、
次
に
、
一
つ
注
意
す
べ
き
説
話
に
つ
い
て
触

れ
た
い
。

7

肇
一
に
含
ま
れ
る
第
二
十
四
話
「
合
衛
川
老
翁
不
レ
釦
∴
侶
井
・
事
」
で
あ
る
。

阿
酢
誰
者
を
伴
っ
て
天
竺
舎
衛
図
に
出
向
い
た
釈
迦
が
、
道
に
乞
者
の
男
女

二
人
と
出
会
う
。
こ
れ
を
見
た
釈
迦
は
阿
雉
に
語
る
、
「
恩
に
も
の
う
く
し
て
、

基
の
成
皿
を
す
ぐ
し
て
、
宿
韓
を
持
ち
を
が
ら
願
は
ぎ
り
し
故
に
、
今
つ
た
な
き

身
と
し
て
、
受
け
が
た
き
人
界
の
生
を
空
し
く
す
ご
し
つ
る
也
」
と
。
続
く
評

言
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑥
我
た
ま
/
＼
法
華
経
に
値
ひ
た
て
ま
つ
り
、
弥
陀
の
悲
願
を
闘
き
な
が
ら
、

つ
と
め
行
は
ず
し
て
、
徒
ら
に
月
日
を
す
ご
す
、
露
も
た
が
は
ず
乞
者
の
を

き
な
也
。

こ
れ
も
「
普
」
と
い
う
時
代
提
示
譜
を
冠
し
て
語
ら
れ
る
説
話
で
あ
る
。
福

者
は
こ
こ
で
、
釈
迦
在
世
の
天
竺
と
い
う
、
r
発
心
基
」
の
う
ち
で
も
際
立
っ
て

古
い
　
「
菅
」
の
世
に
舞
台
を
と
り
、
往
生
の
対
極
に
あ
る
人
物
を
描
い
て
い
る
。

次
に
　
「
中
比
」
に
つ
い
て
。

⑦
情
む
べ
き
資
材
に
付
け
て
、
厭
心
を
発
し
け
む
、
い
と
あ
り
が
た
き
心
な
り
。

(
巻
一
6
)

⑧
さ
ま
′
ぐ
の
不
思
議
を
見
、
聖
の
詞
を
き
く
に
、
貴
く
た
の
も
し
き
事
限
り

な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
国
3
8
)

⑨
国
の
内
豊
に
し
て
、
艮
百
姓
な
び
き
随
へ
り
。
朝
夕
に
念
仏
申
す
声
の
家
ご

と
に
絶
ゆ
る
事
な
し
。
後
に
隣
の
国
ま
で
聞
き
伝
へ
て
、
且
は
う
ら
や
み
、

且
は
た
う
と
ぶ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
七
8
6
)

い
ず
れ
も
「
中
比
」
と
語
り
起
さ
れ
る
説
話
中
の
文
言
で
あ
る
。
「
北
‖
」
の
埼

人
目
と
同
様
に
「
あ
り
が
た
き
心
」
「
た
う
と
ぶ
」
、
ま
た
「
た
の
も
し
き
事
限
り

な
し
」
と
い
っ
た
文
言
を
付
し
て
、
編
者
の
肯
定
的
な
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
中
比
」
に
つ
い
て
も
右
に
引
い
た
よ
う
な
も
の
、
つ
ま
り
編
者
の
尊
崇
を
あ

ら
わ
す
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
、
次
の
よ
う
な

例
に
私
は
ほ
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

⑲
此
の
聖
梵
学
生
の
方
は
い
み
じ
き
聞
え
あ
り
け
れ
ど
、
人
の
為
腹
悪
し
く
て
、

さ
る
べ
き
経
論
な
ど
を
人
に
借
り
て
も
、
殊
な
る
婁
文
あ
る
所
を
ば
切
り
と

り
、
さ
り
げ
な
く
つ
ぎ
よ
せ
て
な
む
返
し
け
る
。
書
切
お
き
た
る
文
の
き
れ
、

ち
ひ
さ
き
唐
租
に
ひ
と
は
た
に
ぞ
成
り
た
り
け
る
。
か
・
る
う
た
て
き
心
を

持
ち
た
る
故
に
、
知
日
者
と
い
ふ
と
も
、
箕
の
験
も
な
し
。
現
世
に
は
司
も
な



ら
ず
、
つ
ひ
に
二
つ
の
‖
ぬ
け
て
、
臨
終
に
は
さ
ま
′
ぐ
罪
ふ
か
き
相
ど
も

あ
ら
は
れ
て
、
「
彼
の
あ
は
う
の
」
と
云
ひ
て
ぞ
終
り
に
け
る
。
何
の
如
=
恵
も

つ
と
め
も
、
心
う
る
は
し
く
て
其
の
上
の
事
也
.
。
　
　
　
　
　
(
巻
八
9
9
)

こ
れ
も
「
中
比
」
で
始
ま
る
説
話
。
如
=
徳
瀬
僻
の
佃
‥
水
利
と
、
優
れ
た
如
=

者
な
が
ら
「
心
す
な
ほ
な
ら
ぬ
」
僧
で
あ
っ
た
聖
梵
と
を
対
比
的
に
語
っ
た
も

の
の
う
ち
、
抑
蒜
凡
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。
「
う
た
て
き
心
」
の
た
め
、
現
世
で

の
栄
達
も
か
な
わ
ず
、
臨
終
に
は
「
罪
ふ
か
き
相
」
ま
で
視
じ
た
聖
梵
の
物
語

を
編
者
は
「
何
の
和
=
恵
も
つ
と
め
も
、
心
う
る
は
し
く
て
其
の
上
の
事
也
」
と

厳
し
く
結
ん
で
い
る
。
「
う
た
て
き
心
」
、
い
ま
わ
の
際
の
「
罪
ふ
か
き
相
」
な

ど
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
後
世
者
・
往
生
者
の
対
極
に
、
こ

の
聖
梵
は
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
積
極
的
で
は
な
い
に
し
ろ
、
「
甘
」
「
中
比
」
の
中
に
も
不
往

生
の
相
を
、
編
者
は
碓
か
に
入
り
こ
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
ム
ハ
燕
拙
寸
や
仙
の
説
話
(
巻
‥
8
)
が
、
時
代
捉
ホ
語
「
中
比
」
を

伴
わ
な
い
な
が
ら
も
、
内
容
的
に
「
中
比
」
に
屈
す
る
説
話
と
し
て
記
し
朗
…
め

DnU

ら
れ
て
い
る
し
先
行
の
諸
圧
=
に
よ
れ
ば
、
橘
を
愛
し
、
そ
の
執
着
ゆ
え
蛇
身
を

受
け
た
幸
仙
　
(
他
書
に
は
「
康
仙
」
「
講
仙
」
と
も
)
　
を
、
r
法
華
経
』
真
写
の

功
徳
に
よ
っ
て
寺
佃
が
往
生
さ
せ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
「
発
心
基
山
で
は
、

こ
の
話
の
前
半
部
分
の
み
を
採
録
し
、
執
着
に
よ
る
蛇
身
転
生
の
物
語
に
仕
立

て
て
い
る
。
野
村
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
編
者
は
こ
の
説
話
の
内
容
を
充
分
に

承
知
し
な
が
ら
も
、
教
懐
上
人
、
陽
拉
阿
皿
梨
(
一
7
)
や
仏
種
房
(
一
9
)

と
い
う
執
前
譚
を
配
す
る
と
い
う
構
成
の
都
合
に
よ
り
、
前
半
の
み
を
録
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
、
「
北
‖
」
「
中
比
」
に
は
不
住
生
者
を
積
極
的

に
記
さ
な
い
と
い
う
想
落
史
観
の
原
則
に
抵
触
し
な
い
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ

る
よ
.
う
で
あ
る
。

本
話
は
花
を
愛
し
螺
に
転
生
し
た
大
江
佐
国
の
物
語
と
併
せ
て
軍
ら
れ
る
が
、

そ
の
評
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑪
す
べ
て
念
々
の
妄
執
一
々
に
悪
身
を
受
く
る
事
は
、
は
た
し
て
疑
な
し
。
尖

に
恐
れ
て
も
む
そ
る
べ
き
事
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
一
8
)

野
村
氏
の
御
指
摘
の
と
お
り
、
本
話
は
執
着
譚
で
あ
る
。
私
は
法
華
経
霊
験

譚
を
執
着
譚
に
作
り
か
え
た
編
者
の
意
識
に
注
目
し
た
い
。
⑪
の
評
で
も
わ
か

る
よ
う
に
、
編
者
の
意
識
の
棺
は
妄
執
へ
の
恐
れ
に
あ
る
。
時
代
提
示
語
と
い

う
方
法
に
意
識
的
な
編
者
な
ら
、
幸
仙
の
物
語
が
「
中
比
」
に
属
す
る
こ
と
な

ど
当
然
知
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
知
っ
て
い
な
が
ら
「
中
比
」
の
執
着
譚
を
作

品
に
組
み
込
む
あ
た
り
に
、
編
者
の
時
代
親
の
単
純
去
ら
ざ
る
こ
と
を
読
み
と

り
た
い
。
そ
れ
が
た
と
え
野
村
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
構
成
の
都
合
」
に
よ

る
こ
と
で
あ
っ
て
も
。

「
近
比
」
に
つ
い
て
。

⑫
終
に
切
Ⅱ
の
上
に
、
西
に
向
ひ
て
合
掌
端
座
し
て
、
終
り
に
け
り
。
此
等
は

勝
れ
た
る
後
世
者
の
一
の
有
様
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
一
1
0
)

⑬
近
き
来
、
山
に
仙
命
士
人
と
て
、
生
き
人
あ
り
け
り
。
其
の
勤
め
理
親
を
旨



と
し
て
、
常
に
念
仏
を
ぞ
申
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
二
け
)

⑲
(
略
)
「
日
釆
も
さ
る
べ
き
に
て
こ
そ
仕
ふ
ま
つ
り
つ
ら
め
。
い
か
な
る
御
右

枝
に
て
も
脚
伴
申
し
候
は
ん
」
な
む
ど
、
志
深
く
き
こ
ゆ
。
志
は
い
と
〈

有
難
く
衷
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
七
8
7
)

い
ず
れ
も
時
代
提
霊
相
を
語
り
起
し
と
す
る
説
話
中
の
文
言
。
「
菅
」
「
中
比
」

を
通
じ
て
語
り
継
が
れ
る
往
生
者
や
す
ぐ
れ
た
後
世
者
の
物
語
は
、
編
者
に
と

っ
て
身
近
を
時
代
に
も
存
在
し
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
「
近
比
」
で
重
要
な
の
は
、
「
昔
」
「
中
此
」
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
ほ
ど
に
多
く
の
不
往
生
者
の
話
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
野
村
氏

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑮
走
こ
そ
げ
に
宿
業
と
覚
え
て
侍
れ
。
且
は
又
未
の
他
の
人
の
誠
と
な
り
ぬ
ぺ

し
。
人
の
心
は
か
り
が
た
き
物
な
れ
ば
、
必
ず
し
も
清
浄
真
正
の
心
よ
り
も

お
こ
ら
ず
。
或
は
勝
他
名
聞
に
も
住
し
、
或
は
橋
慢
嫉
妬
を
も
と
、
し
て
、

お
ろ
か
に
身
燈
人
海
す
る
は
浄
土
に
生
る
、
ぞ
と
計
し
り
て
、
心
の
は
や
る

ま
・
に
加
様
の
行
を
思
立
つ
事
し
侍
り
な
ん
。
即
ち
外
道
の
苦
行
に
お
な
じ
。

大
な
る
邪
見
と
云
ふ
ペ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
三
3
1
こ

⑲
か
れ
悪
事
を
思
ふ
は
く
だ
り
ざ
ま
の
事
な
れ
ば
、
叶
ひ
や
す
く
は
侍
る
に
こ

そ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
八
9
6
)

⑮
は
入
水
の
寸
前
「
口
惜
し
と
思
ひ
し
一
念
」
に
よ
っ
て
「
物
の
け
」
と
な

っ
た
蓮
花
城
の
物
語
に
対
す
る
文
一
弓
ま
た
⑯
は
最
期
の
望
み
が
叶
え
ら
れ
ず

恨
み
を
残
し
て
死
に
、
橘
の
実
を
食
み
尺
、
く
す
虫
に
転
生
し
た
尼
僧
の
物
語
に

向
け
ら
れ
る
評
。
蓮
花
城
に
「
邪
見
」
、
虫
に
転
生
し
た
尼
僧
に
対
し
て
「
悪

事
」
と
い
う
こ
と
ば
を
添
え
て
、
編
者
の
思
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
菅
」
か
ら
「
近
比
」
に
い
た
る
す
べ
て
の
時

代
の
事
錆
と
し
て
、
往
生
・
不
往
生
両
面
の
和
が
記
さ
れ
て
い
た
。
が
、
「
菅
」

「
中
比
」
に
お
け
る
不
往
生
の
面
が
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
近
比
」
の
そ
れ
は
往
生
の
面
と
措
抗
を
見
せ
る
ほ
ど
に
多
い
。
こ
の
点
で
は

野
村
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
漸
次
世
界
や
人
心
が
下
落
し
て
ゆ
く
」
「
碩
落

史
観
」
と
い
う
肥
え
が
可
能
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
私
は
、
顧
落
史
観
と
い
う
概
括
的
な
把
捉
に
、
危
う
さ
を
禁
じ
え

な
い
。

三

「
発
心
集
」
を
含
み
込
む
所
謂
仏
教
説
話
集
と
い
う
概
念
を
思
い
浮
か
べ
て
、

翻
落
史
観
な
る
こ
と
ば
か
ら
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
の
が
、
「
末
法
」
と
い
う
発
想

で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
を
直
接
的
に
埋
け
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
r
発
心

集
」
　
の
本
文
に
散
見
す
る
「
世
の
末
」
「
末
の
世
」
と
い
う
表
現
に
、
こ
だ
わ
っ

て
み
た
い
。

に
は
、
い
み
じ
き
事
多
か
れ
ど
、
其
の
名
残
年
に
そ
へ
て
ほ

ろ

う
す
。
ま
れ
〈
残
り
た
る
も
、
世
く
だ
り
人

と
ろ
へ
て
、
不
思
議

を
あ
ら
は
す
事
あ
り
が
た
し
。
此
は
濁
れ
る
世
の
末
に
た
ぐ
ひ
す
く
な
き
程

の
事
也
。

(
巻
二
1
9
)



⑩
此
の
三
四
年
が
程
の
事
な
れ
ば
、
彼
の
山
に
見
ぬ
人
な
し
と
ぞ
。
未
の
世
に

は
い
と
右
靴
き
事
な
り
か
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
肇
二
3
2
)

⑰
は
、
適
任
よ
り
詭
り
受
け
た
文
殊
の
袈
裟
を
、
往
生
し
て
後
返
し
に
来
た

相
輿
な
る
僧
の
物
語
に
付
さ
れ
た
こ
と
ば
。
そ
の
後
、
文
殊
の
袈
裟
の
元
の
持

ち
主
・
迅
俊
も
、
そ
の
弟
子
弁
永
も
、
み
な
こ
の
袈
裟
を
か
け
て
往
生
し
た
。

「
近
比
」
の
こ
と
と
さ
れ
る
説
話
で
あ
る
。
野
村
氏
が
蕪
洛
史
観
を
説
明
す
る

の
に
用
い
ら
れ
た
「
漸
次
世
群
や
人
心
が
下
落
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
お
こ
と
ば

は
、
付
度
す
れ
ば
、
破
線
部
あ
た
り
を
意
識
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
ま
た
⑲
は
、
断
食
行
で
H
期
を
遂
げ
た
真
写
山
の
客
僧
の
は
な
し
に
与

え
ら
れ
た
も
の
。
右
の
部
分
に
続
け
て
、
す
ぐ
次
の
文
言
が
箪
ら
れ
る
。

⑲
す
べ
て
は
、
諸
の
罪
を
つ
く
る
皆
此
の
身
故
な
れ
ば
、
か
や
う
に
思
ひ
取
り

て
、
を
は
り
を
も
往
生
を
も
望
ま
ん
に
は
、
何
の
疑
か
あ
ら
ん
。

こ
れ
も
「
此
の
三
川
年
が
程
の
事
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
編
者
に
と
っ
て
身

近
な
時
代
の
こ
と
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
二
例
は
い
ず
れ
も
、
往
生
し
あ
る
い
は
往
生
の
予
想
さ
れ
る
最
期
を
遂

げ
た
人
物
の
事
跡
に
対
す
る
評
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
あ
り
が
た
し
」

「
有
難
さ
事
」
あ
る
い
は
「
た
ぐ
ひ
す
く
な
き
程
の
事
」
と
い
う
こ
と
ば
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
濁
れ
る
世
の
未
」
「
末
の
世
」
に
あ
っ
て
は
、

往
生
譚
の
類
も
多
く
は
な
い
。
珍
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
末
世
は
や
は
り
末

世
、
そ
ん
な
編
者
の
意
識
が
う
か
が
い
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
文
l
一
一
㍉
の
一
方
で
、
「
今
」
と
い
う
時
代
を
、
仏
法
が
確
か
に

生
き
て
い
る
時
代
と
認
識
し
て
い
る
と
考
そ
ら
れ
る
表
現
も
少
な
い
な
が
ら
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑲
中
比
、
山
に
平
等
供
奉
と
云
う
て
、
止
む
ご
と
な
き
人
あ
り
け
り
。
(
中
略
)

今
も
菅
も
実
に
心
を
発
せ
る
人
は
、
か
や
う
に
古
郷
を
は
な
れ
、
み
ず
し
ら

ぬ
処
に
て
、
い
さ
ざ
よ
く
名
利
を
ば
捨
て
∴
う
す
る
也
。
　
(
巻
一
3
)

作
目
㌫
目
頭
の
玄
敏
か
ら
増
訂
に
い
た
る
、
一
連
の
遁
世
者
の
物
語
の
中
に
位

訂
す
る
平
等
供
奉
の
説
話
。
当
然
編
者
の
尊
丹
那
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

説
話
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
「
今
」
の
世
に
も
一
途
の
発
心
老
・
遁
世

者
が
「
普
」
と
同
校
に
存
在
す
る
こ
と
を
言
っ
て
、
「
普
」
と
「
今
」
と
の
同
質

性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
表
現
が
次
の
よ
う
に
散

見
す
る
。

笥
、
実
に
心
ぎ
し
深
く
成
り
ぬ
る
こ
と
は
、
必
ず
と
ぐ
る
な
る
べ
し
。

(
巻
八
9
2
)

⑪
諸
仏
の
捨
て
給
へ
る
五
逆
の
悪
人
を
も
た
す
け
ん
と
ち
か
ひ
給
へ
れ
ば
、
細

も
今
も
、
如
=
あ
る
も
如
l
・
j
な
き
も
、
貴
桟
道
俗
老
少
男
女
を
え
ら
ば
ず
、
往
生

す
る
た
め
し
耳
に
満
ち
根
に
さ
へ
ぎ
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
八
竺

ま
た
次
の
よ
う
な
表
現
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

⑫
八
講
の
ね
こ
り
是
よ
り
は
じ
め
て
、
所
々
に
お
こ
な
ふ
事
割
絶
え
ず
。

(
巻
五
6
1
)

時
代
捷
示
語
「
北
‖
」
で
語
り
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
法
華
八
講
の
起
源
を

語
り
、
石
淵
専
一
寺
で
は
じ
ま
っ
た
こ
の
八
溝
が
「
今
」
の
世
ま
で
も
伝
わ
っ



て
、
そ
れ
が
所
々
で
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
評
語
で
あ
る
。

先
の
「
今
も
許
も
」
「
菅
も
今
も
」
が
「
菅
」
と
「
人
こ
と
の
同
真
性
を
言
っ
て

い
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
「
菅
」
か
ら
「
今
」
　
へ
の
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る

物
言
い
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
近
比
、
近
江
国
に
池
川
と
云
ふ
所
に
、
い
や
し
さ
㍑
あ
り
け
り
。
(
中
略
)
成

人
云
は
く
、
「
父
巳
に
往
生
し
を
は
ん
ぬ
。
息
引
可
現
存
。
云
々
」

(
肇
二
型

季
節
ご
と
に
移
り
ゆ
く
木
の
葉
の
さ
ま
に
人
生
の
無
常
を
親
じ
て
山
家
し
た

本
樵
り
の
は
な
し
。
「
近
比
」
の
こ
と
と
し
て
軍
ら
れ
る
物
語
の
後
日
談
的
な
語

末
部
で
、
木
樵
り
の
息
子
が
「
今
に
」
生
存
し
て
い
る
こ
と
を
い
っ
て
、
は
な

し
を
裏
付
け
て
い
る
。
こ
の
　
「
息
」
と
は
、
無
熊
を
観
じ
た
父
の
木
樵
り
と
と

も
に
庵
を
並
べ
て
行
い
暮
ら
し
た
者
で
あ
り
、
こ
の
息
子
の
生
プ
1
f
を
い
う
こ
と

で
、
仏
道
に
専
念
す
る
心
が
「
今
」
の
世
に
も
生
き
続
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
「
今
に
」
と
い
う
表
現
は
、
「
今
菅
物
語
集
」
に
つ
い
て
森
正
人
氏
が
注

q
-

目
さ
れ
た
よ
う
に
、
過
去
か
ら
の
連
続
を
述
べ
る
際
の
典
型
的
な
物
言
い
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
発
心
塁
は
、
一
方
で
下
降
す
る
歴
史
、
所
謂
末
法
の
発
想

と
柑
重
な
る
時
代
相
を
写
し
っ
つ
、
他
方
で
仏
法
の
琴
え
ざ
る
こ
と
を
「
は
な

し
」
と
い
う
実
例
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
r
発
心
集
」

の
時
代
意
識
は
、
少
し
立
ち
入
っ
て
み
る
と
こ
の
よ
う
に
微
妙
な
さ
ま
を
見
せ

て
お
り
、
こ
れ
を
単
に
頼
落
史
観
に
よ
る
も
の
と
説
明
す
る
の
は
雉
し
い
と
思

う
。
私
が
先
に
「
何
と
は
な
し
に
物
足
り
な
さ
を
党
え
る
」
と
述
べ
た
の
は
、

こ
う
し
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。

四

⑳
大
方
山
勘
い
ふ
か
く
成
る
に
よ
り
て
、
不
思
議
を
あ
ら
は
す
事
、
こ
れ
ら
に

て
知
り
ぬ
べ
し
。
凡
夫
の
恩
な
る
だ
に
、
し
か
り
。
況
や
仏
菩
薩
の
類
は
、

心
を
い
た
し
て
見
ん
と
願
は
ば
、
其
の
人
の
前
に
あ
ら
は
れ
ん
と
算
ひ
給
へ

り
。
是
を
聞
き
な
が
ら
、
行
ひ
顕
し
て
見
本
ら
ぬ
は
、
我
が
心
の
と
が
也
。

妻
子
を
恋
ふ
が
如
く
恋
ひ
た
て
ま
つ
り
、
名
利
を
思
ふ
が
ご
と
く
行
は
㍉
、

顕
れ
給
は
ん
事
か
た
か
ら
ず
。
心
を
い
た
す
事
も
無
く
て
、
世
の
末
な
れ
ば

あ
り
が
た
し
、
拙
き
身
在
れ
ば
叶
は
じ
な
ど
思
ひ
て
、
退
心
を
わ
こ
す
は
、

只
志
の
浅
き
よ
り
ね
こ
る
事
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
巻
五
5
1
)

流
布
本
で
は
「
中
比
」
異
本
で
は
「
近
比
」
の
事
錆
と
し
て
語
ら
れ
る
説
話

の
う
ち
、
深
い
志
に
よ
り
不
思
議
が
こ
の
世
に
現
ず
る
こ
と
を
物
語
で
例
証
し

た
あ
と
に
続
く
文
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
編
者
は
、
「
世
の
末
」
で
あ
っ
て
も
「
拙

き
身
」
で
あ
っ
て
も
、
思
い
を
致
し
深
く
志
せ
ば
仏
や
半
荘
の
不
思
議
が
規
ず

る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
一
日
一
、
⑥
(
巻
二
飢
)
　
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ

う
。
引
用
⑥
の
中
で
編
者
が
記
し
て
い
る
「
我
」
の
姿
は
、
⑳
に
述
べ
ら
れ
る

「
退
心
」
と
、
ど
こ
か
似
通
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
⑥
に
い
う
、
「
つ
と

め
行
は
ず
し
て
、
徒
ら
に
日
日
を
す
ご
す
」
、
そ
の
こ
と
が
「
露
も
た
が
は
ず
乞

者
の
を
き
な
也
」
と
い
う
強
い
断
定
に
繁
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



さ
ら
に
次
の
文
言
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
末
世
な
れ
ど
、
信
じ
奉
る
人
の
為
に
は
、
か
か
る
不
思
議
も
仕
り
け
る
な
り
。

道
心
な
き
人
の
習
に
て
、
我
が
心
の
つ
た
な
き
を
ば
知
ら
ず
、
万
の
科
を
世

の
未
に
お
は
せ
て
、
む
な
し
く
退
心
を
わ
こ
す
は
患
な
る
事
也
。
(
巻
八
9
4
)

こ
こ
で
は
、
「
道
心
な
き
人
」
の
常
と
し
て
、
そ
の
心
の
持
ち
よ
う
の
愚
か
し

さ
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
筆
つ
か
い
を
も
思
い
あ
わ
せ
る
と
き
、
「
つ

と
め
行
は
」
な
い
、
道
心
の
対
極
に
あ
る
「
我
」
の
姿
、
そ
の
心
根
を
「
退
心
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

A

　

　

　

　

　

　

　

ウ

7

⑳
此
の
事
あ
ま
り
き
び
く
党
ゆ
る
は
、
我
が
心
の
わ
よ
ば
ぬ
な
る
べ
し
。

B

坐
禅
三
昧
経
に
云
は
く
、

今
日
営
二
此
事
「
明
日
浩
二
彼
事
l
一
、
楽
著
不
レ
観
レ
苦
、
不
レ
箪
一
死
賊

至
l
・
云
々

世
の
中
に
あ
る
人
、
さ
す
が
に
後
世
を
忠
は
ざ
る
な
し
。
け
ふ
は
此
の
事
を

せ
ん
。
あ
す
は
彼
の
事
を
営
ま
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
無
常
の
か
た
き
の
漸
く

近
づ
き
て
、
命
を
失
ふ
事
を
ば
知
ら
ざ
る
也
。
　
　
　
　
　
(
巻
二
型

こ
れ
は
、
⑥
に
掲
げ
た
文
言
を
含
む
説
話
の
直
前
に
位
置
す
る
説
話
中
の
こ

と
ば
。
特
に
異
本
で
は
、
こ
の
二
話
に
さ
ら
に
第
二
十
五
話
が
加
え
ら
れ
て
一

語
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
十
三
話
か
ら
第
二
十
五
話
ま
で
の
一
連
の
三

話
は
、
結
び
つ
き
が
強
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑳
は
、
念
仏
お
こ
た
り
な
き

聖
が
、
念
仏
行
を
中
断
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
客
人
に
面
会
し
な
か
っ
た
と
い

う
物
語
に
与
え
ら
れ
た
評
で
あ
る
。
「
念
仏
お
こ
た
ら
ぬ
聖
」
と
例
中
「
我
が
心
」

と
は
、
道
心
堅
問
の
心
と
そ
れ
を
さ
び
し
く
感
じ
る
道
心
の
ゆ
ら
ぎ
と
に
よ
っ

て
、
対
柚
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
編
者
は
、
こ
の
聖
の
き

び
し
さ
を
退
け
る
の
で
は
な
く
、
道
心
を
間
め
る
こ
と
を
説
く
方
向
に
向
か
っ

て
ゆ
く
。
私
は
こ
こ
に
、
F
発
心
基
山
が
内
包
す
る
構
造
の
一
端
の
縮
図
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

「
我
」
と
い
う
呼
称
で
登
場
し
た
語
り
手
と
し
て
の
編
者
は
道
心
の
ゆ
ら
ぎ

の
側
に
立
ち
、
⑥
の
舎
舘
国
の
「
乞
者
の
を
き
な
」
と
変
わ
ら
ぬ
姿
を
A
の
部

分
に
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
一
途
な
後
世
者
と
の
隔
た
り
の
中
で
ゆ
ら
め

き
、
B
の
部
分
で
、
道
心
を
囲
め
る
こ
と
を
説
く
方
向
に
そ
の
ゆ
ら
め
き
を
転

化
さ
せ
て
い
る
(
図
)
。

不
往
生
の
相
を
示
す
は
な
し
と
し
て
先
に
挙
例
し
た
も
の
の
う
ち
で
繰
り
返

さ
れ
て
い
た
の
は
、
「
心
」
が
苧
む
間
題
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
す
ぐ
れ
た
後
世

者
・
遁
世
者
・
往
生
者
の
物
語
に
お
い
て
は
、
名
利
名
聞
を
厭
う
ひ
た
ぶ
る
の

道
心
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。
「
中
比
」
に
関
す
る
と
こ
ろ
で
示
し
た
引
用
⑲
の
‖
振



後
の
部
分
「
何
の
知
日
恵
も
つ
と
め
も
、
心
う
る
は
し
く
て
其
の
上
の
事
也
」
と

い
う
こ
と
ば
は
、
「
心
」
の
持
ち
よ
う
が
往
生
か
不
往
生
か
を
左
右
す
る
決
め
手

と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
⑳
の
例
に
む
い
て
も
、
顧
え
ば

叶
う
仏
の
誓
い
が
叶
わ
ぬ
こ
と
を
「
心
の
と
が
」
と
、
ま
た
そ
の
原
閑
を
「
志

の
浅
」
さ
と
肥
え
る
文
言
が
見
え
て
い
た
。
往
生
と
不
往
生
と
は
、
必
ず
し
も

背
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
人
の
心
の
持
ち
よ
う
で
ど
ち
ら
に
で
も
転
ぶ
、

表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
い

わ
ば
、
仏
の
前
に
あ
る
個
人
の
主
体
性
へ
の
注
視
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
私
は
「
発
心
集
』
　
の
序
文
に
目
を
向
け
ざ
る
を
得
な

く
そ
る
。
次
に
抄
出
し
て
み
よ
う
。

仏
の
教
へ
給
へ
る
事
あ
り
。
「
心
の
価
と
は
成
る
と
も
、
心
を
輔
と
す
る
事
な

か
れ
」
と
。
実
な
る
哉
此
の
言
。
(
中
略
)
か
、
れ
ば
、
事
に
ふ
れ
て
、
我
が

心
の
は
か
な
く
恩
な
る
事
を
顧
み
て
、
彼
の
仏
の
教
の
ま
・
に
、
心
を
許
さ

ず
し
て
、
此
の
度
生
死
を
は
な
れ
て
、
と
く
浄
土
に
生
れ
ん
事
、
喩
へ
ば
牧

土
の
あ
れ
た
る
駒
を
随
へ
て
遠
き
境
に
至
る
が
如
し
。
但
此
の
心
に
強
弱
あ

り
、
浅
深
あ
り
。
且
自
心
を
は
か
る
に
、
井
を
晋
く
に
も
非
ず
、
悪
を
離
る

、
に
も
非
ず
。
(
中
略
)
此
に
よ
り
、
短
き
心
を
顧
み
て
、
殊
更
に
深
き
法
を

求
め
ず
。
は
か
な
く
見
る
事
聞
く
事
を
証
し
あ
つ
め
つ
・
、
し
の
び
に
座
の

右
に
お
け
る
事
あ
り
。
即
ち
賢
き
を
見
て
は
、
及
び
粗
く
と
も
こ
ひ
ね
が
ふ

緑
と
し
、
恩
な
る
を
見
て
は
、
自
ら
改
む
る
媒
と
せ
む
と
な
り
。

(
『
発
心
堪
∵
序
)

以
上
の
よ
う
な
文
言
が
、
「
心
」
の
凝
視
の
結
果
、
人
間
の
「
心
」
の
持
つ
善

悪
の
二
面
性
を
突
い
て
、
先
に
引
い
た
各
説
話
中
の
文
言
と
よ
く
合
致
す
る
点

は
、
説
明
を
も
は
や
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
「
心
」
の
善
悪
が
表
褒
一
体
と
は
い
え
、
「
心
」
の
ゆ
ら
ぎ
を
ち
ら
つ

か
せ
る
編
者
に
と
っ
て
、
往
生
者
や
後
世
者
の
堅
固
な
道
心
と
の
隔
た
り
は
大

き
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
両
老
の
距
離
を
決
卑
つ
け

る
「
心
」
、
す
な
わ
ち
個
人
の
信
仰
へ
の
立
ち
向
か
い
と
い
う
問
題
は
、
逆
に
両

者
の
間
を
繋
ぐ
結
び
目
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

往
生
と
不
往
生
と
。
こ
の
両
者
の
問
に
横
た
わ
る
「
心
」
の
問
題
こ
そ
、
編

者
を
把
え
っ
づ
け
て
は
な
さ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

五

先
に
私
は
、
「
頼
落
史
観
」
と
い
う
語
を
「
概
括
的
」
と
い
い
、
「
物
足
り
な

さ
を
覚
え
る
」
と
も
い
っ
た
。
だ
が
こ
の
頼
落
史
観
を
、
総
て
否
定
し
よ
う
と

考
え
る
の
で
は
な
い
。
大
局
的
に
は
、
r
発
心
基
」
に
卑
ら
れ
る
時
代
観
を
離
落

史
観
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
第
一
に
、
時
代
提
ホ
語
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
自
体
、
編
者
の
側
に
何
ら
か
の
時
代
意
識
が
あ
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ

に
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
も
そ
も
時
代
提
示
語
と
は
、
第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
過
去
を
区
分

し
て
把
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
過
去
を
区
分
す
る
こ
と

で
見
え
て
く
る
、
各
時
代
の
性
柾
目
の
差
な
り
共
通
点
な
り
が
編
者
に
準
備
さ
れ

10



て
い
た
に
相
違
な
い
。

時
代
提
示
語
の
使
用
は
、
r
発
心
集
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
仏
　
　
西
暦
8
0
0

教
説
話
集
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
童
的
に
見
て
も
用
い
方
を
見
て
も
、
三
区
分
の

(
記
　
事
　
内
　
容
)

(
時
代
提
示
譜
)

時
代
提
示
語
を
意
識
的
に
使
用
す
る
の
は
「
発
心
基
」
が
哺
矢
で
あ
る
と
い
い

得
る
と
思
う
。
し
か
し
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、
山
田
英
雄
氏
が
指
摘
さ

川
W

れ
る
通
『
中
世
以
前
に
も
早
く
か
ら
そ
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
二
三
例
示

し
よ
う
。

山
田
氏
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
公
卿
日
記
に
お
い
て
は
、
r
小
右
記
」
　
「
御
堂
関

白
記
」
　
の
あ
た
り
か
ら
こ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
細
の
日
記
に

お
い
て
は
、
様
々
な
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
殊
に
際
立

つ
の
は
　
(
人
事
の
問
題
等
を
含
め
た
)
「
政
」
に
関
す
る
例
、
あ
る
い
は
、
有
職

等
に
か
か
わ
る
例
で
あ
る
。
r
車
右
記
」
で
は
そ
れ
を
「
近
代
之
作
法
」
「
近
代

説
」
「
近
代
例
」
の
は
ぅ
に
用
い
て
、
前
代
(
「
往
古
」
「
中
古
」
等
)
と
比
較
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
和
歌
・
歌
論
の
世
界
に
日
を
転
ず
る
と
、
お
も
に
「
上
古
」
「
中
古
」

「
近
古
」
と
い
っ
た
時
代
提
示
語
を
用
い
て
r
古
今
和
歌
韮
」
　
の
こ
ろ
よ
り
、

す
で
に
使
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
断
片
的
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
「
新
撰
髄
脳
」
　
r
奥
儀
抄
」
な
ど
に
は
、
「
中
比
」
の
例
も
存
す
る
こ
と
が

山
田
氏
の
御
指
摘
の
な
か
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
提
示
語
に
よ
っ
て
、
時

代
毎
の
歌
の
質
の
差
・
高
低
、
詠
み
ぶ
り
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
。

い
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
な
り
文

8
5
0
仁
別
布
崩

…
古
今
和
歌
集

9
5
1
梨
彙
五
人

花
山
・
一
条
朝

學
(
こ
の
年
以
前
、
「
今
」
で
は
な
い
。
)

軍
票
条
芸
、
右
大
臣
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躍

今急　近
く　比
L_　　　　l

(
1
7
7
、
中
古
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学
ジ
ャ
ン
ル
な
り
に
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
み
あ
っ
た
時
代
毎
の
比
較
の

軸
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
説
話
集
た
る
r
発
心

集
」
　
に
も
、
仏
教
説
話
集
な
り
の
或
い
は
【
発
心
集
-
な
り
の
、
時
代
を
比
較

す
る
た
め
の
柚
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
も
う
一
つ
の
手
だ
て
と
し
て
、
鴨
長
明
の
歌
論
「
無

名
抄
』
の
時
代
提
示
語
が
示
す
時
代
区
分
を
図
示
し
た
い
。
「
発
心
集
」
に
は
、

小
論
も
目
元
で
触
れ
た
と
お
り
、
そ
の
成
立
と
本
文
系
統
に
捜
雑
を
問
題
が
あ

る
の
で
、
浣
一
名
抄
」
と
の
単
純
な
比
較
は
性
し
い
が
、
ひ
と
つ
の
指
標
と
は
な

q
′
l
_

る
で
あ
ろ
う
(
前
真
因
)
。

・
「
発
心
基
』
の
時
代
区
分
は
箪
一
節
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
「
無
名
抄
」

と
校
ぺ
て
「
中
比
」
が
大
き
く
飢
航
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
加
え
て
、
扇
…

名
抄
」
　
の
方
に
は
、
「
北
‖
」
「
中
比
」
「
近
比
」
の
他
に
「
上
古
」
「
中
古
」
と
い
う

別
の
時
代
提
ホ
語
も
混
れ
し
て
い
る
。
「
発
心
集
」
と
扇
五
秒
」
と
は
、
相
…
共

な
る
時
代
区
分
意
識
を
内
包
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
先

に
述
べ
た
、
作
品
も
し
く
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
比
較
の
軸
の
異
な
り
に
よ
る
こ

と
で
は
な
い
か
。

仏
教
説
話
集
と
し
て
の
　
「
発
心
集
』
が
設
定
す
る
時
代
毎
の
比
較
・
対
照
の

柚
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
仏
法
の
歴
史
で
あ
ろ
う
。
仏
法
の
興
隆
と
表
徴
と
に
示

さ
れ
る
歴
史
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
野

村
氏
の
言
わ
れ
る
頼
落
史
観
と
い
う
の
は
、
整
然
笑
る
仏
法
史
の
ひ
と
つ
の
あ

り
方
を
ホ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
普
」
に
も
「
中
比
」
に
も
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
不
往
生
の
相
が
見
え
て
い
た
。
特
に
引
川
⑥
⑲
の
文
言
は

重
要
で
あ
る
。
時
代
損
ホ
譜
で
語
り
起
さ
れ
る
こ
の
二
話
は
、
本
来
な
ら
ば
編

者
の
時
代
認
識
に
沿
っ
て
記
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
か
。

編
者
は
み
ず
か
ら
の
手
で
、
仏
法
史
の
整
序
を
揺
る
が
す
要
素
を
作
品
の
内

に
ひ
そ
ま
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
婁
圭
と
は
、
「
心
」
の
注
視
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
、
個
人
の

信
仰
へ
の
立
ち
向
か
い
で
あ
ろ
う
。
編
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
切
実
な
問
題
で

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
作
品
内
に
隠
花
的
に
形
成
さ
れ
る
仏
法
史
の
整
序
を
一
部

突
き
崩
し
て
ま
で
も
記
し
留
め
ら
れ
た
。
整
然
た
る
頼
落
史
観
と
個
人
の
主
体

性
の
問
題
と
。
こ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
r
発
心
集
」
の
内
包
す
る
構
造
を

大
き
く
支
え
て
い
る
と
、
人
′
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
頼
落
史
観
の
筋
に
は
ず
れ
る
も
の
を
才
合
い
上
げ
、
そ
れ
ら
を
も
包
み

こ
む
「
発
心
集
」
　
の
構
造
の
中
で
「
心
」
の
問
題
が
ど
う
位
興
つ
け
ら
れ
る
の

か
を
求
め
、
右
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
っ
た
。
私
は
野
村
氏
の
よ
う
に
、
時
代

と
い
う
縦
の
意
識
と
『
厚
誼
止
観
』
　
に
よ
る
横
の
思
想
が
害
き
わ
け
ら
れ
て
い

た
と
は
考
え
な
い
。
時
代
へ
の
意
識
と
、
時
代
を
超
え
て
存
在
し
続
け
る
個
人

の
主
体
性
の
間
題
と
い
う
両
者
が
相
保
っ
て
、
「
発
心
集
」
の
構
造
を
動
的
な
も

の
に
し
て
い
る
と
思
う
。
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自
分
の
意
見
を
強
く
伝
え
た
い
と
思
う
あ
ま
り
、
失
札
な
は
‥
き
方
と
な
っ
た
。

殊
に
野
村
l
t
の
御
説
に
対
し
て
は
理
解
の
ゆ
き
と
ど
か
ぬ
ま
ま
に
批
判
を
加
え

て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
わ
わ
び
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
仰
批
正
を
乞
う
。

(注)
㈲
引
川
は
簗
瀬
一
雄
氏
編
『
校
詫
鴨
長
明
全
望
所
収
「
鴨
長
明
全
歌
集
」
に

よ
る
。

㈲
小
論
で
「
中
比
」
と
は
、
「
中
米
」
と
い
う
末
記
己
を
も
含
め
て
尋
つ
。
ま
た

「
近
比
」
と
い
う
と
き
に
は
、
「
近
来
」
「
近
さ
米
」
「
近
世
」
「
近
き
粧
」
「
近

く
」
等
を
も
含
め
る
。

㈲
日
下
、
野
村
氏
の
抑
説
は
す
べ
て
こ
の
御
論
考
に
よ
る
。

㈱
「
不
往
生
」
の
語
は
、
野
村
氏
が
川
い
て
お
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
や
や
熟
t

切
ら
な
い
感
が
あ
る
が
、
「
す
ぐ
れ
た
後
世
土
∵
往
生
者
と
は
一
章
う
こ
と
が
で

き
な
い
要
素
を
持
つ
」
　
こ
と
を
い
う
意
味
で
、
小
論
で
も
こ
の
語
を
用
い
る
。

㈲
志
村
有
弘
氏
「
中
世
説
串
文
字
叩
筆
圧
茜
　
(
桜
楓
社
、
昭
和
四
九
年
)
の
う

ち
「
「
発
心
集
」
研
究
序
説
」
。

㈲
引
用
は
以
下
す
べ
て
、
簗
瀬
氏
前
程
焦
翌
日
に
よ
る
が
、
表
記
は
一
部
改
め

た
。

鼎
野
村
氏
は
御
論
の
中
で
、
ネ
話
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
な
ら
れ
な
い
。

㈲
『
法
華
験
記
し
『
n
追
往
生
伝
」
『
人
′
普
-
物
語
集
』
な
ど
。

㈱
「
説
話
形
成
と
本
朝
仏
法
史
　
-
　
今
昔
物
語
集
の
統
一
的
把
捉
を
め
ざ
し
て

-
　
」
(
『
名
古
屋
γ
安
文
草
間
究
人
夫
ム
捜
し
第
五
=
宝
の
ち
同
氏
「
人
′
骨
物

語
集
の
生
成
し
(
和
畠
右
目
院
、
昭
相
六
一
年
)
に
収
録
。

㈹
「
日
本
に
お
け
る
時
代
区
分
親
の
変
遷
　
-
　
平
安
時
代
ま
で
1
」
(
『
史
学

雑
誌
　
第
六
一
編
仙
=
竺
二
日
土
。

㈱
曽
我
良
成
氏
「
「
中
右
記
」
に
わ
け
る
〝
近
代
〟
の
意
味
に
つ
い
て
」
一
「
古

代
文
化
」
第
二
六
八
日
霊
。

旧
日
本
古
典
全
書
に
よ
る
調
査
。

-
　
本
草
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
中
　
-
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