
豊穣なる矛盾 : 『発心集』を読む(1)

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-05-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 田中, 宗博

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004608URL



豊
　
穣
　
な

る
　
矛
　
盾

1
「
発
心
集
」
を
読
む
ω

田

中

古ポ

博

51豊穣なる矛盾

は
じ
め
に

　
「
発
心
集
』
と
い
う
作
品
を
理
解
す
る
⊥
で
重
要
な
こ
と
は
、
作
中
の
矛
盾

を
矛
盾
と
し
て
認
め
、
未
整
理
な
部
分
は
未
整
理
で
あ
る
と
了
解
し
た
上
で
、

素
直
に
読
解
を
進
め
る
こ
と
で
は
な
い
か
　
　
な
ど
と
考
え
る
。
実
際
『
発

心
集
」
の
中
に
は
、
自
家
撞
着
を
き
た
し
て
い
る
物
言
い
や
、
相
互
に
否
定
し

あ
う
よ
う
な
主
題
を
持
つ
説
話
が
、
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
無

理
に
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
愚
を
、
我
々
は
犯
し
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。

　
例
え
ば
、
第
一
〇
話
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
話
末
評
論
　
　
。

　
　
賢
き
人
の
世
を
背
く
習
ひ
、
我
が
身
は
市
の
中
に
あ
れ
ど
も
、
そ
の
徳
を

　
　
能
く
隠
し
て
、
入
に
も
ら
さ
ぬ
な
り
。
山
林
に
交
り
、
跡
を
く
ら
う
す
る

　
　
は
、
人
の
中
に
あ
っ
て
徳
を
え
隠
さ
ぬ
人
の
振
舞
ひ
な
る
べ
し
。

こ
れ
は
、
山
林
隠
棲
の
隠
遁
者
と
の
対
比
の
上
で
、
市
中
の
隠
徳
聖
を
称
揚
し

た
言
説
で
あ
る
が
、
次
に
見
る
第
三
話
の
も
の
と
は
正
反
対
に
近
い
主
張
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

　
　
今
も
昔
も
、
実
に
心
を
発
せ
る
人
は
、
か
や
う
に
美
郷
を
離
れ
、
見
ず
知

　
　
ら
ぬ
所
に
て
、
い
さ
ぎ
よ
く
名
利
を
ば
捨
て
・
、
失
す
る
な
り
。
（
中
略
）

　
　
古
郷
に
住
み
、
知
れ
る
人
に
ま
じ
り
て
は
、
い
か
で
か
一
念
の
回
心
お
こ

　
　
さ
ざ
ら
ん
。

果
た
し
て
、
こ
の
両
者
の
間
に
論
理
的
整
合
性
は
あ
る
の
か
。
例
え
ば
1
第

一
話
か
ら
第
六
話
へ
と
続
く
い
わ
ゆ
る
〈
境
界
離
脱
諦
〉
は
、
第
一
〇
話
末
の

評
論
に
お
い
て
、
よ
り
低
次
の
行
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
な
ど
と
見

て
良
い
の
だ
ろ
う
か
…
。
色
々
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
は
つ
け
ら
れ
よ
う
が
、

確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
巻
第
一
冒
頭
諸
説
話
の
境
界
離
脱
配
達
が
、
表
現
レ

ベ
ル
に
お
い
て
低
次
・
未
熟
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
様
子
は
、
ま
っ
た
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く
窺
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
「
人
の
中
に
あ
っ
て
徳
を

え
隠
さ
ぬ
人
の
振
舞
ひ
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
物
言
い
が
、
玄
賓
や
平
等
ら
に

及
ん
で
い
る
と
す
る
の
は
、
適
切
な
読
み
と
は
言
え
そ
う
も
な
い
。

　
同
様
の
矛
盾
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
数
寄
〉
を
め
ぐ
る
言
説

に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
花
鳥
風
月
・
糸
竹
管
弦
に
執
す
る
こ
と
は
是
か
否

か
l
I
編
者
の
評
価
は
、
妄
執
と
風
雅
の
間
を
揺
れ
動
く
。
第
八
話
に
お
い
て
、

花
を
愛
し
た
文
人
大
江
佐
国
は
蝶
に
転
生
し
、
橘
木
に
執
し
た
僧
1
1
幸
仙
は
蛇

身
に
堕
ち
る
。
彼
ら
は
、
金
鎚
や
梅
木
を
破
却
し
た
前
話
の
教
懐
・
陽
範
と
の

対
比
に
お
い
て
「
愚
な
る
」
存
在
と
し
て
「
自
ら
富
む
る
媒
」
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ず
っ
と
後
の
第
六
九
話
で
、
楽
道
に
執

心
す
る
永
秀
法
師
の
振
舞
い
は
、
何
ら
仏
道
上
の
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
な
い
ま

ま
、
「
か
や
う
な
ら
ん
心
は
、
何
に
付
け
て
か
は
深
き
罪
も
侍
ら
ん
」
と
肯
定

的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
続
く
第
七
〇
話
で
は
一
歩
進
ん
で
、
時
光
茂
光
の
朝
命

を
も
超
越
し
た
音
楽
へ
の
没
入
ぶ
り
が
「
こ
れ
ら
を
思
へ
ば
、
こ
の
世
の
こ
と

思
ひ
捨
て
ん
こ
と
も
、
数
寄
は
、
殊
に
便
り
と
な
り
ぬ
べ
し
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
、
い
わ
ゆ
る
〈
数
寄
者
説
話
群
〉
と
く
断
執
説
話
群
〉
と

は
、
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
恣
意
的
な
空
想
に
な

る
が
、
も
し
も
敬
慶
で
真
摯
な
読
者
に
「
両
者
に
ど
う
本
質
的
な
差
異
が
あ
る

の
で
す
か
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
編
者
は
そ
れ
に
答
え
る
べ
き
論
理
的
整
合

性
を
も
っ
た
解
答
を
用
意
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
は
、
「
発
心
集
」
を
一
読
す
れ
ば
誰
も
が
気
付
く
顕
著
な
事
例
に
す
ぎ

な
い
。
細
か
に
検
証
し
て
い
く
な
ら
、
本
書
の
言
説
中
に
自
家
撞
着
を
き
た
し

て
い
る
例
を
探
る
こ
と
は
、
大
小
様
々
な
レ
ベ
ル
で
ま
だ
ま
だ
可
能
と
な
る
だ

ろ
う
。
そ
の
す
べ
て
を
整
理
し
て
、
編
者
の
思
想
を
統
一
的
で
確
固
た
る
も
の

と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
本
当
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
と
は
本
書
全
体
の

構
造
の
把
握
に
も
関
わ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
諸
先
学
の
論
説
に
は
、
充
分

な
説
得
力
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
。
と
り
わ
け
、
説
話
配
列
等
『
発
心
集
」
全

体
の
構
成
を
、
天
台
止
観
義
な
り
往
生
伝
な
り
の
八
外
部
の
規
範
〉
に
則
っ

た
、
緻
密
な
も
の
と
す
る
説
に
は
と
て
も
賛
同
で
き
そ
う
も
な
い
。
確
か
に

「
発
心
集
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
く
小
説
話
群
V
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
話
の
ま
と

ま
り
が
存
在
す
る
一
境
界
離
脱
説
話
・
断
執
説
話
・
市
中
隠
者
説
話
・
貴
族

道
心
説
話
．
数
寄
者
説
話
…
云
々
と
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
、
有
機

的
関
連
を
持
つ
統
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
。
ど
う
や
ら
『
発
心

集
」
は
、
編
者
の
思
想
や
世
界
観
を
表
現
す
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
説
話
が
緻

密
に
統
御
さ
れ
た
作
品
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
の
点
、
「
宝
物
集
」
や
『
沙
石

集
」
な
ど
と
比
べ
る
と
、
「
発
心
集
」
は
良
く
も
悪
く
も
ル
ー
ズ
な
説
話
集
と

呼
べ
そ
う
で
あ
る
。

一

そ
こ
で
少
し
観
点
を
変
え
て
、
個
々
の
説
話
内
部
の
〈
矛
盾
〉
に
触
れ
て
み
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た
い
。

　
ま
ず
は
第
五
話
。
諸
書
に
喧
伝
す
る
著
名
な
丈
六
説
話
で
あ
り
、
内
容
的
に

も
特
に
目
新
し
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
一
点
、
師
良
源
の
慶
賀

の
際
の
奇
行
を
め
ぐ
る
記
述
が
注
意
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
牝
牛
に
乗
り
乾
鮭

を
太
刀
に
侃
く
増
賀
が
「
我
こ
そ
屋
形
口
打
た
め
」
と
言
う
声
が
、
良
源
に
は

「
悲
し
き
か
な
。
我
が
師
悪
道
に
入
り
な
ん
と
す
」
と
聞
こ
え
た
と
い
う
場
面

で
あ
る
。
こ
こ
で
良
源
は
「
凡
人
な
ら
ね
ば
」
と
描
写
さ
れ
、
さ
ら
に
車
の
う

ち
で
「
こ
れ
も
利
生
の
為
な
り
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
れ
は
畑
賀
説
話
の
中

で
も
、
か
な
り
特
異
な
語
り
口
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
脱
俗
・
反

骨
の
傑
僧
日
増
賀
を
賛
仰
す
る
説
話
に
お
い
て
、
師
良
源
は
も
っ
ぱ
ら
反
面
教

師
・
仇
役
と
し
て
、
否
定
的
に
対
比
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

本
舗
の
よ
う
な
形
で
肯
定
的
に
描
か
れ
る
例
は
、
「
発
心
集
」
以
前
に
は
見
当

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
彼
ら
師
弟
を
め
ぐ
る
歴
史
的
事
実
が
ど
う
で
あ
れ
、
本
来
甲
賀
奇
行
説
話
が

内
に
秘
め
る
刃
は
、
良
源
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
点
、
他
の
説
話
で
い
か
に
賛
仰
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
増
賀
に

番
え
ら
れ
た
際
の
良
源
は
、
世
俗
に
堕
し
た
高
僧
　
　
名
誉
欲
・
権
勢
欲
に
満

ち
た
人
物
　
　
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
本
話
で
は
ど
う
か
。
車

中
ひ
そ
か
に
「
こ
れ
も
利
生
の
た
め
な
り
」
と
言
う
良
禽
の
姿
に
は
、
む
し
ろ

増
賀
の
奇
行
を
相
対
化
す
る
趣
さ
え
あ
る
。
世
俗
と
関
わ
る
こ
と
の
必
要
悪
を

明
識
し
つ
つ
、
自
ら
を
弟
子
の
異
様
な
批
判
に
晒
し
て
動
じ
な
い
良
風
　
　
そ

こ
に
は
く
菩
薩
行
〉
と
い
う
言
葉
さ
え
連
想
さ
れ
よ
う
。
こ
の
良
源
の
一
言
に

よ
っ
て
、
増
嵩
の
奇
行
が
批
判
の
有
効
性
を
失
い
、
や
け
に
わ
ざ
と
ら
し
い
浅

薄
な
も
の
に
見
え
て
く
る
、
と
ま
で
言
う
と
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ

の
よ
う
な
感
慨
に
は
否
定
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

　
偽
悪
・
俘
狂
の
僧
h
増
賀
を
賛
仰
す
る
説
話
と
し
て
は
、
こ
れ
は
確
か
に
マ

イ
ナ
ス
の
要
素
で
あ
っ
た
。
良
源
の
立
場
に
も
理
解
と
同
情
を
示
す
編
者
は
、

あ
る
面
に
お
い
て
訓
話
の
主
題
を
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
事
態
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
編
者
が
、
そ
の
説
話
が
生
成
し
育
ま
れ
た
〈
場
〉

と
、
必
ず
し
も
密
接
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
。
編
者
は
、

全
面
的
に
く
偽
悪
の
伝
統
V
に
連
な
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、

そ
れ
で
得
ら
れ
た
も
の
も
大
き
か
っ
た
。
こ
こ
で
増
齢
と
良
案
の
関
係
は
、
他

書
に
見
ら
れ
る
単
純
な
く
善
玉
一
悪
玉
V
〈
賢
者
一
愚
者
〉
と
い
っ
た
対
比
を

超
え
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
良
源
も
ま
た
、
増
賀
の
批
判
を
正

確
に
聞
き
取
る
能
力
を
持
つ
器
量
人
で
あ
り
、
両
名
の
対
峙
は
、
凡
俗
の
思
量

を
超
越
し
た
次
元
で
の
く
権
者
〉
同
士
の
交
錯
と
い
っ
た
色
彩
を
強
く
し
て
い

る
の
だ
。
こ
こ
に
、
良
源
が
体
現
す
る
天
台
教
団
サ
イ
ド
と
、
そ
の
俗
化
を
批

判
し
て
や
ま
な
い
隠
遁
者
・
聖
サ
イ
ド
と
が
、
鮮
明
な
対
比
の
構
造
を
も
っ
て

描
き
出
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
排
他
的
・
二
者
択
一
的
な
も
の

で
は
な
く
、
天
台
仏
法
を
く
聖
i
俗
V
両
面
で
支
え
る
両
者
の
、
緊
張
感
に
満
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ち
つ
つ
も
安
定
し
た
八
相
互
補
完
的
構
造
〉
が
、
瞬
間
的
で
は
あ
る
が
印
象
的

に
表
現
さ
れ
た
も
の
と
も
評
価
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
編
者
の
視
座
が
、
境
界

離
脱
を
絶
対
善
と
す
る
教
条
主
義
的
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能

と
な
っ
た
の
で
あ
・
る
。

　
　
　
　
　
二

　
こ
の
よ
う
な
、
説
話
本
来
の
主
題
と
乖
離
す
る
よ
う
な
記
述
h
あ
る
種
の

〈
矛
盾
〉
を
も
た
ら
す
逸
脱
は
、
書
中
の
随
所
に
散
見
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ

が
「
発
心
集
」
の
作
品
世
界
を
妙
に
人
間
臭
い
、
文
学
的
に
豊
か
な
も
の
に
し

て
い
る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
次
に
第
一
七
話
を
取
り
上
げ

る
。
本
幹
は
、
『
拾
遺
往
生
伝
」
中
の
人
物
仙
命
と
『
続
本
朝
往
生
伝
」
に
見

え
る
覚
尊
と
を
主
人
公
に
、
往
生
人
の
生
前
の
行
状
を
賛
仰
す
る
説
話
で
あ

る
。
た
だ
し
、
内
容
的
に
は
往
生
伝
の
記
述
と
ほ
と
ん
ど
あ
い
渉
ら
な
い
。
こ

こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
両
名
が
↓
度
ず
つ
相
手
を
や
り
こ
め
る
逸
話
の

部
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
短
命
は
、
覚
尊
が
板
敷
の
隙
間
か
ら
転
落
し

た
際
に
「
あ
な
、
悲
し
」
と
悲
鳴
を
発
し
た
こ
と
に
対
し
、
そ
ん
な
時
で
も
南

無
阿
弥
陀
仏
と
言
え
と
難
詰
す
る
。
他
方
、
覚
尊
は
仙
命
の
来
訪
時
に
、
盗
難

避
け
と
ば
か
り
に
持
ち
物
に
封
を
し
て
外
出
し
、
帰
還
後
、
不
快
を
訴
え
非
難

す
る
仙
命
に
、
物
が
惜
し
い
の
で
は
な
く
あ
な
た
を
疑
う
心
を
恐
れ
て
の
こ
と

だ
と
語
る
。

　
果
た
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ど
う
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
も
と

よ
り
、
本
塁
が
〈
笑
話
〉
を
企
図
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
こ
に
何
と
も
言
え
な
い
ユ
ー
モ
ア
の
香
気
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
も
、
無

下
に
は
否
定
で
き
ま
い
。
そ
こ
で
〈
往
生
人
賛
仰
説
話
〉
ど
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル

を
一
時
外
し
て
み
る
と
、
こ
の
逸
話
は
一
と
も
に
世
間
的
常
識
か
ら
や
や
ず

れ
た
人
物
が
、
互
い
に
一
本
ず
つ
取
り
合
っ
た
話
と
し
て
、
あ
る
種
の
〈
頓

智
・
智
恵
く
ら
べ
噺
〉
に
近
い
も
の
と
も
見
え
て
く
る
。
と
り
わ
け
、
覚
尊
を

待
つ
間
の
仙
命
の
心
中
が
、
「
い
と
心
わ
る
き
し
わ
ざ
か
な
。
よ
も
歩
き
の
度

に
、
か
く
し
も
し
た
・
め
じ
。
我
を
疑
ふ
心
に
こ
そ
。
は
や
返
れ
か
し
。
こ
の

こ
と
を
は
ち
し
め
ん
」
と
、
心
内
語
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
点
は
興
味
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
。
こ
の
如
何
に
も
さ
も
あ
ら
ん
と
思
わ
れ
る
怒
り
二
心
の
乱
れ
の
描
写
は
、

そ
れ
以
前
の
仙
命
の
描
か
れ
方
と
著
し
い
対
照
を
成
す
。

　
一
般
に
『
発
心
集
」
は
、
玄
賓
で
あ
れ
永
観
・
寂
照
…
等
々
の
人
々
で
あ

れ
、
賛
仰
さ
れ
る
人
物
の
心
中
を
内
面
描
写
で
描
く
こ
と
は
し
な
い
。
彼
ら
の

悟
り
あ
る
澄
ん
だ
心
境
は
、
外
部
に
あ
ら
わ
れ
る
や
や
奇
矯
な
言
動
を
通
し
て

類
推
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
内
面
描
写
は
、
そ
の
言
動
に
直
面
し
た
周
囲
の
人
物

の
驚
き
・
嘆
き
・
当
惑
な
ど
の
反
応
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
原
則
は

仙
命
に
も
適
合
し
て
お
り
、
比
叡
三
聖
の
敬
礼
を
受
け
た
と
き
も
、
后
宮
の
布

施
を
谷
に
投
げ
捨
て
た
際
も
、
そ
し
て
覚
尊
を
た
し
な
め
る
場
合
で
も
、
彼
の

内
心
の
思
い
は
言
語
化
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
流
れ
の
中
で
こ
こ
の
内
面
描
写
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は
、
賛
仰
す
べ
き
聖
U
仙
命
を
、
愚
者
の
地
平
に
引
き
ず
り
お
ろ
す
機
能
を
果

た
す
。
そ
の
怒
り
が
も
っ
と
も
な
も
の
と
思
え
れ
ば
思
え
る
分
だ
け
、
仙
命
は

凡
愚
に
近
い
存
在
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
覚
尊
の
引

き
立
て
役
と
し
て
適
切
な
描
か
れ
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
か
か
る
表
現
上
の

事
実
か
ら
見
て
も
、
こ
こ
で
読
者
が
－
仙
命
が
一
本
取
り
返
さ
れ
た
　
　
と

読
み
取
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
て
、
こ
の
へ
こ
ま
し
あ
い
を
享
け
た
仙
命
の
締
め
括
り
の
言
葉
も
面
白

い
。
す
な
わ
ち
、
覚
尊
死
去
の
報
を
聞
い
た
際
、
仙
命
は
「
必
ず
往
生
し
ぬ
ら

ん
。
も
の
に
封
つ
け
し
程
の
、
心
の
た
く
み
な
れ
ば
」
と
感
慨
を
述
べ
た
と
い

う
の
だ
が
、
こ
こ
で
思
わ
ず
声
を
出
し
て
笑
っ
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
こ
の
発
言
は
皮
肉
で
も
何
で
も
な
く
、
『
発
心
集
」
全
編
を
貫
く

テ
ー
マ
の
一
で
あ
る
く
心
の
統
御
V
に
つ
い
て
、
そ
の
見
事
な
成
功
者
を
賛
嘆

し
た
文
言
と
言
え
な
く
は
な
い
。
だ
が
、
右
の
発
言
を
し
た
仙
命
が
大
真
面
で

あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
読
者
の
受
け
る
滑
稽
感
は
増
大
す
る
の
で
は
な
い
か
。
往

生
の
可
否
と
い
っ
た
生
死
の
一
大
事
を
、
封
印
事
件
に
引
き
付
け
て
真
剣
に
納

得
す
る
仙
命
の
姿
は
、
確
実
に
ど
こ
か
何
か
が
ズ
レ
て
い
る
。
こ
れ
を
八
笑

話
〉
末
尾
の
気
の
利
い
た
オ
チ
と
見
る
読
み
方
を
、
ま
っ
た
く
恣
意
的
な
謬
見

と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
、
果
た
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
と
は
言
え
右
の
書
誤
は
、
本
話
を
〈
笑
話
〉
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
主
張
す

る
も
の
で
は
な
い
し
、
編
者
が
意
識
的
に
〈
笑
話
〉
の
要
素
を
混
在
さ
せ
た
と

言
い
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
編
者
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う

な
読
み
を
誘
発
す
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
本
話
が
大
真
面
目
な
八
往
生
人
賛
仰

説
話
V
を
は
み
出
す
要
素
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
認
め
て
良
か
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
仙
命
と
覚
尊
へ
の
ひ
た
す
ら
な
る
賛
仰
を
至
⊥
の
目
標
．
命
題

と
す
る
な
ら
ば
、
説
話
の
取
捨
選
択
を
含
め
て
編
者
に
は
も
っ
と
取
る
べ
き
途

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
編
者
が
お
そ
ら
く
は
見
て
い
た
で
あ
ろ

う
『
拾
置
往
生
伝
」
や
「
続
本
朝
往
生
伝
」
に
は
、
苦
行
を
こ
と
と
す
る
厳
し

い
求
道
者
と
し
て
の
面
影
を
伝
え
る
逸
話
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
依

処
す
る
こ
と
な
く
、
本
来
の
主
題
を
逸
脱
す
る
話
柄
を
も
採
録
し
て
い
る
点
に

注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
、
仙
命
と
覚
尊
の
人
物
像
は
、
往
生
伝
の
伝
え
る
や
や

平
板
な
形
象
化
を
超
え
て
、
い
か
に
人
間
臭
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
。

こ
と
は
、
先
に
み
た
増
賀
説
話
と
も
通
了
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
ど
う
や
ら
『
発

心
集
」
編
者
は
、
自
ら
の
説
示
・
表
現
し
よ
う
と
す
る
主
題
に
沿
っ
て
慎
重
に

説
話
を
選
択
し
、
各
話
の
細
部
に
至
る
ま
で
緻
密
な
彫
上
を
加
え
る
、
と
い
っ

た
タ
イ
プ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
は
編
者

も
意
識
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
教
条
主
義
的
で
は
な
い
人
間
の
と
ら
え
方
、

す
な
わ
ち
文
学
的
に
豊
か
な
人
物
形
象
と
も
呼
べ
る
も
の
を
、
副
産
物
と
し
て

も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
、
作
中
に
散
見
す
る
仏
教
説
話
集
と
し

て
の
不
徹
底
目
矛
盾
の
類
は
、
奇
妙
な
豊
穣
さ
と
し
て
我
々
の
前
に
あ
る
。
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三

　
こ
こ
で
再
び
観
点
を
変
え
て
、
複
数
の
説
話
間
に
存
在
す
る
あ
る
種
の
く
矛

盾
V
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
発
心
集
」
に
お
い
て
は
、
〈
往
生
▽
．
と
い

う
、
疑
義
の
余
地
な
ど
な
い
は
ず
の
至
高
の
目
標
に
関
し
て
も
、
編
者
に
奇
妙

な
と
ま
ど
い
や
た
ゆ
た
い
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
取
り
上
げ
る
説

話
は
、
第
八
話
と
第
四
四
話
。
第
八
話
（
…
の
前
半
）
は
、
先
に
も
少
し
ふ
れ

た
よ
う
に
、
文
人
大
江
佐
国
が
花
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
蝶
に
転
生
し
た
と
い
う

悪
報
諦
で
あ
り
、
余
執
に
よ
る
往
生
失
敗
を
内
容
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
第

四
四
話
は
、
あ
る
宮
腹
の
女
房
が
臨
終
時
に
、
善
知
識
の
助
け
に
よ
っ
て
魔
変

を
退
け
往
生
し
た
（
ら
し
い
…
）
降
魔
往
生
課
で
あ
る
。
た
て
ま
え
か
ら
す
る

と
、
前
者
は
「
愚
な
る
」
事
例
で
あ
り
「
自
ら
改
む
る
媒
」
と
し
て
採
録
さ
れ

た
説
話
で
、
後
者
は
「
賢
き
」
事
例
で
あ
り
「
及
び
難
く
と
も
こ
ひ
ね
が
ふ

縁
」
と
し
て
採
録
さ
れ
た
説
話
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
表
現
に

即
し
て
読
む
と
、
両
話
は
何
と
ぞ
の
タ
テ
マ
エ
を
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
か
。

　
ま
ず
は
第
八
話
。
こ
の
話
に
は
、
悪
報
諺
の
枠
組
み
を
は
み
出
す
、
不
思
議

な
や
す
ら
ぎ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
私
の
主
観
的
・
恣
意
的
読
解
で

は
な
い
と
信
じ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
本
話
に
漂
う
〈
救
済
の
微
光
〉
は
ど
こ
か

ら
射
し
て
く
る
の
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
佐
国
が
転
生
し
た
の
が
蝶
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ

る
。
我
々
が
悪
身
転
生
の
対
象
の
動
物
と
し
て
す
ぐ
に
想
起
す
る
の
は
、
こ
の

第
八
話
末
に
並
記
さ
れ
る
幸
仙
の
例
の
よ
う
に
、
執
着
を
象
徴
す
る
か
の
如
き

蛇
身
で
あ
る
と
か
、
「
日
本
霊
異
記
」
以
来
多
く
の
事
例
が
あ
る
畜
類
償
債
諏

の
牛
馬
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
内
外
の
文
献
を
通
し
て
、
羊
・
狗
・
狐
・

鼠
．
亀
．
鰭
等
へ
の
転
生
が
容
易
に
検
索
さ
れ
る
し
、
「
発
心
集
」
に
は
橘
の

実
に
た
か
る
虫
と
化
し
た
例
が
第
九
六
話
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
が
、

食
肉
用
．
労
役
用
の
畜
類
で
あ
っ
た
り
、
忌
避
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
轟
類
で

あ
る
こ
と
は
、
悪
報
諦
と
し
て
当
然
と
言
え
ば
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
「
古
事
談
」
「
十
訓
抄
」
等
に
見
る
藤
原
実
方
が
雀
に
転
生
し
た
話
は
、
飛

行
可
能
な
生
物
と
い
う
点
で
本
話
と
共
通
す
る
が
、
宮
中
の
殿
⊥
の
大
盤
を
喰

う
と
い
う
く
害
〉
の
側
面
が
、
悪
心
・
執
着
の
残
存
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と

見
て
良
い
。
こ
こ
に
、
蝶
へ
の
転
生
（
口
変
身
？
）
と
い
う
こ
と
の
特
異
性

が
、
自
ず
と
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
、
日
本
文
学
に
お
け
る
蝶
の
意
味
論
を

開
陳
す
る
準
備
は
な
い
が
、
花
を
求
め
て
飛
翔
す
る
こ
の
可
憐
な
存
在
が
、
美

的
感
覚
に
訴
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
忌
避
感
を
惹
起
す
る
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
確
認
し
て
お
い
て
良
い
。
だ
が
問
題
は
、
蝶
が
愛
さ
れ
る
生
物
で
あ
っ

た
か
否
か
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
民
俗
学
の
知
見
を
援
用
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。
我
々

は
、
人
間
の
肉
体
（
骸
）
か
ら
遊
離
し
た
霊
魂
が
、
火
球
（
口
人
魂
）
の
形
を

と
る
事
例
の
他
に
、
小
動
物
ー
ー
と
り
わ
け
昆
虫
の
形
態
を
と
る
場
合
が
あ
る
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こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
一
番
よ
く
知
ら
れ
た
話
は
、
い
わ
ゆ
る
く
夢
買
長
者
V

〈
だ
ん
ぶ
り
長
者
〉
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
表
象
さ
れ
る
の
は
、
睡
眠
中

の
一
時
的
な
遊
離
魂
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ト
ン
ボ
・
蜂
・
虻
・
カ
ナ
ブ
ン
…
等

々
の
飛
行
す
る
轟
類
と
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
忌
避
や
嫌
悪
の

感
覚
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
魂
と
骸
の
二
元
論
に
そ
っ
て
、
肉
体
の
呪
縛

を
離
れ
た
霊
魂
は
、
文
字
通
り
羽
を
獲
得
し
て
飛
行
の
自
由
を
獲
得
す
る
。
そ

れ
は
当
然
、
一
時
的
な
遊
離
魂
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
究
極
の
遊
離
魂
で
あ
る

死
者
の
魂
に
つ
い
て
も
該
当
す
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
人
間
以
外
の
生
物
を
一

律
に
畜
生
道
の
存
在
と
す
る
仏
教
的
世
界
観
の
野
外
で
、
飛
翔
す
る
蝶
を
死
者

の
転
生
し
た
姿
で
は
な
く
、
死
者
の
霊
魂
そ
の
も
の
と
見
る
視
点
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
話
で
は
、
蝶
と
化
し
た
佐
津
が
、
子
息
に
手
厚
く
歓
待
さ
れ

て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
父
が
「
こ
れ
ら
に
も
や
迷
ひ
侍
る
ら
ん
」
と
思
い
、

花
々
を
心
の
及
ぶ
程
植
え
た
ば
か
り
か
、
そ
こ
に
甘
蔓
蜜
を
も
注
ぐ
息
子
の
姿

－
・
こ
こ
に
、
つ
い
つ
い
佐
国
の
死
後
の
至
福
を
想
像
し
て
し
ま
っ
て
も
、
無

理
と
は
言
え
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
霊
魂
観
に
お
い
て
、
死

者
の
魂
は
、
現
世
と
隔
絶
し
た
異
界
に
赴
く
も
の
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
、
共
同
体
を
見
下
ろ
す
山
中
な
ど
に
と
ど
ま
り
、
折
々
に
子
孫
の
住
ま
い
を

訪
な
う
も
の
と
観
念
さ
れ
た
。
祖
霊
は
子
孫
に
祝
福
を
与
え
、
子
孫
の
側
は
能

う
か
ぎ
り
祖
霊
を
歓
待
す
る
。
そ
れ
が
、
今
日
な
お
続
く
盆
の
民
俗
行
事
に
具

現
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
民
俗
学
の
イ
ロ
ハ
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
す
る
と
、
死
後
蝶
の
形
を
と
る
祖
霊
と
し
て
子
息
の
も
と
を
訪
れ
、
充
分
な

歓
待
を
受
け
る
佐
国
は
、
至
福
の
状
態
に
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
話
の
持
つ
不
思
議
な
明
る
さ
、
〈
悪
報
課
〉
の
枠
組
み
を
は
み
出
す
何
か

は
、
お
そ
ら
く
は
右
に
見
た
よ
う
な
文
化
の
深
層
に
根
差
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
本
文
中
に
は
「
自
ら
生
死
の
余
熱
に
も
や
罷
り
成
り
け
ん
と
、
疑
は
し

く
」
と
か
、
「
罪
深
く
覚
え
て
」
な
ど
と
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
が
む

し
ろ
浮
い
た
も
の
に
思
え
る
程
、
裏
話
に
は
暗
い
印
象
が
な
い
。
仏
教
の
教
え

る
因
果
律
へ
の
怖
れ
を
超
え
、
自
己
の
死
後
を
主
体
的
に
選
択
す
る
人
物
像

は
、
第
九
六
話
の
橘
の
虫
と
化
し
た
尼
や
、
第
九
七
話
の
愛
人
の
正
妻
を
呪
殺

し
無
間
地
獄
の
報
を
享
け
た
女
房
な
ど
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
い
例
が
知
ら
れ

る
。
そ
の
中
で
、
「
花
を
愛
す
る
人
た
ら
ん
」
と
願
っ
て
蝶
と
転
生
し
た
佐
国

が
、
救
済
の
微
光
に
包
ま
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
の
は
、
決
し
て
無
理
か
ら
ぬ

こ
と
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
編
者
に
も
意
識
さ
れ
て
い
た
に
遣
い
な
い
。
佐
国

の
逸
話
の
後
に
、
『
拾
遺
往
生
伝
」
か
ら
僧
旨
幸
仙
の
〈
蛇
身
転
生
鐸
〉
の
梗

概
の
み
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
暗
示
し
て
や
ま
な
い
。

「
橘
の
木
を
愛
し
、
い
さ
・
か
、
か
の
執
心
に
よ
り
て
、
く
ち
な
は
と
成
っ
て
、

か
の
木
の
下
に
ぞ
住
み
け
る
」
と
い
う
、
如
何
に
も
悪
報
謙
ら
し
い
悪
報
課
へ

の
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
ら
、
以
下
の
「
す
べ
て
念
々
の
妄
執
、
一
々
に
悪
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身
を
う
く
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
疑
ひ
な
し
し
と
い
う
評
論
部
は
、
と
て
も
得

心
の
い
く
も
の
と
は
読
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
佐
国
の
逸
話
の
み
が

配
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
末
尾
の
「
実
に
恐
れ
て
も
恐
る
べ
き
こ
と
な
り
」

と
い
う
一
文
は
、
如
何
に
も
不
釣
り
合
い
な
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
蝶

に
変
身
し
た
海
国
の
姿
に
、
悪
報
諦
の
枠
を
逸
脱
す
る
や
す
ら
ぎ
を
読
み
取
る

心
性
は
、
基
層
文
化
か
ら
の
呼
び
声
と
し
て
編
者
の
耳
に
も
届
い
て
い
た
の
で

あ
る
。

四

　
以
上
、
第
八
話
の
宝
玉
説
話
に
は
、
〈
悪
報
諏
∀
と
し
て
享
受
者
を
思
わ
ず

畏
怖
さ
せ
る
よ
う
な
面
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

第
四
四
話
の
方
は
ど
う
か
。
私
見
を
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
ち
ら
の
説
話

の
方
が
、
よ
ほ
ど
死
へ
の
恐
怖
感
を
掻
き
立
て
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　
こ
の
話
で
臨
終
の
床
に
あ
る
女
房
は
、
ま
ず
「
恐
し
げ
な
る
も
の
ど
も
の
、

火
の
車
を
率
て
来
」
る
の
を
見
る
。
清
盛
や
義
家
の
類
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も

な
く
、
こ
れ
は
地
獄
の
獄
卒
牛
頭
馬
頭
に
よ
る
く
火
車
来
迎
V
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
善
知
識
の
僧
が
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
信
じ
て
名
号
を
唱
え
る
こ
と
を
勧

め
た
の
は
正
し
い
処
置
で
あ
っ
た
。
や
が
て
女
房
は
「
火
の
車
は
失
せ
ぬ
。
玉

の
飾
り
し
た
る
目
出
た
き
車
に
天
女
の
多
く
乗
り
て
、
楽
を
し
て
迎
ひ
に
来
た

れ
り
」
と
言
う
。
こ
の
言
の
中
で
、
音
楽
や
宝
玉
と
い
っ
た
往
生
の
奇
瑞
ら
し

き
も
の
が
示
さ
れ
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
や
観
音
・
勢
至
菩
薩
の
姿
が
言
及
さ
れ

て
い
な
い
の
は
周
到
で
暗
示
的
だ
。
僧
は
そ
の
点
か
ら
く
偽
来
迎
V
と
見
破
っ

た
の
か
、
車
に
乗
る
こ
と
を
禁
じ
「
た
ゾ
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
奉
り
て
、
仏
の
迎

へ
に
預
ら
ん
と
思
せ
」
と
指
示
す
る
。
や
が
て
女
房
の
視
野
に
映
じ
る
も
の
は

再
転
し
、
「
墨
染
の
衣
着
た
る
僧
の
貴
げ
な
る
」
が
現
出
し
て
道
案
内
を
か
っ

て
出
る
。
読
者
で
あ
る
我
々
が
、
い
よ
い
よ
仏
菩
薩
の
来
迎
か
と
思
う
も
束
の

間
、
僧
は
「
ゆ
め
ゆ
め
そ
の
僧
に
具
せ
ん
と
思
す
な
」
と
一
層
つ
よ
い
調
子
で

諌
め
、
「
極
楽
へ
参
る
に
は
、
知
る
べ
い
ら
ず
。
仏
の
悲
願
に
乗
り
て
、
自
ら

至
る
国
な
れ
ば
、
念
仏
を
申
し
て
一
人
参
ら
ん
と
思
せ
」
と
教
示
す
る
。
い
か

な
る
根
拠
に
拠
る
の
か
、
僧
は
こ
れ
も
偽
来
迎
と
見
破
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
女

房
は
「
あ
り
つ
る
僧
も
見
え
ず
。
人
も
な
し
」
と
最
後
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
伝

え
、
僧
の
「
そ
の
隙
に
、
疾
く
参
ら
ん
と
心
を
至
し
て
、
強
く
思
し
て
、
念
仏

し
給
へ
」
と
の
言
の
ま
ま
に
、
「
念
仏
五
、
六
十
遍
ば
か
り
申
し
て
」
息
絶
え

る
。　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
劇
的
な
説
話
に
つ
い
て
編
者
は
、
結
局
女
房
が
往
生

で
き
た
の
か
ど
う
か
確
言
し
な
い
ま
ま
話
を
結
ぶ
。
末
尾
の
評
論
は
、
「
こ
れ

も
、
魔
の
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
へ
て
、
謀
り
け
る
に
こ
そ
」
と
す
る
の
み
で
あ

る
。
も
と
よ
り
話
の
主
眼
が
、
普
通
往
生
の
奇
瑞
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
〈
偽

来
迎
〉
と
し
て
却
け
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
諸
々
の
往
生
伝
の
よ
う
な
形
で

往
生
の
可
否
を
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
た
だ
、
善
知
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識
の
僧
の
指
示
す
る
通
り
に
事
が
運
ん
で
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
女
房
は
悪

道
に
堕
ち
る
こ
と
は
免
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
女
房

の
死
は
、
何
と
暗
澹
た
る
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
る
こ
と
か
。
「
極
楽
へ
参
る
に

は
、
知
る
べ
い
ら
ず
…
」
と
い
う
僧
の
発
言
は
、
理
念
と
し
て
は
正
し
い
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
不
安
で
も
あ
り
恐
ろ
し
く
も
あ
る
が
た
め
に
、

人
々
は
様
々
な
往
生
の
奇
瑞
を
考
え
出
し
、
弥
陀
三
尊
の
来
迎
す
る
絵
画
を
描

い
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
往
生
伝
や
来
迎
図
の
類
が
育
ん

で
き
た
、
死
の
恐
怖
を
超
克
す
る
た
め
の
く
装
置
〉
と
し
て
の
臨
死
時
の
荘
厳

が
、
本
話
で
は
完
全
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
女
房
の
死
に
何
か
暗
澹
た
る
も
の
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う

の
は
、
私
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
周
知
の
よ
う
に
芥
川
龍
之
介
は
、
主
に

『
今
昔
物
語
集
』
に
依
拠
し
つ
つ
著
し
た
佳
編
「
六
の
宮
の
姫
君
」
に
お
い

て
、
本
話
の
プ
ロ
ッ
ト
を
流
用
し
て
姫
君
の
最
期
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
小
説

で
主
人
公
の
姫
君
は
、
臨
終
の
場
に
立
ち
合
っ
た
内
記
の
上
人
慶
滋
保
胤
の
助

力
で
、
火
車
来
迎
の
幻
像
を
い
っ
た
ん
は
金
色
の
蓮
華
へ
と
転
じ
得
る
の
だ

が
、
一
心
に
念
仏
せ
よ
と
勧
め
る
上
人
の
言
を
よ
そ
に
、
や
が
て
「
何
も

何
も
見
え
ま
せ
ぬ
。
暗
い
中
に
風
ば
か
り
吹
い
て
参
り
ま
す
る
」
と
繰
り
返
し

な
が
ら
、
孤
絶
感
に
満
ち
た
死
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
芥
川
は
、
姫

君
が
朱
雀
門
の
ほ
と
り
に
さ
迷
う
幽
魂
を
化
し
た
こ
と
を
記
し
、
上
人
の
口
か

ら
「
あ
れ
は
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、
臆
甲
斐
な
い
女
の
魂
で
ご
ざ
る
。
御
仏

を
念
じ
て
お
や
り
な
さ
れ
」
と
語
ら
せ
て
、
薄
幸
の
女
性
の
生
涯
を
総
括
す

る
一
。
も
と
よ
り
、
近
代
小
説
に
引
き
付
け
て
『
発
心
集
」
を
読
む
こ
と
は

倒
錯
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
だ
が
、
本
話
に
描
か
れ
る
臨
死
時
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
は
、
右
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
な
、
さ
迷
え
る
亡
魂
に
こ
そ
相
応
し
い
よ
う
に

懲
え
る
。
少
な
く
と
も
、
何
も
見
え
な
い
〈
虚
無
V
の
中
へ
と
赴
く
女
性
の
死

に
、
往
生
の
至
福
と
は
隔
絶
し
た
寒
々
と
し
た
も
の
を
看
取
す
る
感
性
が
、
芥

川
な
ら
ず
と
も
存
在
し
た
ろ
う
こ
と
だ
け
は
、
こ
こ
に
類
推
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
第
八
話
と
の
読
み
合
せ
に
戻
ろ
う
。
両
話
は
と
も
に
、
本
来
の
主

題
と
乖
離
す
る
よ
う
な
内
容
を
持
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
八
悪
報
謬
〉
〈
降
魔
往

生
諄
〉
と
い
っ
た
タ
テ
マ
エ
や
枠
組
み
を
は
み
出
す
要
素
一
－
あ
る
種
の
〈
矛

盾
〉
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
、
現
象
と
し
て
は
、
先
に
見
た
増
賀
説
話
や
仙

命
一
覚
訓
説
話
と
も
通
雲
す
る
。
そ
の
結
果
、
第
八
話
と
第
四
四
話
は
、
『
発

心
集
」
中
に
お
い
て
妙
に
落
ち
着
き
の
悪
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
も
し
仮
に
「
あ
な
た
は
佐
国
の
よ
う
な
死
を
選
ぶ
か
、
宮
腹
の
女
房
の
よ

う
な
死
を
選
ぶ
か
」
と
い
う
設
問
を
発
す
る
な
ら
ば
、
読
者
の
と
ま
ど
い
は
相

当
な
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
人
々
を
善
導
す
る
仏

教
説
話
集
と
し
て
不
都
合
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
問
題

は
、
『
発
心
集
」
と
い
う
作
品
自
体
が
、
そ
の
よ
う
な
自
由
な
〈
読
み
〉
を
許

容
す
る
要
．
素
を
内
包
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
編
者
は
序
文
に
「
短
き
心
を
顧
み
て
、
殊
更
に
深
き
法
を
求
め
ず
」
と
記
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し
、
ま
た
「
賢
き
を
見
て
は
、
及
び
難
く
と
も
こ
ひ
ね
が
ふ
縁
と
し
、
愚
な
る

を
見
て
は
、
自
ら
改
む
る
媒
と
せ
ん
」
と
も
書
い
た
。
こ
の
、
説
話
内
容
と
の

間
に
あ
る
種
の
〈
距
離
〉
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
　
一
例
を
挙
げ
る

と
、
第
二
三
話
な
ど
に
顕
著
に
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
年
来
道
心
深
く
念

仏
を
お
こ
た
ら
な
い
聖
が
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
問
し
て
き
た
知
人
を
「
大
切
に
暇
ふ

た
が
り
た
る
こ
と
あ
り
」
と
し
て
、
さ
し
た
る
用
も
な
い
の
に
無
為
に
帰
ら
ぜ

た
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
不
審
を
抱
く
弟
子
に
向
か
っ
て
聖
は
、
得
難
い
人
身

を
得
て
生
死
を
離
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
「
何
ご
と
か
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
大

事
あ
ら
ん
」
と
答
え
た
と
い
う
。
こ
の
説
話
は
、
『
往
生
拾
因
」
の
記
述
を
敷

津
し
た
か
の
如
き
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
編
者
は
「
こ
の
こ
と
あ
ま
り
き
び
し

く
覚
ゆ
る
は
、
我
が
心
の
お
よ
ば
ぬ
な
る
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

思
わ
ず
漏
ら
し
た
ホ
ン
ネ
と
も
み
え
る
、
編
者
の
生
の
感
慨
の
よ
う
だ
。

　
確
か
に
こ
の
話
の
聖
は
、
人
間
の
自
然
な
感
情
を
大
き
く
逸
脱
す
る
よ
う
な

振
る
舞
い
を
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
言
い
出
せ
ば
、
弟
子
と
の
再
会
時
に

頑
な
に
冷
た
い
態
度
を
見
せ
る
玄
賓
や
平
等
も
事
情
は
同
じ
だ
し
、
ま
し
て
、

す
が
り
つ
く
我
が
子
を
抜
刀
威
嚇
し
追
い
返
し
た
南
筑
紫
は
ど
う
な
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
こ
に
理
屈
は
通
ら
な
い
の

だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
発
心
集
」
中
に
頻
出
す
る
く
矛
盾
V
し
た
言
説
の

一
つ
な
の
だ
。
だ
が
問
題
は
、
編
者
が
説
話
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
人
間
臭
い

感
慨
を
漏
ら
す
⊥
は
、
構
造
上
、
読
者
に
も
ま
た
同
様
の
く
読
み
の
自
由
▽
が

許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
で
話
を
戻
す
な
ら
、
読
者
に
は
、
四
国

の
蝶
へ
の
転
生
に
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
、
宮
腹
の
女
房
の
臨
終
の
様
子
に
死
へ
の

恐
怖
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
〈
自
由
〉
が
、
本
来
的
に
許
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
〈
読
者
の
と
ま
ど
い
〉
と
は
、
編
者
と
も

共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ど
う
や
ら
『
発
心
集
」
は
、
良
く
言
え
ば
融
通
無
碍
な
、
悪
く
言
え
ば
不
徹

底
な
説
話
集
で
あ
る
ら
し
い
。
少
な
く
と
も
、
作
品
の
外
部
か
ら
思
想
・
信
仰

上
の
命
題
を
持
ち
込
ん
で
、
首
尾
一
貫
し
た
統
一
的
な
〈
読
み
〉
を
施
そ
う
と

し
て
も
、
そ
れ
は
有
効
な
試
み
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
読
者

各
個
が
、
自
ら
の
心
の
状
態
に
引
き
付
け
て
、
各
説
話
や
小
さ
な
説
話
群
を
単

位
に
自
在
な
読
取
り
を
は
か
る
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
正
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
こ

繋
が
る
と
推
量
さ
れ
る
。
こ
の
点
「
発
心
集
」
は
、
か
な
り
自
由
で
柔
ら
か
な

構
造
を
持
つ
説
話
集
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

五

　
一
般
に
仏
教
説
話
集
の
編
者
に
は
、
異
な
る
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。
第
一
に
は
一
確
固
た
る
宗
教
的
信
念
を
持
ち
、
自
ら
の
表
現
・
伝
達
し

た
い
思
想
．
信
条
を
明
識
し
、
蒐
集
し
た
種
々
の
説
話
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の

と
し
て
、
細
部
に
至
る
ま
で
自
在
に
彫
啄
を
加
え
た
上
で
、
緻
密
な
編
纂
行
為

を
行
な
う
タ
イ
プ
の
人
間
。
第
二
に
は
i
個
々
の
説
話
と
の
出
会
い
に
よ
っ
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て
自
ら
突
き
動
か
さ
れ
、
説
話
の
具
体
相
を
通
し
て
思
想
や
信
条
を
形
成
し
て

い
く
タ
イ
プ
の
人
間
　
　
こ
の
場
合
、
結
果
的
に
完
成
し
た
説
話
集
に
は
、
試

行
錯
誤
や
模
索
の
過
程
が
未
整
理
な
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
…
。

　
こ
の
う
ち
前
者
の
手
に
成
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
未
完
に
終
わ
っ
た

も
の
の
壮
大
な
体
系
を
示
し
た
「
今
昔
物
語
集
」
や
、
後
人
の
増
補
が
あ
る
に

せ
よ
一
座
の
聴
聞
の
場
を
虚
構
し
た
「
宝
物
集
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま

た
、
「
沙
石
集
」
を
編
纂
し
、
終
生
改
訂
の
手
を
加
え
続
け
た
無
住
な
ど
は
、

前
者
の
典
型
的
な
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
発
心
集
」
編
者
は
第
二
の
タ
イ
プ

と
考
え
ら
れ
る
が
、
平
康
頼
（
？
）
や
無
住
と
比
較
す
る
と
、
良
く
も
悪
く
も

純
朴
で
老
巧
さ
に
欠
け
る
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
無
住
に
老
練
な
く
説
経
の

名
手
V
の
佛
を
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
発
心
集
」
編
者
に
は
、
そ
れ
ら
説
経

の
名
手
た
ち
が
提
示
す
る
説
話
に
感
動
し
、
感
涙
と
と
も
に
メ
モ
を
と
っ
て
一

書
を
成
し
た
く
良
き
聴
き
手
V
の
佛
が
窺
わ
れ
る
。
ど
う
や
ら
編
者
は
、
説
話

を
通
し
て
も
の
を
考
え
て
ゆ
く
種
類
の
人
物
で
あ
り
、
逆
で
は
な
か
っ
た
よ
う

だ
。　

こ
こ
で
、
第
二
八
話
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
毛
筆
は
源
頼
義

の
往
生
と
、
子
息
義
家
の
堕
地
獄
を
内
容
と
す
る
が
、
前
九
年
・
後
三
年
両
役

の
猛
将
1
1
頼
義
が
悔
悟
の
後
に
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
題
自
体
は
、
『
続
本

朝
往
生
伝
」
「
宝
物
集
」
「
古
事
談
」
等
の
諸
書
に
喧
伝
す
る
著
名
な
も
の
で
あ

る
。
問
題
と
し
た
い
の
は
、
頼
義
と
い
う
〈
悪
人
〉
の
往
生
を
、
ど
の
よ
う
な

観
点
か
ら
語
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
『
続
本
朝
往
生
伝
」
に
は

「
定
知
。
十
悪
五
逆
論
難
許
迎
接
。
何
況
共
工
商
。
見
此
一
両
。
太
弓
懸
侍
」

と
あ
り
明
快
だ
。
こ
こ
に
見
る
発
想
法
は
　
　
殺
人
を
こ
と
と
す
る
武
士
の
よ

う
な
者
で
さ
え
往
生
で
き
た
、
ま
し
て
十
悪
五
逆
を
犯
さ
な
い
我
々
は
大
い
に

来
迎
を
期
待
で
き
よ
う
一
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
は
『
室

物
集
」
に
も
共
通
し
、
本
塁
が
本
来
的
に
ど
の
よ
う
な
主
題
を
負
わ
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
を
示
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
古
事
談
」
と
『
発
心
集
」
に
関
し
て
は
、
頼
義
を
仏
道
上
低

次
な
存
在
と
す
る
記
述
は
な
い
。
仏
教
説
話
集
と
呼
べ
な
い
「
古
事
談
」
は
お

く
と
し
て
、
『
発
心
集
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
な
か
な
か
興
味
深
い
事
実
と

言
え
よ
う
。
編
者
は
賢
俊
後
の
頼
義
に
、
武
士
ゆ
え
の
心
の
勇
猛
さ
が
、
往
生

へ
の
至
心
に
転
化
し
た
賛
仰
す
べ
き
事
例
を
見
、
素
直
に
瞠
目
・
感
嘆
し
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
、
武
士
に
対
す
る
差
別
意
識
や
、
優
越
感
め
い
た
も
の

は
微
塵
も
窺
わ
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
直
後
の
第
二
九
話
が
、
著
名
な
悪
人

往
生
諦
で
あ
る
源
大
夫
説
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、

「
発
心
集
」
編
者
は
、
『
続
本
朝
往
生
伝
」
の
よ
う
な
発
想
法
と
無
縁
で
あ
っ

た
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
巻
六
末
尾
に
付
さ
れ
た
、
普
通
く
蹟

文
V
と
呼
ば
れ
る
文
章
で
、
編
者
は
「
観
無
量
寿
経
」
を
援
用
し
つ
つ
、
「
四

重
五
逆
を
作
る
悪
人
な
れ
ど
も
、
命
終
の
時
、
善
知
識
の
勧
め
に
合
ひ
て
、
十

度
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
せ
ば
、
猛
火
忽
ち
に
滅
し
て
蓮
台
に
昇
る
」
と
記
し
て
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い
る
し
、
も
っ
と
自
分
に
引
き
付
け
た
表
現
で
「
又
、
罪
深
け
れ
ど
、
未
だ
五

逆
を
作
ら
ず
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
編
者
も
ま
た
、
頼
義
を
相
対
的
に
と
ら
・
え

て
、
自
己
の
往
生
へ
の
安
心
を
購
お
う
と
す
る
発
想
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て

持
っ
て
い
た
の
だ
。

　
に
も
関
わ
ら
ず
、
説
話
の
具
体
相
を
前
に
し
た
編
者
は
、
蹟
文
に
見
る
よ
う

な
評
論
を
書
き
付
け
て
は
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
編
者
が
、
説
話
を
通
し
て

も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
性
向
の
持
ち
生
で
あ
る
こ
と
の
証
左
の
一
で
あ
っ

て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
蹟
文
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
や
や
図
式
的
な
人
間
の

と
ら
え
方
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
概
念
に
説
話
が
従
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
だ
。
も
と
よ
り
、
書
か
れ
て
い
な
い
事
柄
か
ら
立
論
す
る
愚
は
承
知
し
て

い
る
が
、
第
二
八
話
と
蹴
文
の
間
の
く
矛
盾
V
は
、
や
は
り
編
者
の
く
良
き
聴

き
手
V
と
し
て
の
面
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
今
一
点
付
言
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
編
者
像
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
『
発
心
集
」
中
に
い
く
つ
か
の
く
小
説
話
群
〉
と
呼
べ
る
も
の
が
存
す

る
こ
と
の
意
味
も
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ら
説
話
の
ま
と
ま
り
は
、
言
わ
ば
、
一

続
き
の
説
法
の
聴
聞
記
録
に
も
比
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
境
界
離
脱
説
話
と
市
中

信
徳
説
話
、
あ
る
い
は
玉
詠
説
話
と
数
寄
者
説
話
と
、
相
互
に
矛
盾
・
自
家
撞

着
を
き
た
し
か
ね
な
い
話
群
も
、
個
々
の
内
部
で
は
整
合
し
た
論
理
的
一
貫
性

を
持
つ
。
そ
れ
は
、
あ
る
場
に
お
け
る
］
続
き
の
説
法
が
、
一
貫
し
た
主
題
を

持
つ
の
に
等
し
い
。
だ
が
、
時
と
場
を
改
め
た
別
の
聴
聞
の
座
に
お
い
て
、
以

前
の
も
の
と
異
な
る
1
時
に
は
相
容
れ
な
い
性
質
の
　
　
主
題
に
沿
っ
た
説

話
が
聞
き
取
ら
れ
る
こ
と
は
、
特
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　
冒
頭
に
引
用
し
た
第
一
〇
話
と
第
三
話
の
評
論
部
分
の
矛
盾
も
、
そ
う
考
え

れ
ば
了
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
境
界
離
脱
者
の
逸
話
を
書
き
貯
め
た
後
に

「
古
郷
に
住
み
、
知
れ
る
人
に
ま
じ
り
て
は
、
い
か
で
か
一
念
の
肝
心
お
こ
さ

ざ
ら
ん
」
と
記
す
の
は
、
玄
賓
や
平
等
た
ち
の
説
話
に
感
動
し
た
結
果
の
真
情

の
吐
露
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
市
中
の
隠
徳
者
の
話
の
類
集
の
後
に
「
山
林
に

交
り
、
跡
を
く
ら
う
す
る
は
、
人
の
中
に
あ
っ
て
徳
を
え
隠
さ
ぬ
人
の
振
舞
ひ

な
る
べ
し
」
と
記
す
の
も
、
そ
れ
ら
の
説
話
に
感
銘
を
覚
え
た
結
果
だ
っ
た
の

だ
。
両
者
は
混
乱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
相
互
に
独
立
し
た
感
慨
が
未
整

理
な
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
く
矛
盾
V
と
も
言
え

る
要
素
を
、
敢
え
て
整
合
的
に
体
系
化
し
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
「
発
心
集
」

と
い
う
説
話
集
の
特
色
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

ま
と
め
に
代
え
て

　
以
上
、
本
稿
で
取
り
」
⊥
げ
た
様
々
な
八
矛
盾
V
や
未
整
理
に
考
え
を
め
ぐ
ら

す
度
に
、
私
は
『
発
心
集
」
を
八
と
や
あ
ら
む
、
か
く
や
あ
ら
む
一
の
説
話

集
〉
と
で
も
名
付
け
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
編
者
は
、
頭
の
良

い
、
複
眼
的
思
考
の
で
き
る
人
物
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
増
賀
に

も
良
源
に
も
共
感
で
き
る
視
点
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
境
界
離
脱
諦
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に
も
市
中
無
徳
謬
に
も
感
動
で
き
る
因
と
も
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　

の
よ
う
に
色
々
な
も
の
が
見
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
仏
教
説
話
集
に
あ
る
種
の

混
沌
を
も
た
ら
す
要
因
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
、
説
話
を
通
し
た
思
索
の
試
行
錯

誤
の
過
程
が
、
あ
た
か
も
仕
上
げ
を
待
つ
彫
刻
の
粗
彫
り
の
繋
の
痕
の
よ
う

に
、
外
側
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
「
発
心
集
」
の
本
質
が
あ
る
。

繰
り
返
す
が
、
や
は
り
『
発
心
集
」
は
、
編
者
の
思
想
や
世
界
観
を
表
現
す
る

た
め
に
、
す
べ
て
が
緻
密
に
統
御
・
構
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き

で
は
な
い
の
だ
。

　
少
な
く
と
も
、
作
中
の
く
矛
盾
V
を
無
理
や
り
整
合
化
す
る
た
め
に
、
外
部

か
ら
あ
わ
な
い
モ
ノ
サ
シ
を
持
っ
て
き
た
り
、
編
者
と
さ
れ
る
鴨
長
明
の
伝
記

的
事
実
に
関
す
る
知
見
を
導
入
し
た
り
す
る
こ
と
に
は
、
よ
り
慎
重
な
態
度
が

要
請
さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
第
六
九
話
か
ら
第
七
一
話
へ
と
続
く
小
説
話
群
を

取
り
上
げ
て
、
編
者
の
〈
数
寄
〉
観
念
を
抽
出
し
、
そ
こ
に
長
明
の
晩
年
の
思

想
状
況
を
見
よ
う
と
す
る
よ
う
な
試
み
に
は
、
き
わ
め
て
危
う
い
も
の
が
感
じ

ら
れ
る
。
『
発
心
集
」
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
た
だ
、
あ
る
場
合
に
は
樹
木

や
文
物
へ
の
愛
が
執
心
と
し
て
否
定
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は
心
を
澄
ま
ぜ
る
方

便
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
整
理

さ
れ
ざ
る
〈
矛
盾
〉
の
中
に
、
様
々
な
人
間
模
様
を
読
み
取
る
こ
と
こ
そ
が

『
発
心
集
」
に
接
す
る
正
し
い
態
度
だ
、
な
ど
と
考
え
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。

　
も
と
よ
り
、
他
者
を
教
化
す
る
仏
教
説
話
集
と
し
て
の
完
成
度
を
問
う
な
ら

ば
、
『
発
心
集
」
に
は
限
界
ば
か
り
が
目
立
つ
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
だ
が
、
作

中
に
内
包
さ
れ
る
不
統
一
や
未
整
理
・
矛
盾
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
が
、

文
学
と
し
て
の
面
白
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
人
間
は
本

来
、
タ
テ
マ
ユ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
存
在
で
あ
る
。
理
性
や
思
想
・
教
条

主
義
的
な
信
仰
な
ど
で
律
し
さ
れ
な
い
〈
人
間
〉
の
姿
が
、
話
中
の
人
物
た
ち

か
ら
も
、
編
者
の
物
言
い
か
ら
も
汲
み
取
れ
る
点
に
、
『
発
心
集
」
が
現
代
に

お
い
て
も
読
ま
れ
る
べ
き
意
義
が
あ
る
。
そ
の
点
、
『
発
心
集
」
の
内
包
す
る

八
矛
盾
〉
は
、
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
豊
穣
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
く
、
『
発
心
集
」
を
面
白
く
読
む
試
み
は
続
け
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
稿

は
、
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
提
言
で
あ
り
、
中
聞
報
告
で
あ
る
に
過
ぎ
な

い
。

【
註
記
】

　
「
発
心
集
」
本
文
の
引
用
は
、
簗
瀬
一
雄
氏
訳
注
『
発
心
集
」
（
角
川
文
庫

／
昭
和
5
4
年
石
版
）
の
校
訂
本
文
に
依
っ
た
。
本
稿
を
成
す
に
当
た
っ
て
は
、

簗
瀬
氏
を
は
じ
め
実
に
多
く
の
先
学
の
見
解
に
学
ん
だ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
た
だ
本
稿
は
、
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
先
学
の
論
に
実
証
的
な
批
判
を
加

え
る
態
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
導
か
れ
喚
起
さ
れ
た
〈
読
み
〉
を
、
主

観
的
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
開
陳
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
v
論
の
性
質
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上
、
参
考
文
献
の
形
で
諸
先
学
の
論
稿
を
列
挙
す
る
こ
と
は
、
敢
え
て
行
な
わ

な
か
っ
た
。
非
礼
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
深
く
学
恩
に
感
謝
す
る
次
第
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
な
か
　
む
ね
ひ
ろ
・
日
本
文
化
講
座
講
師
）


