
は
な
の
は
な
L
I
説
話
と
表
現
川
　
-

一

端

の

話

こ
の
二
三
年
、
公
民
館
等
の
文
学
講
座
で
、
説
話
に
つ
い
て
話
す

機
会
が
何
度
か
あ
っ
た
。
受
講
者
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
っ
て
と

い
っ
た
こ
と
で
は
も
と
よ
り
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る

王
朝
物
語
や
和
歌
(
万
葉
・
平
安
和
歌
・
新
古
今
)
、
『
平
家
物
語
』

な
ど
の
軍
記
へ
能
・
狂
言
へ
芭
蕉
、
近
松
、
西
鶴
へ
近
代
文
学
(
請

歌
・
小
説
・
作
家
論
)
、
さ
ら
に
は
短
歌
へ
俳
句
、
郷
土
の
文
学
・
民

話
伝
説
な
ど
の
定
番
企
画
を
1
通
り
終
え
、
そ
ろ
そ
ろ
手
持
ち
の
駒

が
な
-
な
っ
た
へ
　
あ
る
い
は
ち
ょ
っ
と
目
先
の
か
わ
っ
た
テ
ー
マ
で

定
番
第
二
ク
ー
ル
へ
の
間
つ
な
ぎ
に
し
た
い
と
い
っ
た
こ
と
が
ま
ず

あ
っ
て
、
人
脈
を
た
ど
っ
て
い
-
う
ち
に
筆
者
の
と
こ
ろ
に
辿
り
若

き
へ
　
結
果
'
説
話
を
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
の
が
真
相
ら
し
い
。
そ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、

挨
拶
(
面
接
試
験
?
)
に
来
ら
れ
る
担
当
者
は
、
「
不
勉
強
で
申
し
わ

け
な
い
が
、
企
画
書
を
書
-
必
要
が
あ
る
の
で
、
〝
説
話
″
と
い
う
の

は
ど
ん
な
も
の
か
教
え
て
ほ
し
い
」
と
た
い
て
い
尋
ね
、
「
お
そ
ら
-

竹
　
村
　
信
　
治

聴
き
に
来
ら
れ
る
方
々
も
よ
-
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
へ
　
そ
の

あ
た
り
の
概
説
か
ら
始
め
て
ほ
し
い
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
忘
れ
な

ヽ
一
〇

_
>

説
話
を
主
た
る
専
門
と
し
て
き
た
筆
者
は
'
こ
う
し
た
質
問
や
ア

ド
バ
イ
ス
を
前
に
、
ま
こ
と
に
不
勉
強
だ
と
正
直
い
っ
て
い
つ
も
思

う
0
が
へ
　
こ
の
さ
い
告
白
し
て
お
け
ば
'
1
方
で
へ
　
こ
の
領
域
の
社

会
的
不
認
知
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
て
も
い
る

と
い
う
の
が
い
つ
わ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
嘆
い
て
い
て
も
始

ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
気
を
と
り
な
お
し
、
布
教
の
い
い
機
会
と
ば
か

り
に
〟
説
話
と
は
何
か
″
を
語
ろ
う
と
意
気
込
む
わ
け
だ
が
'
こ
れ

は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
'
一
口
に
い
っ
て
〟
お
話
〟
　
の
こ
と
で
す
、
と
い
っ
て

止
め
て
お
け
ば
こ
と
は
簡
単
だ
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
担
当
者
の
肺

に
は
落
ち
よ
う
が
こ
ち
ら
の
肺
は
空
っ
ぽ
の
ま
ま
へ
胸
の
内
に
は
な

に
や
ら
<
説
話
>
を
裏
切
っ
た
よ
う
な
後
ろ
め
た
さ
も
わ
だ
か
ま
る
。

か
と
い
っ
て
へ
　
た
と
え
ば
現
在
の
説
話
研
究
の
方
法
や
視
点
を
ほ
ぼ

網
羅
し
て
い
る
〝
説
話
の
講
座
″
　
(
勉
誠
社
刊
)
全
六
巻
の
目
次
を
示
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し
て
'
ほ
ぼ
二
十
年
前
の
〝
日
本
の
説
話
″
(
東
京
美
術
刊
)
全
七
巻

と
比
べ
な
が
ら
へ
<
説
話
>
概
念
を
め
ぐ
る
史
的
展
開
、
あ
る
い
は

説
話
の
生
態
に
関
心
を
寄
せ
そ
の
言
説
と
し
て
の
機
構
や
機
能
の
解

明
に
向
か
っ
て
い
る
今
日
の
研
究
状
況
(
拙
稿
「
説
話
研
究
の
現

在
」
へ
　
『
国
文
学
』
一
九
九
五
年
1
0
月
号
)
な
ど
を
述
べ
た
て
た
と
こ

ろ
で
へ
担
当
者
を
さ
ら
な
る
困
惑
に
導
-
だ
け
の
こ
と
。
困
惑
は
不

勉
強
へ
の
懲
罰
と
、
能
面
な
ら
ぬ
仏
頂
面
し
て
説
話
や
説
話
研
究
へ

の
忠
義
を
は
た
す
の
も
一
興
だ
が
'
お
そ
ら
-
は
ム
ラ
の
言
葉
の
無

能
ぶ
り
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
い
っ
そ
う
の
寂
し
さ
に
心
苛
ま
れ
る
の

が
オ
チ
で
あ
ろ
う
。

さ
て
ど
う
す
る
か
、
こ
こ
が
思
案
の
し
ど
こ
ろ
だ
。
〟
お
謡
″
と

い
っ
て
不
本
意
な
ら
ば
ム
ラ
の
言
葉
の
翻
訳
で
い
-
、
そ
れ
が
誠
意

で
も
あ
り
務
め
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
は
具
体
例
が
必
要
だ

し
'
時
間
も
か
か
る
。
ま
た
担
当
者
の
望
む
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ま
い
。

翻
訳
は
講
座
の
受
講
者
に
向
か
っ
て
す
る
こ
と
で
、
彼
の
ほ
し
い
の

は
企
画
書
に
古
-
言
葉
な
の
だ
o
そ
こ
で
い
う
。

-
　
1
口
に
い
っ
て
〟
お
話
″
の
こ
と
で
す
。
高
校
時
代
に
お
習

い
に
な
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
と
か
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に

入
っ
て
い
る
話
へ
ア
レ
で
す
。
芥
川
龍
之
介
な
ど
の
近
代
作
家
が
『
今

昔
』
や
『
宇
治
拾
遺
』
　
に
取
材
し
て
多
-
の
作
品
を
書
い
た
こ
と
は

ご
存
じ
で
す
よ
ね
。
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
に
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
に

も
多
-
の
説
話
集
が
編
ま
れ
て
い
ま
す
L
へ
個
々
の
説
話
は
歴
史
資

料
や
宗
教
関
係
の
資
料
な
ど
説
話
集
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
見

え
て
い
ま
す
。
絵
画
化
も
さ
れ
て
い
ま
し
て
へ
『
信
貴
山
縁
起
』
や
『
伴

大
納
言
絵
詞
』
と
い
っ
た
説
話
絵
巻
へ
法
然
二
遍
な
ど
の
生
涯
を

描
-
高
僧
伝
絵
巻
へ
寺
社
縁
起
・
参
詣
蔓
陀
羅
な
ど
が
近
年
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
講
座
で
扱
わ
れ
た
神
話
・
物
語
・
日
記
・

軍
記
・
謡
曲
な
ど
も
説
話
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に

は
、
説
話
が
モ
テ
ィ
ー
フ
を
提
供
し
た
り
'
素
材
と
し
て
利
用
さ
れ

た
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
ま
れ
た
り
し
て
い
ま
す
し
、
和
歌

に
も
説
話
を
踏
ま
え
た
も
の
が
多
-
あ
り
ま
す
。
『
伊
勢
物
語
』
な
ど

も
歌
物
語
と
い
う
け
れ
ど
へ
説
話
と
呼
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
L
へ
御

伽
草
子
へ
　
子
供
の
こ
ろ
お
読
み
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
'
あ
の
1
寸
法

師
や
鉢
か
づ
き
、
浦
島
太
郎
の
話
な
ど
で
す
が
'
あ
れ
も
説
話
と
無

関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
起
こ
っ
た
出
来
事
、
実
際
に
は
そ

う
と
ば
か
り
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
「
あ
り
し
か
無
か
り
し

か
は
知
ら
ね
ど
も
'
あ
っ
た
と
し
て
聴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ぞ
よ
」
と
'

事
実
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
語
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
内
容
か
ら

は
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
に
生
き
た
人
々
の
生
き
ざ
ま
や
実
際
の

暮
ら
し
ぶ
り
、
も
の
の
考
え
方
や
見
方
と
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

い
っ
て
み
れ
ば
'
こ
う
し
た
古
人
の
生
き
ざ
ま
や
表
情
を
生
々
し
い

事
実
と
し
て
伝
え
て
い
る
の
が
説
話
で
し
て
、
そ
こ
か
ら
古
え
の

人
々
の
生
活
や
風
俗
へ
信
仰
、
世
界
観
を
手
ざ
わ
り
確
か
に
知
る
こ

と
の
で
き
る
の
が
、
魅
力
な
ん
で
す
ね
。
登
場
人
物
も
天
皇
、
貴
族

か
ら
武
士
へ
僧
侶
へ
庶
民
な
ど
の
各
層
に
及
ん
で
お
り
へ
　
さ
ら
に
神

仏
や
鬼
へ
悪
霊
、
天
狗
へ
　
は
て
は
動
物
た
ち
ま
で
大
活
躍
と
い
う
こ

と
で
、
彼
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
は
読
ん
で
い
て
楽
し
-
、
き
れ

い
事
ば
か
り
の
物
語
や
和
歌
と
は
ち
が
っ
た
古
人
と
の
出
会
い
を
体
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験
さ
せ
て
-
れ
ま
す
O
さ
ら
に
、
ち
か
ご
ろ
は
や
り
の
文
化
人
類
学

な
ど
で
は
'
素
材
や
話
の
型
な
ど
に
着
目
し
て
の
構
造
分
析
か
ら
、

日
本
人
の
認
識
や
世
界
像
の
原
型
へ
基
層
を
掘
り
起
こ
す
と
い
っ
た

こ
と
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
説
話
へ
の
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
。

ま
ぁ
'
物
語
や
和
歌
な
ど
と
ち
が
っ
て
文
章
は
平
易
で
す
L
へ
出
来

事
を
人
物
の
行
動
本
意
に
語
っ
て
い
ま
す
の
で
筋
が
た
ど
り
や
す
く
'

内
容
も
、
な
に
し
ろ
説
話
の
本
質
は
「
奇
異
(
あ
さ
ま
し
)
」
の
1
語

に
集
約
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
-
ら
い
で
'
常
識
ば
な
れ
し
た
驚

-
べ
き
話
題
ば
か
り
で
す
か
ら
、
受
講
者
の
方
々
に
も
興
味
を
も
っ

て
も
ら
え
る
で
し
ょ
う
。
平
易
、
明
解
へ
　
面
白
い
。
し
か
も
リ
ア
ル

で
、
主
題
は
人
間
。
こ
れ
が
説
話
だ
t
　
と
い
う
わ
け
で
す
が
へ
自
分

で
読
み
解
い
た
り
人
間
の
生
き
方
を
考
え
た
り
と
い
っ
た
愉
し
み
方

を
し
て
い
た
だ
け
ま
し
ょ
う
か
ら
へ
　
生
涯
学
習
の
一
環
と
し
て
の
文

学
講
座
に
は
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
-
-
ど
う
で
し
ょ

う
、
「
日
本
の
は
な
し
　
-
　
<
説
話
>
が
語
る
古
人
の
表
情
H
E
I
」
-

ら
い
の
タ
イ
ト
ル
で
。

*

こ
れ
ま
で
の
経
験
に
よ
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
解
説
で
た
い
て
い
は

納
得
し
て
も
ら
え
る
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
担
当
者
の
読
書
体
験
に

訴
え
、
こ
れ
ま
で
企
画
さ
れ
て
き
た
講
座
と
の
関
係
を
説
い
て
警
戒

心
を
解
き
、
さ
ら
に
文
化
や
文
学
諸
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
連
の
言
い
立

て
へ
　
〟
生
々
し
い
事
実
″
 
〟
世
界
観
″
 
〟
古
人
と
の
出
会
い
″
 
″
ち
か
ご

ろ
は
や
り
の
(
文
化
人
類
学
)
″
と
い
っ
た
殺
し
文
句
の
羅
列
へ
　
日
本

人
の
大
好
き
な
〟
日
本
人
論
″
 
〝
原
型
・
基
層
・
始
原
″
論
へ
の
展
開

の
灰
め
か
し
な
ど
で
関
心
を
引
き
へ
歓
心
を
買
い
、
お
ま
け
に
講
座

タ
イ
ト
ル
ま
で
用
意
し
て
駄
目
を
押
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。

<
説
話
>
に
つ
い
て
も
、
近
代
の
作
っ
た
価
値
幻
想
に
す
ぎ
な
い

<
リ
ア
リ
テ
ィ
>
<
人
間
>
を
ふ
り
ま
わ
し
'
各
時
代
の
世
相
、
生

活
風
俗
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
投
影
へ
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人

間
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
の
活
写
、
行
動
の
文
学
、
驚
き
の
文
学
-
-

と
、
な
か
ば
手
垢
に
ま
み
れ
た
<
説
話
>
観
を
繰
り
返
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
説
で
納
得
し
て
も
ら
え
る
の
は
、

お
そ
ら
-
そ
れ
が
担
当
者
、
そ
し
て
彼
が
経
験
的
に
把
握
し
て
い
る

安
請
者
(
=
企
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
読
み
手
)
　
の
古
典
を
め
ぐ
る
興

味
・
関
心
・
意
欲
に
応
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
こ
う
し
て
企
画
担
当
者
を
安
堵
さ
せ
へ
　
つ
い
で
に
こ
ち

ら
の
胸
も
撫
で
下
ろ
し
'
・
そ
れ
で
は
よ
ろ
し
-
と
互
い
に
挨
拶
を
交

わ
し
て
送
り
出
し
た
あ
と
、
筆
者
は
い
つ
も
後
味
の
悪
さ
を
タ
バ
コ

の
味
で
紛
ら
し
、
-
す
ぶ
る
思
い
を
タ
バ
コ
の
火
と
1
緒
に
挟
み
消

す
こ
と
に
な
る
。
歓
心
を
買
う
た
め
に
弁
舌
を
弄
し
た
こ
と
へ
の
空

し
さ
も
あ
る
が
'
そ
れ
以
上
に
'
ま
た
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自

分
へ
の
裏
切
り
を
悔
い
る
思
い
が
広
が
っ
て
く
る
の
だ
。

上
に
紹
介
し
た
<
説
話
>
解
説
は
、
見
た
と
お
り
へ
世
上
に
行
わ

れ
市
民
権
を
得
て
い
る
<
説
話
>
観
へ
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
現
代

人
の
古
典
観
を
迎
え
取
っ
て
造
作
さ
れ
る
<
説
話
>
観
を
紹
介
し
た

も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
-
ま
で
も
企
画
書
向
け
の
宣
伝

文
句
、
実
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
筆
者
の
<
説
話
>
へ
の
関
心
の
寄
せ

方
と
同
じ
で
は
な
い
。
後
味
の
悪
さ
は
こ
の
'
い
わ
ば
公
的
<
説
話
>

25



観
と
私
的
<
説
話
>
観
と
の
ズ
レ
に
由
来
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
口
直

し
と
ば
か
り
に
タ
バ
コ
を
の
む
わ
け
だ
が
'
「
お
ぼ
し
き
こ
と
い
は
ぬ

は
腹
ふ
-
る
る
わ
ざ
」
、
-
ゆ
り
火
の
火
種
は
な
お
残
っ
て
い
て
'
講

座
で
は
口
角
に
抹
を
溜
め
て
私
的
<
説
話
∨
観
を
ま
-
し
た
て
る
こ

と
に
な
る
。
さ
す
が
に
受
講
さ
れ
る
方
々
は
大
人
で
、
看
板
の
偽
り

や
誇
大
広
告
に
目
-
じ
ら
を
立
て
た
り
は
し
な
い
。
子
供
の
わ
が
ま

ま
を
慈
し
み
を
も
っ
て
見
守
る
親
と
い
っ
た
趣
き
で
'
そ
れ
な
り
に

興
味
あ
り
げ
に
聴
い
て
も
ら
え
る
。
以
下
に
「
い
ひ
っ
づ
-
る
」
　
の

は
そ
の
一
端
。
「
筆
に
ま
か
せ
つ
つ
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
に
て
か
つ
破

り
捨
つ
べ
き
も
の
な
れ
ば
'
人
の
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
　
(
『
徒
然

草
3
第
l
九
段
)
o

〓
　
花
の
話

●
花
と
稚
児
と
憎

教
科
書
そ
の
他
で
お
な
じ
み
の
説
話
に
次
の
話
が
あ
る
。

こ
れ
も
今
は
む
か
し
へ
　
田
舎
の
児
の
、
比
叡
の
山
へ
登
り
た
り

け
る
が
、
桜
の
め
で
た
-
咲
き
た
り
け
る
に
'
風
の
激
し
-
吹

き
け
る
を
見
て
此
の
児
さ
め
ぐ
と
泣
き
け
る
を
見
て
へ
僧
の
'

や
は
ら
寄
り
て
　
「
な
ど
へ
　
か
う
は
'
泣
か
せ
給
ふ
ぞ
。
此
の
花

の
散
る
を
惜
し
う
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
か
。
桜
は
'
は
か
な
き
物

に
て
t
　
か
-
ほ
ど
な
-
移
ろ
ひ
候
ふ
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
さ
の

み
ぞ
候
ふ
」
と
慰
め
け
れ
ば
、
「
桜
の
散
ら
ん
は
あ
な
が
ち
に
い

か
ゞ
せ
ん
、
苦
し
か
ら
ず
。
我
が
て
～
の
作
り
た
る
麦
の
花
ち

り
て
、
実
の
人
ら
ざ
ら
ん
、
思
ふ
が
わ
び
し
き
」
と
い
ひ
て
'

さ
く
り
あ
げ
て
よ
1
と
泣
き
け
れ
ば
、
う
た
て
L
や
な
。

現
代
語
訳
を
付
す
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
は
比
叡
山
、
満
開
の

桜
に
風
が
吹
き
寄
せ
、
涙
を
落
と
す
稚
児
が
い
る
。
こ
れ
を
目
に
し

た
僧
が
い
て
'
一
人
合
点
に
和
歌
的
感
興
を
募
ら
せ
、
言
葉
を
尽
-

し
て
慰
め
る
。
が
、
田
舎
出
の
稚
児
は
桜
な
ら
ぬ
郷
里
の
麦
が
御
心

配
へ
　
そ
れ
ゆ
え
の
涙
と
明
か
し
て
な
お
泣
き
じ
ゃ
-
る
。
結
果
へ
僧

の
感
興
へ
　
つ
ひ
に
む
な
し
-
な
り
に
け
り
。
ご
存
知
へ
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
第
1
3
段
「
田
舎
児
桜
ノ
散
ヲ
見
テ
泣
事
」
の
1
件
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
　
こ
の
話
を
ど
う
読
む
か
だ
が
、
ふ
つ
う
大
き
-
わ
け

て
二
通
り
の
読
み
方
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
1
つ
は
末
尾

の
「
う
た
て
L
や
な
」
　
に
着
眼
し
て
の
も
の
で
、
典
型
は
次
の
解
説
。

「
う
た
て
L
や
な
」
と
感
ず
る
主
体
は
誰
か
。
直
接
に
は
僧
で

あ
る
が
、
間
接
に
は
作
者
で
も
あ
り
へ
　
さ
ら
に
読
者
で
も
あ
る
。

子
供
の
泣
-
の
は
僧
が
予
想
し
た
よ
う
な
'
優
雅
風
流
な
ロ
マ

ン
チ
シ
ズ
ム
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
の
案
外
ち
ゃ
っ
か
り
し
た

現
世
主
義
に
、
僧
の
せ
っ
か
-
の
感
動
が
ど
ん
で
ん
返
し
を
食

う
お
か
し
さ
'
み
じ
め
さ
'
そ
れ
が
こ
の
評
語
で
あ
り
'
一
編

の
や
ま
場
で
も
あ
る
。
　
　
　
(
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
)

思
惑
違
い
に
「
田
舎
の
児
」
を
持
て
あ
ま
す
僧
、
「
う
た
て
L
や
な
」

は
そ
の
当
惑
ぶ
り
を
代
弁
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
　
「
作
者
」
自
身
そ

う
し
た
僧
に
寄
り
添
い
、
読
者
の
共
感
を
も
前
提
に
し
て
語
っ
て
い

る
と
い
う
。
そ
し
て
「
う
た
て
し
」
=
不
快
の
原
因
は
価
値
観
の
相

違
へ
　
つ
ま
り
和
歌
的
感
興
を
生
き
る
王
朝
的
美
意
識
の
体
現
者
(
ロ
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マ
ン
チ
ス
ト
)
　
が
「
我
が
て
1
の
作
り
た
る
麦
の
花
」
の
如
何
を
思

う
現
世
主
義
者
(
リ
ア
リ
ス
ト
)
と
価
値
幻
想
を
共
有
で
き
な
か
っ

た
失
望
に
あ
り
へ
王
朝
の
価
値
を
優
位
に
お
-
「
作
者
」
は
、
「
ど
ん

で
ん
返
し
を
食
う
」
僧
の
「
お
か
し
さ
'
み
じ
め
さ
」
を
事
晦
気
味

に
語
る
こ
と
で
、
邸
の
文
化
的
劣
位
を
苦
笑
ま
じ
り
に
再
確
認
し
て

い
る
へ
　
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
「
人
は
そ
だ
ち
」

と
い
っ
た
教
訓
的
モ
テ
ィ
ー
フ
に
収
赦
さ
せ
て
い
-
読
解
(
日
本
古

典
集
成
・
頭
注
)
と
も
一
連
な
り
の
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
'
平
安

鎌
倉
期
に
お
け
る
和
歌
的
美
意
識
に
優
位
性
を
与
え
る
も
の
の
見
方

や
考
え
方
へ
あ
る
い
は
都
と
田
舎
と
の
文
化
的
落
差
へ
都
人
の
地
方

へ
の
差
別
的
眼
差
し
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
話
題
の
伝
え
る
実
体

的
な
事
柄
と
し
て
読
み
取
ら
れ
、
学
ば
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

い
ま
1
つ
の
読
み
方
は
西
尾
光
1
氏
F
中
世
説
話
文
学
論
し
　
(
塙
書

房
刊
、
1
九
六
三
年
3
月
)
　
が
説
-
次
の
も
の
。

し
か
し
へ
　
こ
の
説
話
に
は
'
そ
う
し
た
都
市
的
・
貴
族
的
な
も

の
と
'
農
村
的
・
庶
民
的
な
も
の
と
の
対
立
と
い
う
側
面
だ
け

か
ら
単
純
に
解
釈
し
て
し
ま
え
な
い
'
僧
院
の
に
お
い
の
よ
う

な
も
の
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
泣
い
て
い
る
児

に
そ
っ
と
ち
か
づ
い
て
慰
め
た
僧
の
態
度
や
気
持
の
中
に
、
叡

山
の
よ
う
な
大
僧
院
に
お
け
る
僧
の
児
に
対
す
る
関
心
や
意
識
へ

そ
れ
が
発
展
す
れ
ば
'
同
性
愛
の
児
物
語
に
な
る
よ
う
な
生
活

感
情
の
芽
生
え
を
読
み
取
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
「
う

た
て
L
や
な
」
と
い
う
評
語
も
'
単
に
都
市
貴
族
的
な
「
も
の

の
あ
は
れ
」
を
田
舎
の
児
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
'
せ
っ
か
-
の
僧
の
同
情
と
関
心
と
が
、
順
当

に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
「
う
た
て
さ
」

を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

委
細
を
つ
-
し
た
説
明
に
解
説
は
不
要
だ
ろ
う
。
「
僧
院
の
に
お
い
」

を
伝
え
る
話
題
、
と
の
<
読
み
>
で
あ
る
O
　
こ
の
<
読
み
>
は
'
本

文
中
の
'
児
の
涙
を
見
て
の
僧
の
振
る
舞
い
を
「
や
は
ら
寄
り
て
」

(
そ
っ
と
ち
か
づ
い
て
)
　
と
表
現
し
て
い
る
点
へ
僧
の
会
話
部
分
に

ず
い
ぶ
ん
と
丁
寧
な
待
遇
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
(
本
話
の
稚

児
は
当
時
多
-
あ
っ
た
上
級
貴
族
出
身
者
で
は
な
く
「
田
舎
の
児
」

で
あ
る
)
　
に
、
お
そ
ら
-
は
注
目
し
て
の
も
の
。
そ
の
蓋
然
性
は
、

た
と
え
ば
岩
田
準
7
氏
『
本
朝
男
色
考
』
　
(
1
九
七
三
年
、
初
出
は
1

九
三
〇
～
三
1
の
「
犯
罪
科
学
」
連
載
)
、
近
-
は
季
刊
『
文
学
』
　
1

九
九
五
年
冬
号
「
男
色
の
領
分
　
-
　
性
差
・
歴
史
・
表
象
　
-
　
」
特

集
に
寄
せ
ら
れ
た
諸
論
文
、
特
に
五
味
文
彦
氏
「
院
政
期
の
性
と
政

治
・
武
力
」
土
屋
恵
氏
「
中
世
寺
院
の
兄
と
童
舞
」
の
示
す
諸
事
実

が
、
こ
れ
を
よ
-
支
え
る
。
説
話
で
い
え
ば
中
関
白
道
隆
息
隆
家
の

孫
で
天
台
座
主
に
も
な
っ
た
増
菅
と
呪
師
小
院
の
関
係
を
伝
え
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
七
八
-
二
「
1
乗
寺
僧
正
事
」
へ
鳥
羽
院
第
五
皇

子
覚
性
法
親
王
の
逸
事
を
語
る
『
古
今
著
聞
集
』
好
色
第
十
一
「
仁

和
寺
の
童
千
手
参
川
が
事
」
や
和
歌
第
六
「
仁
和
寺
の
佐
法
印
へ
山

吹
着
た
る
童
に
歌
を
贈
る
事
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
僧
に
仕
え

る
児
は
侶
尼
令
の
「
凡
そ
僧
は
、
近
親
郷
里
に
信
心
の
童
子
を
取
り

て
供
侍
す
る
こ
と
を
聴
せ
」
に
法
的
起
源
を
も
っ
て
始
ま
る
　
(
上
記
、

土
屋
氏
論
考
)
が
、
「
院
政
期
か
ら
中
世
に
到
る
と
'
稚
児
は
寺
院
内
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の
特
殊
風
俗
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
な
-
、
そ
の
身
体
が
1
つ
の
文

化
発
生
源
と
し
て
燦
然
と
輝
き
、
社
会
全
体
を
稚
児
崇
拝
の
熱
狂
へ

と
導
い
て
い
-
。
男
色
風
俗
の
一
般
化
と
と
も
に
、
僧
侶
の
男
色
も

は
じ
め
て
表
現
手
段
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
　
(
神
田
龍
身
氏

「
書
誌
と
解
題
」
へ
上
掲
季
刊
『
文
学
』
所
収
)
の
で
あ
る
。
本
話
題

は
そ
の
よ
う
な
社
会
風
俗
の
一
場
面
と
し
て
、
そ
の
「
熱
狂
」
の
具

体
を
描
き
と
っ
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
そ
の
場
合
へ
あ
る
い
は
室
町

時
代
物
語
『
足
引
』
　
で
児
の
実
父
が
息
子
を
託
す
僧
(
代
父
)
　
を
替

え
る
な
ど
し
て
僧
と
児
と
の
関
係
に
介
入
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
を

参
考
に
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
三
者
の
関
係
が
こ
こ
に
写
し
取
ら
れ
て

い
る
と
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
'
こ
う

し
て
、
こ
こ
か
ら
は
実
体
と
し
て
の
　
「
叡
山
の
よ
う
な
大
僧
院
に
お

け
る
僧
の
児
に
対
す
る
関
心
や
意
識
」
へ
　
ひ
い
て
は
中
世
初
頭
の
「
日

常
茶
飯
の
生
活
の
中
で
行
動
す
る
人
間
」
の
姿
が
垣
間
見
さ
れ
、
こ

れ
を
敷
桁
し
て
「
人
間
の
姿
を
確
か
に
と
ら
え
る
」
『
宇
治
拾
退
物
語
』

と
い
う
作
品
観
や
<
説
話
>
の
文
学
的
特
質
(
=
「
説
話
的
発
想
」
)

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

●
話
題
性
と
表
現
と

さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
<
読
み
>
の
い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
に
つ

い
て
は
へ
一
方
は
人
物
形
象
と
そ
の
配
置
に
、
他
方
は
展
開
あ
る
い

は
語
り
口
に
根
拠
を
も
っ
て
の
こ
と
で
も
あ
り
、
に
わ
か
に
決
L
が

た
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
へ
　
多
-
の
ば
あ
い
、
両
者
は
披
露
の

場
に
応
じ
て
使
い
わ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

美
意
識
や
価
値
観
と
い
っ
た
言
葉
の
響
き
に
目
の
輝
-
聴
衆
が
多
い

場
で
は
前
者
が
採
用
さ
れ
'
世
態
風
俗
へ
特
に
僧
院
の
性
生
活
と

い
っ
た
陰
微
(
淫
磨
?
)
　
な
話
題
に
身
を
乗
り
出
す
む
き
の
多
い
場

で
は
後
者
が
、
鼻
を
志
か
し
っ
つ
語
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

筆
者
も
か
つ
て
は
そ
の
よ
う
に
扱
っ
た
。
け
れ
ど
も
へ
こ
れ
ら
の
<
読

み
>
が
、
は
た
し
て
一
話
の
表
現
を
不
足
な
-
言
い
当
て
た
も
の
と

い
え
る
の
か
ど
う
か
へ
　
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
か
り
に
二
つ
の
<
読
み
>
が
と
も
に
成
り
立
つ
と
し

て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
<
読
み
>
が
思
い
描
-
叡
山
僧
の
姿
を
あ
ら
た
め

て
眺
め
て
み
る
。
す
る
と
、
前
者
は
王
朝
的
価
値
観
に
立
脚
し
た
和

歌
的
情
趣
の
体
現
者
像
へ
後
者
は
「
児
に
対
す
る
関
心
や
意
識
」
を

抱
-
男
色
者
、
と
な
る
。
〟
和
歌
的
情
趣
の
体
現
者
に
し
て
「
児
に
対

す
る
関
心
や
意
識
」
を
抱
-
叡
山
僧
″
 
、
そ
れ
が
一
話
の
語
る
人
物
像

で
あ
る
。
こ
れ
は
す
こ
し
変
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
や
へ
　
す
こ
し
も
変
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
奇
妙
に

感
じ
る
の
は
和
歌
的
情
趣
体
現
者
へ
の
幻
想
、
あ
る
い
は
同
性
愛
者

へ
の
偏
見
に
よ
る
、
ま
た
院
政
鎌
倉
前
期
の
美
意
識
や
時
代
風
俗
へ

の
無
理
解
に
由
来
す
る
。
作
品
が
こ
の
よ
う
な
人
物
像
を
描
-
以
上
、

そ
こ
に
古
人
の
表
情
を
窺
い
へ
　
そ
う
し
た
人
物
の
存
在
、
時
代
の
様

相
を
了
解
し
て
歴
史
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
な
に
よ
り
大
切
へ

と
い
う
わ
け
だ
。
前
節
に
示
し
た
<
説
話
>
解
説
に
し
た
が
え
ば
そ

う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
説
話
の
扱

う
事
柄
や
出
来
事
(
=
話
題
)
　
と
説
話
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

(
=
表
現
)
　
と
を
同
1
祝
し
た
も
の
で
'
説
話
の
<
読
み
>
と
し
て
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お
そ
ら
-
十
分
で
は
な
い
。

説
話
の
扱
う
事
柄
や
出
来
事
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
'
し
ば

し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
'
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

一
般
に
説
話
が
　
-
　
説
話
に
限
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
誓
え
話
を
引
い

て
な
に
か
を
説
明
す
る
場
合
に
は
い
つ
も
そ
う
な
の
だ
が
　
-
 
'
話

題
部
分
(
物
語
部
)
　
と
そ
れ
へ
の
意
味
付
け
を
示
す
部
分
(
評
語
/

評
論
郡
)
　
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
'
し
か
も
多
-
の
場
合
に
話
末

に
示
さ
れ
る
そ
の
意
味
付
け
が
、
語
ら
れ
る
場
(
書
か
れ
て
い
る
場

合
は
説
話
文
献
資
料
)
　
に
応
じ
て
可
変
的
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
せ

ば
'
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
験
者
と
し
て
著
名
な
浄

蔵
の
、
近
江
守
女
と
の
交
情
讃
(
『
大
和
物
語
』
　
1
〇
五
段
へ
　
『
今
昔

物
語
集
』
巻
三
〇
第
3
話
)
。
こ
の
話
題
は
、
三
国
伝
記
』
巻
六
第

9
話
で
、
二
人
の
子
を
膝
に
据
え
な
が
ら
傾
い
た
八
坂
の
塔
を
祈
り

直
し
た
後
日
雷
を
と
も
な
っ
て
語
ら
れ
、
「
呈
世
ノ
愛
着
色
合
ノ
義
ト

同
ジ
カ
ラ
ン
ヤ
」
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
評
は
'
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十

1
第
2
4
話
の
久
米
仙
人
や
巻
三
十
1
第
3
謡
の
湛
慶
阿
間
梨
詔
な
ど

と
同
様
へ
堕
俗
の
後
な
お
験
力
衰
え
ぬ
　
〟
威
験
高
徳
〟
者
雷
と
し
て

本
話
題
を
意
味
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
1
方
へ
　
こ
の
話
は
'

仏
道
修
行
者
の
魔
緑
と
し
て
の
女
性
を
論
ず
る
『
発
心
集
』
巻
四
第

5
話
で
は
「
日
本
第
三
の
行
人
な
れ
ど
近
江
守
な
が
よ
が
女
に
契
り

を
結
べ
り
」
と
梗
概
化
さ
れ
、
「
婚
び
た
る
形
を
見
て
目
を
悦
ば
し
め
」

た
「
智
者
」
　
の
代
表
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
お

よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
説
話
の
す
べ
て
に
み
と
め
う
る
こ
と
で
も

詳
し
-
説
明
す
る
の
も
恥
か
し
い
ほ
ど
だ
が
'
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、

話
題
は
い
つ
も
、
説
話
が
語
ら
れ
書
か
れ
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
'
そ

の
場
に
応
じ
て
何
ら
か
の
意
味
の
衣
を
ま
と
う
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
意
味
の
衣
を
ま
と
わ
せ
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
<
語
る
主
体
>

だ
。
す
な
わ
ち
へ
説
話
は
、
<
語
る
主
体
>
が
、
彼
の
世
界
観
や
そ

れ
と
深
-
か
か
わ
る
心
意
に
そ
-
し
て
、
あ
る
い
は
彼
に
よ
っ
て
了

解
/
付
与
/
創
造
さ
れ
た
場
の
性
格
に
そ
-
し
て
'
あ
る
い
は
彼
に

ょ
っ
て
把
握
/
想
定
/
創
出
さ
れ
た
聞
き
手
(
読
者
)
　
の
様
態
に
そ

-
し
て
'
話
題
を
意
味
付
け
つ
つ
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
付
託
さ
れ
る
意
味
を
明
示
的
に
語
る
場
合
も
、
そ
う
で
は
な
い
場

合
も
、
同
じ
こ
と
だ
。
い
わ
ゆ
る
評
語
や
評
論
を
も
た
な
い
説
話
で

も
'
意
味
は
語
り
口
に
響
い
て
い
る
。
説
話
は
そ
の
全
体
が
'
い
わ

ば
意
味
の
実
現
過
程
と
し
て
語
ら
れ
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
説
話
が
、
話
題
に
つ
い
て
の
話
題
へ
　
い
い
か
え
れ
ば
テ

キ
ス
ト
に
対
す
る
メ
タ
テ
キ
ス
ト
の
位
相
に
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。

し
た
が
っ
て
へ
　
〟
説
話
に
語
ら
れ
る
こ
と
″
す
な
わ
ち
説
話
の
表
現

は
'
<
語
る
主
体
>
が
話
題
を
メ
タ
化
す
る
そ
の
局
面
に
深
-
か
か

わ
っ
て
お
り
'
そ
れ
は
話
題
性
そ
の
も
の
と
は
別
の
位
相
に
あ
る
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。

〟
和
歌
的
情
趣
の
体
現
者
に
し
て
「
児
に
対
す
る
関
心
や
意
識
」

を
抱
-
叡
山
僧
″
 
、
こ
れ
は
話
題
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
語
は

た
し
か
に
こ
の
叡
山
僧
の
行
状
を
話
題
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

そ
の
時
代
の
美
意
識
や
価
値
観
へ
　
ま
た
風
俗
へ
世
相
と
無
関
係
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
取
材
さ
れ
た
叡
山
僧
の
行
状
あ
る
い
は

そ
こ
か
ら
窺
え
る
価
値
観
や
風
俗
を
、
そ
の
ま
ま
一
話
の
表
現
と
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
o
　
そ
れ
ら
は
、
あ
え
て
い
え
ば
、
話
題
に
す
ぎ

な
い
0
　
1
話
の
表
現
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
'
見
た
よ
う
に
、
話
題

の
メ
タ
化
の
局
面
だ
。
つ
ま
り
、
<
語
る
主
体
>
が
ど
の
よ
う
な
視

線
を
も
っ
て
こ
の
話
題
を
見
出
し
へ
　
そ
れ
と
ど
う
向
き
合
い
'
ど
の

よ
う
な
対
話
を
交
わ
し
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
発
見
/
付
与

し
、
ど
の
よ
う
な
話
題
と
し
て
こ
ち
ら
に
投
げ
か
け
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
を
問
う
こ
と
な
し
に
「
僧
院
の
に
お
い
」
を
喚

ぎ
取
っ
て
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
た
り
、
「
日
常
茶
飯
の
生
活
の
中
で
行
動
す

る
」
「
人
間
の
姿
」
を
垣
間
見
た
り
す
る
ば
か
り
で
は
'
話
題
と
向
き

合
い
対
話
す
る
「
人
間
の
姿
」
は
視
野
に
入
っ
て
こ
ま
い
。
す
な
わ

ち
へ
　
つ
い
に
へ
　
表
現
と
表
現
に
か
か
わ
る
〟
生
々
し
い
人
間
の
姿
″

に
出
会
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ど
う
な
の
だ
ろ
う
、
は
た
し
て
1
話
に
そ
ん
な
出
会
い

マ

-

ク

の
目
印
へ
　
メ
タ
化
の
局
面
を
窺
う
手
が
か
り
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
'
先
に
、
「
す
こ
し
変
」

で
は
な
い
か
と
い
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
こ
の
メ
タ
化
の
匂
い
を
喚
ぎ

つ
け
て
の
こ
と
。
け
れ
ど
も
そ
の
は
な
し
に
進
む
前
に
へ
　
今
す
こ
し

は
な
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
'
ほ
か
で
も
な
い
、
メ

タ
化
に
挑
む
〟
生
々
し
い
人
間
″
　
の
正
体
に
つ
い
て
の
は
な
し
だ
。

●
表
現
と
　
「
欲
望
」
と

こ
こ
ま
で
、
説
話
の
表
現
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
'
話
題
を
メ
タ
レ

ベ
ル
で
扱
い
、
こ
れ
と
向
き
合
い
対
話
し
っ
つ
意
味
を
発
見
/
付
与

す
る
<
語
る
主
体
>
の
営
み
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
説
話
は
、
<
語
る
主
体
>
が
話
題
へ
の
解
釈

行
為
に
よ
っ
て
見
出
し
た
意
味
を
話
題
の
再
構
築
に
よ
っ
て
言
語
的

に
実
現
し
た
も
の
へ
　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
化
し
て

図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

対
話

¥

j

-

-

1

I

-

‥

-

・

・

・

解
釈
行
為

実
現

吉
刷
脚
日
日
】

表
現
行
為

モ
デ
ル
図
は
と
か
く
説
明
不
足
に
な
り
が
ち
で
、
補
注
を
付
け
た
-

な
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
も
へ
　
発
見
/
付
与
さ
れ
る
意
味
の
素
性
、
ま

た
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
<
語
る
主
体
>
が
棲
ま
う
意
味
場
も
し
-
は

言
語
ゲ
ー
ム
の
様
態
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
彼
が
占
め
る
位
置
や
構
え

が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
し
'
さ
ら
に
は
、
話
題
内
容
そ
の
も
の
の
出

来
事
性
あ
る
い
は
そ
こ
に
す
で
に
付
託
さ
れ
て
い
る
意
味
の
<
語
る

主
体
>
へ
の
働
き
か
け
の
問
題
、
語
り
出
さ
れ
る
場
の
性
格
と
そ
の

磁
力
の
あ
れ
こ
れ
、
聞
き
手
(
読
者
)
　
の
作
用
の
-
さ
ぐ
さ
も
解
釈

行
為
や
表
現
行
為
の
さ
な
か
で
<
語
る
主
体
>
を
へ
　
ま
た
意
味
場
や

言
語
ゲ
ー
ム
を
'
ま
た
発
見
/
付
与
さ
れ
た
意
味
を
'
ゆ
さ
ぶ
り
つ

づ
る
言
葉
そ
の
も
の
の
侮
り
が
た
い
力
に
つ
い
て
へ
等
々
、
書
き
込

み
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
る
。
そ
れ
ら
は
し
か
し
'
後
に
あ
ら
た
め

て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
対
話
と
実
現
の
過
程
に
ひ
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そ
め
ら
れ
た
「
欲
望
」
　
に
つ
い
て
注
記
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

解
釈
と
表
現
の
営
み
の
う
ち
に
ひ
そ
む
「
欲
望
」
、
い
-
ぶ
ん
唐
突

な
こ
の
問
題
設
定
の
必
要
を
了
解
す
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
次

の
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
(
『
善
悪
の
彼
岸
』
九
)
な
ど
が
有
効
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

(
哲
学
者
は
)
哲
学
に
つ
ね
に
お
の
れ
の
措
-
像
に
な
ぞ
ら
え

て
世
界
を
創
造
す
る
、
他
の
様
に
は
な
し
え
な
い
。
哲
学
と
は

か
か
る
暴
君
的
衝
動
そ
の
も
の
で
あ
り
'
力
へ
の
意
志
へ
の
ー

-
「
世
界
創
造
」
　
へ
の
　
-
　
第
1
原
因
へ
の
'
も
っ
と
も
精
神

的
な
る
意
志
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ガ
ヤ
ト
リ
・
C
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ツ
ク
『
文
化
と
し
て
の
他
者
』

の
次
の
言
葉
は
ど
う
だ
ろ
う
。

説
明
へ
の
意
志
と
は
自
己
と
世
界
と
を
所
有
し
た
い
と
い
う
欲

望
の
徴
候
に
は
か
な
ら
な
い
。

日
本
の
説
話
を
云
々
す
る
文
章
に
な
に
や
ら
座
り
の
悪
い
断
章
を
引

い
た
の
は
'
ほ
か
で
も
な
い
、
話
題
に
つ
い
て
の
話
題
と
し
て
テ
キ

ス
ト
を
メ
タ
化
す
る
説
話
と
い
う
表
現
の
へ
　
そ
の
〟
説
明
″
　
の
言
語

行
為
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
よ
-
知
る
た
め
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
「
暴
君
的
衝
動
」
と
い
い
　
「
欲
望
」
と
い
い
、
ま

こ
と
に
穏
や
か
で
な
い
こ
と
ば
が
と
び
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
い
わ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
日
常
に
縁
遠
い
こ

と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
夫
婦
喧
嘩
。
こ
の
、
日
常
の
さ
さ
い
な
出

来
事
に
端
を
発
し
、
や
が
て
価
値
観
の
相
違
、
性
格
の
不
一
致
に
ま

で
行
き
着
い
て
し
ま
う
哲
学
論
争
は
'
ま
さ
に
「
お
の
れ
の
描
-
像

に
な
ぞ
ら
え
て
」
「
創
造
」
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
世
界
」
像
の
対
立

そ
の
も
の
と
し
て
、
相
互
の
「
暴
君
的
衝
動
」
が
火
花
を
散
ら
し
て

衝
突
す
る
生
々
し
い
現
場
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
で

展
開
さ
れ
る
互
い
の
立
場
の
主
張
強
弁
は
'
論
破
を
と
お
し
て
妻
/

夫
と
い
う
名
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
他
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
「
世
界
」

に
位
置
付
け
て
支
配
L
へ
　
さ
ら
に
こ
の
侮
り
が
た
い
他
者
と
の
関
係

を
結
び
直
す
中
で
自
己
を
あ
ら
た
め
て
「
所
有
」
し
ょ
う
と
す
る
「
欲

望
」
の
、
「
徴
候
」
ど
こ
ろ
か
露
骨
な
あ
ら
わ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で

も
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
〟
亭
主
関
白
″
 
〟
噴
天
下
″
は
そ
れ
ぞ
れ
「
暴

君
」
支
配
の
別
名
、
対
立
と
衝
突
の
は
て
に
確
定
し
た
勢
力
分
布
を

表
わ
す
言
葉
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
。
い
や
い
や
そ
ん
な
ご
た
い
そ

う
な
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
お
っ
し
ゃ
る
む
き
に
は
、

相
手
を
や
り
こ
め
た
時
に
一
瞬
あ
じ
わ
う
征
服
感
や
優
越
感
、
そ
し

て
し
だ
い
に
湧
き
お
こ
る
い
た
わ
り
の
情
愛
'
あ
る
い
は
や
り
こ
め

ら
れ
た
時
の
屈
辱
感
や
そ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
引
き
ず
る
こ
と
に
な
る

厭
世
感
な
ど
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
こ
う
。
そ
れ
ら
は
'
夫
婦
喧
嘩

が
自
己
の
存
在
と
「
世
界
」
像
を
措
け
た
対
立
へ
　
双
方
の
「
所
有
」

を
め
ぐ
る
「
欲
望
」
の
葛
藤
だ
っ
た
こ
と
の
、
ま
ざ
れ
も
な
い
証
し

だ
ろ
う
。
利
害
見
解
の
対
立
葛
藤
場
面
に
あ
ら
わ
に
な
る
言
表
の
本

性
。
そ
の
実
際
は
、
夫
婦
間
の
み
な
ら
ず
親
子
間
、
兄
弟
間
を
は
じ

め
職
場
の
上
司
部
下
問
へ
同
僚
問
、
さ
ら
に
は
論
壇
'
学
会
へ
　
経
済

界
へ
政
党
間
、
民
族
間
、
国
家
間
へ
等
々
'
い
く
ら
で
も
わ
れ
わ
れ

の
ま
わ
り
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
へ
　
そ
れ
ら
は
見

や
す
い
例
に
す
ぎ
ず
、
「
自
己
と
世
界
と
を
所
有
し
た
い
と
い
う
欲
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望
」
は
'
こ
う
し
て
今
の
べ
て
い
る
筆
者
の
言
葉
も
含
め
て
、
言
表

の
す
べ
て
に
率
ま
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
っ
た
。
親
の
子
供
へ
の

な
に
げ
な
い
こ
と
ば
へ
教
師
の
発
話
へ
　
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー

ス
キ
ャ
ス
タ
ー
や
レ
ポ
ー
タ
ー
の
コ
メ
ン
ト
へ
政
治
家
の
政
見
へ

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
論
評
-
-
。
そ
れ
ら
の
発
言
の
す
べ
て
は
'
対

立
葛
藤
の
場
面
で
の
よ
う
に
明
瞭
で
は
な
-
'
し
た
が
っ
て
ほ
と
ん

ど
気
付
か
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
へ
　
す
で
に
意
識
無
意
識
の
う

ち
側
で
形
作
ら
れ
て
い
る
　
「
お
の
れ
の
描
-
像
に
な
ぞ
ら
え
」
　
た
言

表
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
も
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
言
表
は
'

そ
れ
ぞ
れ
自
己
と
自
己
を
と
り
ま
-
世
界
を
「
お
の
れ
の
描
-
像
に

な
ぞ
ら
え
て
」
意
味
付
け
了
解
し
'
そ
れ
を
と
お
し
て
他
者
を
飼
い

慣
ら
し
、
同
一
化
し
支
配
し
よ
う
と
す
る
へ
　
す
な
わ
ち
自
己
化
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
自
己
と
世
界
の
所
有
」
を
志
向
す
る

行
為
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
言
表
の
表
出
の
う

ち
に
う
ご
め
-
自
己
化
の
志
向
と
そ
の
権
力
性
、
こ
れ
を
「
暴
君
的

衝
動
」
「
欲
望
」
と
よ
ぶ
。

さ
て
'
こ
う
し
て
ニ
ー
チ
ェ
ら
の
準
吉
か
ら
言
表
の
本
性
を
省
み

る
と
き
'
そ
れ
は
'
説
話
を
語
る
と
き
の
言
語
主
体
の
営
み
の
内
実

を
、
こ
れ
以
上
の
ぞ
め
な
い
-
ら
い
に
よ
-
説
明
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
説
話
も
ま
た
へ
　
「
他
の
様
に
は
な
し
え
な
い
」
<
語
る
主

体
>
が
話
題
と
向
き
合
い
、
そ
れ
を
「
お
の
れ
の
描
-
像
に
な
ぞ
ら

え
て
」
「
創
造
」
し
よ
う
と
し
た
「
世
界
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
実

の
モ
ノ
や
コ
ト
の
由
来
=
<
お
こ
り
>
を
説
き
へ
何
ご
と
か
の
事
例

=
<
た
め
し
>
と
し
て
そ
こ
で
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
示
す
、
そ
う
し
た
説
話
の
説
示
性
機
能
に
注
目
す
る
な
ら
ば
'

説
話
は
ま
さ
に
、
「
説
明
へ
の
意
志
」
を
も
つ
<
語
る
主
体
>
、
「
自

己
と
世
界
と
を
所
有
し
た
い
と
い
う
欲
望
」
　
の
実
現
過
程
そ
の
も
の

と
し
て
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
'
説
話
の
扱
う
話
題
　
(
事
柄
)
　
が
、
い

つ
も
<
語
る
主
体
>
の
「
暴
君
的
衝
動
」
「
欲
望
」
の
眼
差
し
に
さ
ら

さ
れ
へ
　
そ
の
も
と
で
変
形
さ
れ
'
あ
ら
た
な
「
像
」
を
結
ん
で
差
し

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
説
話
は
、
話
題
を
媒
体
と
し
て
語
り
に
「
欲

望
」
を
ひ
そ
ま
せ
へ
　
「
欲
望
」
に
根
差
し
た
何
か
を
あ
ら
た
め
て
/
あ

ら
た
に
表
現
と
し
て
創
り
出
し
て
い
る
　
(
逆
に
い
え
ば
、
何
か
を
あ

ら
た
め
て
/
あ
ら
た
に
表
現
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
)
　
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
メ
タ
化
の
営
み
に
ひ
そ
む
「
欲
望
」
が
い
か
に

説
話
の
表
現
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
へ
　
説
話
の
表
現
を
読
む
と
は
、
話
題
性
は
も
ち
ろ

ん
、
明
示
的
な
意
味
付
け
を
確
認
す
る
こ
と
に
止
ま
る
も
の
で
も
な

-
'
む
し
ろ
、
意
味
の
衣
を
ま
と
わ
せ
つ
つ
　
「
像
」
を
差
し
出
す
言

表
行
為
の
、
そ
の
根
源
に
あ
る
「
欲
望
」
　
の
か
た
ち
や
位
相
を
問
う

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
ま
た
へ
　
語
り
に
ひ
そ
む
そ
う
し
た
　
「
欲

望
」
に
よ
っ
て
何
が
創
造
さ
れ
何
が
排
除
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
問
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
へ
説
話
の
表
現
お
よ
び
そ
こ
で
営
ま
れ
る
言
語
行
為
に

つ
い
て
へ
　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
説
話
を
、
扱
わ
れ
て
い
る

事
柄
や
出
来
事
つ
ま
り
話
題
性
に
そ
-
し
て
把
握
し
'
説
話
を
標
本

化
し
て
扱
う
態
度
は
、
ひ
ど
-
説
話
を
物
象
化
し
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

な
構
え
の
よ
う
に
見
え
て
-
る
。
そ
し
て
説
話
が
語
ら
れ
る
ま
さ
に
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そ
の
時
に
話
題
に
さ
し
む
け
ら
れ
た
<
語
る
主
体
>
の
「
欲
望
」
に

つ
い
て
の
配
慮
を
い
ち
じ
る
し
-
欠
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
'
説
話
の
標
本
化
を
こ
そ
求
め
る
い
わ
ば
性
急
な
知
識
化
志
向

は
、
そ
れ
こ
そ
現
代
人
の
古
典
テ
キ
ス
ト
へ
の
「
欲
望
」
の
顕
れ
な

の
で
も
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
「
欲
望
」
　
へ
の
配
慮
の
欠
如
は
、
表

現
の
基
底
に
あ
る
「
欲
望
」
の
か
た
ち
、
ひ
い
て
は
<
語
る
主
体
>

の
棲
ま
う
言
語
ゲ
ー
ム
、
意
味
場
を
窺
う
契
機
を
奪
う
ば
か
り
で
な

く
「
欲
望
」
と
話
題
と
が
括
抗
し
対
立
し
相
互
に
働
き
か
け
あ
う
怪

し
い
関
係
へ
　
さ
ら
に
い
え
ば
そ
の
実
現
過
程
で
発
揮
さ
れ
る
<
こ
と

ば
>
の
カ
　
ー
　
聞
き
手
や
読
者
に
と
い
う
だ
け
で
な
く
<
語
る
主

体
∨
の
「
欲
望
」
に
も
働
き
か
け
動
揺
さ
せ
る
そ
の
侮
り
が
た
い
カ

ー
　
へ
の
視
界
を
も
閉
ざ
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
<
読

む
>
愉
し
み
　
-
　
<
語
る
主
体
>
の
「
欲
望
」
'
言
語
ゲ
ー
ム
や
意
味

場
を
読
み
込
む
と
こ
ろ
に
映
し
出
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
そ
れ
ら

を
'
疎
遠
化
し
異
化
し
っ
つ
眺
め
る
愉
し
み
。
さ
ら
に
は
<
語
る
主

体
>
や
そ
の
「
欲
望
」
の
動
揺
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
可
能
性
を
兄
い

だ
す
愉
し
み
　
-
　
を
も
、
そ
れ
は
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
テ
キ
ス
ト
は
い
つ
も
読
者
の
前
に
開
か
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
へ
説
話
を
標
本
化
し
古
典
を
知
識
化
す
る
こ
う
し
た
態
度
を

も
っ
て
説
話
に
対
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
7
向
に
差
し
支
え
な
い
。

差
し
支
え
な
い
が
へ
　
そ
の
場
合
に
は
'
読
み
取
ら
れ
た
事
柄
や
出
来

事
と
説
話
の
表
現
と
が
別
も
の
で
あ
る
こ
と
を
'
き
ち
ん
と
弁
え
て

お
-
べ
き
だ
ろ
う
。
事
柄
や
出
来
事
の
表
相
的
な
確
認
か
ら
'
た
ま

た
ま
見
出
さ
れ
る
世
相
風
俗
世
態
を
珍
し
そ
う
に
言
い
立
て
た
り
'

現
代
人
の
興
味
関
心
に
あ
わ
せ
て
想
像
(
創
造
)
し
た
価
値
観
や
美

意
識
に
好
悪
を
云
々
し
た
り
、
芥
川
龍
之
介
の
視
線
(
「
今
昔
物
語
集

鑑
賞
」
　
1
九
二
七
年
)
　
に
自
ら
の
視
線
を
重
ね
て
登
場
人
物
の
行
状

に
〟
生
々
し
い
人
間
″
を
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
実
感
し
て
感
動
し
た

り
'
彼
ら
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
勝
手
に
同
化
異
化
し
て
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
探
し
の
遊
び
に
興
じ
た
り
、
そ
う
し
た
こ
と
は
自

由
だ
が
、
ま
ち
が
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
作
品
を
論
ず
る
と
い
っ
た
こ

と
だ
け
は
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
「
『
今
昔
物
語
』
は
-
-
野
性
の

美
し
さ
に
充
ち
満
ち
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
り
'
「
日
常
茶
飯
の
生
活
の

中
で
行
動
す
る
」
「
人
間
の
姿
を
確
か
に
と
ら
え
る
」
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
な
ど
と
い
わ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
生

ま
々
々
し
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
話
題
性
へ
話
題
か
ら
摘
出
さ
れ
る
も

の
の
見
方
や
考
え
方
、
「
日
常
茶
飯
の
生
活
の
中
で
行
動
す
る
」
「
人

間
の
姿
」
と
い
っ
た
事
柄
が
、
説
話
の
語
ら
れ
る
ま
さ
に
そ
こ
に
お

い
て
'
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
'
ど
の
よ
う
な
「
像
」
と
し
て
「
創

造
」
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
「
欲
望
」
に
そ
く
し
て
明
ら
か

に
し
、
そ
こ
で
何
が
あ
ら
た
め
て
/
あ
ら
た
に
創
り
だ
さ
れ
何
が
排

除
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
問
う
て
か
ら
に
し
た
い
。
そ
し
て
へ

そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
自
ら
を
も
問
う
こ
と
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
た
い
。
(
未
完
)

(
広
島
大
学
)

※
な
お
本
稿
続
編
は
r
論
叢
国
語
教
育
学
」
第
4
号
に
投
稿
し
た
。
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