
求
め
て
き
た
「
生
活
」
の
理
念

本
日
、
こ
こ
に
広
島
大
学
教
育
学
部
の
ど
主
催
に
よ
る
べ
.
(
タ
ロ
ッ

チ
-
祭
が
催
さ
れ
、
私
も
そ
の
席
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ

と
は
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
幸
せ
と
存
じ
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

こ
i
J
に
こ
の
栄
え
あ
る
席
上
に
お
き
ま
し
て
、
べ
ス
タ
ロ
ッ
チ
-
質

を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
身
に
あ
ま
る
光
栄
と
存
じ
ま
す
。
い
た

だ
き
ま
し
た
べ
ス
タ
ロ
ッ
チ
-
先
生
の
御
像
は
大
切
に
保
存
い
た
し
ま

し
て
、
と
こ
し
え
に
家
宝
と
し
て
、
い
や
私
の
書
斉
の
教
育
神
と
し
て

ま
つ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
今
年
の
七
月
、
清
七
十
五
才
を
迎
え
ま
す
の
で
、
す
で
に
人

生
の
晩
年
に
足
を
踏
み
こ
ん
で
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
C
が
、
今
回

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
の
栄
誉
を
考
え
ま
す
と
、
何
か
陶
の
な
か
に
老
い

ら
く
の
血
な
が
ら
も
ふ
つ
ふ
つ
と
醗
酵
し
て
-
る
よ
う
な
気
が
い
た
し

ま
す
。
今
後
、
籍
馬
に
鞭
打
ち
ま
し
て
、
1
層
教
育
の
道
に
励
み
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ど
鞭
蛙
・
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
敵
い
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
今
回
の
受
賞
を
記
念
し
て
何
か
私
の
歩
ん
で
来
た
教
育
の
道

に
つ
い
て
話
し
て
欲
し
い
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
こ
こ
に
一
時
間
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
歩
ん
で
来
ま
し
た
教
育
の
道
の
経
緯
を
か
い

つ
ま
ん
で
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
が
「
生
活
指
導
」
と
い
う
こ
と
ば
を
成
語
化
し
て
位
に
問
う
た
の

は
、
大
正
十
1
年
出
版
の
「
文
化
中
心
綴
方
新
教
授
法
」
の
上
で
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
東
京
大
学
の
宮
坂
背
丈
教
授
が
「
よ
り

正
確
に
は
、
峰
地
氏
の
こ
の
書
に
お
い
て
『
生
活
指
導
』
と
い
う
こ
と

ば
が
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
　
(
「
作
文
と

教
育
」
昭
和
三
十
二
年
四
月
号
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
同
教
授
は
、
私
の
そ
の
生
活
指
導
の
概
念
規
定
の
く
だ
り
を

と
り
あ
げ
、
「
生
活
綬
方
の
い
わ
ば
先
駆
的
な
表
現
で
あ
る
。
」
と
言

表
し
て
い
ま
す
。
同
教
授
は
さ
ら
に
、
「
上
田
圧
三
郎
氏
が
『
新
し
い

拓
野
は
二
、
三
%
の
文
学
少
年
に
は
な
-
て
、
七
、
八
%
の
有
像
無
像

の
青
少
年
に
あ
る
』
　
『
優
れ
た
内
容
を
も
っ
た
ま
ず
い
表
現
の
綴
方

を
、
貧
弱
な
内
容
を
も
つ
う
ま
い
文
章
よ
り
も
よ
い
と
す
る
』
『
い
つ

も
新
し
い
あ
の
子
を
見
出
し
て
行
く
』
と
、
ま
こ
と
に
大
胆
に
い
い
放

っ
た
生
活
棋
方
の
主
張
の
い
わ
ば
先
駆
的
表
現
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
。
」
と
も
言
表
し
て
い
ま
す
。
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そ
の
後
、
私
は
「
文
化
中
心
国
語
新
教
授
法
」
上
下
二
番
を
発
表
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
正
十
四
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
巻
の
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を
目
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念
と
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り
あ
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た
わ
け
で
す
。
そ
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を
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と
次
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な
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ま
す
。
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こ
こ
で
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
の
哲
学
や
唯
物
論
の
哲
学
と
は
異
質
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
て
お
る
わ
け
で
す
。
次
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

「
認
識
を
教
育
の
冥
利
の
下
に
従
え
る
説
、
即
ち
概
念
の
其
な
る
か

偽
な
る
か
は
、
こ
の
概
念
が
、
い
か
ば
か
り
実
用
上
有
用
で
あ
る
か

否
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
」
　
(
「
入
沢
教
育
辞
典
」
)

こ
こ
で
は
冥
利
と
い
う
も
の
が
上
位
概
念
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、

生
活
は
そ
の
下
位
概
念
、
従
属
耽
念
と
し
て
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
認
識
の
そ
れ
は
基
礎
と
な
り
、
認
識
か
ら
発
展
し
て
行

動
化
さ
れ
、
あ
る
い
は
表
現
化
さ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
考

え
る
と
、
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
は
、
生
活
を
下
位
概
念
と
し
て
取
り
扱
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
唯
物
論
に
お
い
て
も
、
物
が
上
位
概
念
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
、
生
活
は
下
位
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
る
の
み
な
ら

ず
、
宗
教
な
ど
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
は
阿
片
だ
と
い
う
こ
と
ば

が
、
そ
の
こ
ろ
さ
か
ん
に
使
用
さ
れ
、
宗
教
は
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け

で
す
。
と
こ
ろ
が
最
近
.
シ
ベ
リ
了
の
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
の
状
況
で
す
が
'

あ
そ
こ
に
は
一
千
体
の
仏
像
が
あ
り
、
そ
し
て
二
百
年
前
の
寺
院
が
現

存
し
て
い
る
o
そ
れ
を
ソ
連
政
府
は
近
ご
ろ
修
復
す
る
運
び
に
し
た
と

い
う
こ
と
を
報
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ソ
連
政
府
が
誤
謬
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
生
活
か
ら
宗
教
を
の
ぞ

い
て
し
ま
う
と
、
生
活
は
空
疎
化
し
て
し
ま
う
と
私
は
思
う
の
で
す

が
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
と
教
育
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
後
に
や
や
-
わ
し
く
述
べ
る
考
え
で
あ
り
ま
す
。

次
に
私
は
、
同
書
で
「
生
活
と
は
生
命
が
対
象
と
交
渉
す
る
、
そ
の

相
で
あ
る
」
と
規
定
し
ま
し
た
。
そ
の
生
命
と
い
う
の
は
、
子
供
の
生

命
、
教
師
の
生
命
、
教
材
の
生
命
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
対
象
を
も
っ

て
交
渉
す
る
相
を
さ
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
7
つ
の
実
例
を
あ
げ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

九
月
の
あ
る
日
、
放
課
後
の
清
掃
作
業
の
と
き
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
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た
。
二
年
生
の
育
也
、
節
地
の
二
人
の
子
ど
も
は
そ
の
当
番
で
し
た

が
、
「
今
日
は
、
お
そ
う
じ
、
い
や
。
」
と
言
っ
て
、
か
ば
ん
を

膏
に
か
け
て
、
さ
っ
さ
と
教
皇
を
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私

は
残
っ
た
二
人
の
子
ど
も
と
、
ほ
う
き
を
動
か
し
な
が
ら
考
え
ま
し

た
。
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
三
人
と
も
そ
ろ
っ
て
掃
除
を
拒
否
す
る
と

は
?
原
因
ら
し
い
も
の
は
何
も
心
当
た
り
は
な
い
。
か
れ
ら
の
気
ま
ぐ

れ
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
?
i
J
に
か
く
抗
議
だ
け
は
し
て
お
い
た
方
が
よ

か
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
ほ
う
き
を
持
っ
た
ま
ま
、
玄
関
の
と
こ
ろ
ま
で

行
っ
て
み
ま
し
た
。
二
人
は
玄
堅
剛
の
庭
石
に
唾
を
か
け
て
い
ま
す
。

「
き
み
た
ち
、
今
日
は
当
番
だ
ろ
う
。
」
　
「
は
い
、
当
番
で
す
。
」

二
人
は
は
っ
き
り
当
番
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
「
当
番
な

ら
ば
、
お
そ
う
じ
す
る
の
が
つ
と
め
だ
ろ
う
。
」
　
「
で
も
、
い
や
や
も

ん
・
」
「
い
や
で
も
、
つ
と
め
と
い
う
も
の
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

だ
よ
。
」
け
れ
ど
も
二
人
は
腔
を
か
け
た
ま
ま
動
こ
う
と
は
し
な
い
。

「
つ
と
め
の
で
き
な
い
も
の
は
、
ね
こ
や
犬
と
お
ん
な
じ
だ
、
そ
れ
で

も
よ
ろ
し
い
t
か
o
」
「
い
い
と
も
。
」
二
人
は
そ
う
い
っ
て
平
気
で
す
。

私
は
仮
に
す
え
か
ね
る
も
の
が
あ
っ
た
が
ふ
た
た
び
教
室
に
は
い
.
っ
て

い
っ
て
「
育
也
君
や
節
姫
君
は
ど
う
し
て
も
お
そ
う
じ
が
い
や
だ
と
い

う
か
ら
三
人
で
や
り
ま
し
ょ
う
ね
。
」
そ
う
い
っ
て
み
ん
な
で
ほ
う
き

を
動
か
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
教
皇
の
入
口
の
方
か
ら
　
「
ワ

ソ
、
ワ
ニ
と
子
ど
も
の
声
が
し
ま
し
た
。
み
る
と
節
雄
が
四
つ
ん
ば

い
に
な
っ
て
、
教
皇
の
中
に
は
い
っ
て
き
た
。
「
ぼ
く
、
お
そ
う
じ
や

る
よ
。
」
さ
っ
き
私
が
、
つ
と
め
の
で
き
な
い
も
の
は
猫
や
犬
と
お
な

じ
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
、
自
分
も
猫
や
犬
の
よ
!
つ
な
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
い
み
じ
く
も
演
出
し
て
み
せ
た
わ
け
で
す
。
バ
ッ
ハ
、
バ
ッ
ハ

と
み
ん
な
は
琴
っ
し
、
節
雄
も
バ
ッ
ハ
、
バ
ッ
ハ
と
笑
い
な
が
ら
は
う

壇
を
持
ち
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
育
也
は
つ
い
に
姿
を
み
せ
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

れ
か
ら
三
日
め
の
こ
と
、
育
也
は
は
げ
し
い
腹
痛
を
う
っ
た
え
だ

し
ま
し
た
。
私
は
救
急
箱
か
ら
胃
腸
薬
を
だ
し
て
与
え
ま
す
と
、
間
も

な
く
育
也
は
、
げ
げ
げ
と
吐
き
だ
し
た
の
で
す
。
そ
の
な
か
に
な
ん
と

二
十
セ
ン
チ
も
あ
る
大
き
な
桐
虫
が
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は

古
新
聞
を
も
ち
出
し
、
そ
の
桐
虫
や
吐
潟
物
の
後
始
末
を
し
た
の
で
す

が
、
か
れ
は
吐
い
て
し
ま
う
と
'
け
ろ
り
と
し
て
に
こ
に
こ
L
だ
し
ま

し
た
。
あ
ん
な
大
き
な
姐
虫
に
胃
壁
を
つ
っ
つ
か
れ
た
の
で
、
あ
ん
な

に
も
苦
し
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
掃
除
当
番
の
日
、
育
也

が
ど
う
し
て
も
腔
を
あ
げ
な
か
っ
た
の
は
'
身
体
の
模
様
が
悪
か
っ
た

の
が
原
因
だ
っ
た
ろ
う
。
私
は
抗
議
を
い
っ
た
だ
け
で
伺
ひ
と
つ
小
言

を
い
わ
な
か
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
、
と
し
み
じ
み
と
考
え
こ
む
の
で
あ

り
ま
し
た
J
そ
の
次
の
朝
、
育
也
は
私
の
と
こ
に
よ
っ
て
き
て
言
い
ま

七
た
。
「
先
生
へ
こ
の
あ
い
だ
、
お
そ
う
じ
し
な
か
っ
た
こ
と
、
ご
め

ん
ね
。
今
日
は
、
ば
-
ひ
と
り
で
や
る
か
ら
ね
。
」
　
「
い
や
、
き
み
ひ

と
り
で
し
な
く
て
も
い
い
よ
。
み
ん
な
で
や
ろ
う
ぜ
。
」
と
言
っ
て
一
局

に
手
を
か
け
て
や
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

生
活
指
導
の
は
あ
い
の
心
理
は
'
は
じ
め
に
対
象
と
対
立
す
.
る
相
互

対
立
す
る
段
階
が
あ
る
。
上
述
の
例
で
い
え
ば
、
掃
除
を
中
心
に
し
て



子
供
と
私
と
は
相
互
に
升
立
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
次
が
相

互
理
解
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
に
相
互
肯
定
、
こ
う
い
う
三
段
階
を
と
る

わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
掃
除
を
中
心
に
し
て
育
也
と
私
と
が
対
立
し

た
。
次
に
腹
痛
の
あ
っ
た
事
実
か
ら
'
育
也
と
私
が
相
互
理
解
の
段
階

に
す
す
む
。
さ
ら
に
そ
れ
が
相
互
肯
定
の
段
階
に
及
ん
だ
わ
け
で
あ
り

ま
す
。そ

の
相
互
肯
定
の
し
か
た
な
の
で
す
が
'
私
の
考
え
て
い
た
こ
と
が

全
面
的
に
子
ど
も
に
も
肯
定
し
て
も
ら
え
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら

も
う
三
は
、
私
が
叱
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
あ
の
時
叱
っ
て
い
た
な

ら
、
こ
れ
は
非
常
に
私
は
つ
ま
ら
ん
教
師
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
つ

ま
り
、
何
も
叱
ら
な
い
で
も
自
然
な
形
で
肯
定
の
境
地
に
入
っ
た
の
で

す
。
そ
の
肯
定
の
し
か
た
、
子
ど
も
の
肯
定
の
し
か
た
に
ユ
ニ
ー
ク
な

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
私
は
「
教
材
が
成
長
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
て
い
ま
す

が
、
教
材
が
成
長
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
し
よ
う
。
た

っ
た
ひ
と
り
の
画
家
北
斉
の
「
富
壁
二
十
六
景
」
の
出
現
に
よ
っ
て
富

士
山
の
山
の
形
も
色
も
兄
か
わ
る
よ
う
に
成
長
し
ま
し
た
。
そ
し
て
,

こ
れ
は
お
と
な
の
場
合
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
の
場
合
に
お

い
て
も
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
・

ね
ば
つ
つ
じ

み
ろ
-
さ
ん
か
ら
お
り
る
と
き

ね
ば
つ
つ
じ
の
は
な
を
と
り
ま
し
た

ひ
と
つ
む
ね
に
つ
け
て
-
ん
し
よ
う
だ
と
い
い
ま
し
た

ぎ
ょ
う
さ
ん
む
ね
に
つ
け
ま
し
た

そ
し
て
は
な
う
り
む
す
め
と
い
い
ま
し
た

ほ
お
の
は
を
と
っ
て

か
さ
に
か
ぶ
り
ま
し
た

一
ね
ん
　
ま
つ
だ
　
か
な
え

ほ
お
の
葉
は
笠
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
か
ぶ

る
と
ち
ょ
う
ど
う
ま
-
笠
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
1
年
生
の
入
学

し
て
間
も
な
い
五
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
時
の
こ
の
作
者
の

か
な
え
さ
ん
は
、
ま
だ
五
十
音
が
全
部
書
け
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

で
「
ね
ば
つ
つ
じ
の
『
ば
』
は
ど
う
か
き
ま
す
か
。
ぎ
ょ
う
さ
ん
の

『
ぎ
ょ
う
』
と
い
う
の
は
ど
う
か
き
ま
す
か
。
」
い
ち
い
ち
き
い
て
仕

上
げ
た
の
が
こ
の
一
筋
の
詩
な
の
で
す
。

・

　

・

　

・

　

・

槙
高
四
百
三
十
六
メ
ー
ト
ル
の
平
凡
な
み
ろ
く
山
が
こ
の
一
作
に
よ

っ
て
す
ば
ら
し
い
楽
園
と
し
て
成
長
し
た
と
言
え
ま
す
。
教
材
が
成
長

し
た
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
師
で
あ
る
私
も
'
学
級
の
子
ど
も

全
体
も
い
っ
し
ょ
に
成
長
し
た
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
生
活
と
は
、
生
活
が
育
つ
教
育
の
場
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ

と
ば
を
私
は
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
一
口
で
言
い
ま
す
と
、
児

童
・
教
師
・
教
材
の
三
者
が
、
弁
証
浩
的
な
か
ら
み
合
い
を
み
せ
つ
つ

進
展
す
る
も
の
、
そ
し
て
そ
の
各
々
が
十
全
に
生
か
さ
れ
な
が
ら
、
そ

の
一
方
で
は
相
互
に
制
限
を
受
け
つ
つ
'
'
各
個
に
で
は
な
く
、
組
織
的

に
よ
り
高
次
の
も
の
へ
と
進
展
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
者
の
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総
合
す
る
場
、
あ
る
い
は
志
向
す
る
所
が
即
ち
「
生
活
」
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
ば
は
「
は
ら
っ
ぱ
教
皇
」
と
い
う
小
さ
な
文
集
の

あ
と
が
き
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
こ
の
境
地
を
う
ち

出
し
た
の
は
大
正
十
五
年
の
雑
誌
「
教
育
論
去
」
　
(
十
二
月
号
)
に
お

い
て
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
図
解
を
か
か
げ
て
、
教

0

育
の
場
の
意
味
を
解
説
し
て
お
り
ま
す
。

が
あ
り
ま
す
。
児
童
と
教
師
と
自
然
を
と
り
ま
く
大
形
の
〇
、
す
な
わ

ち
大
圏
の
意
味
す
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

第
一
の
意
味
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
児
童
・
教
師
・
自
然
の
三

者
が
平
等
の
立
場
に
お
い
て
肯
定
に
い
た
る
場
の
意
味
で
あ
る
こ
と

は
、
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
づ
。

<
説
明
>

-
矢
じ
る
し
-
相
互
交

渉の-'<

2
大
圏
の
内
は
教
育
の

場
。
圏
外
は
生
命
が

飛
起
し
発
展
す
る
観

照
(
壁
)
の
性
界
。

教
師
側
か
ら
は
児
童
と
自
然
(
教
材
)
へ
交
渉
す
る
。
児
童
側
か
ら

は
教
師
と
自
然
(
教
材
)
へ
交
渉
す
る
。
同
等
の
立
場
で
交
拶
す
る
。

自
然
側
か
ら
は
教
師
と
児
童
へ
交
渉
す
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
が

生
ま
れ
て
く
右
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
三
者
相
互
の
間
に
は
①
対

立
　
◎
理
解
　
③
肯
定
の
関
係
が
生
ま
れ
へ
真
の
肯
定
の
境
涯
に
達
し

た
と
き
教
育
の
効
率
は
十
全
な
も
の
と
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
、
上
述
の
図
解
に
つ
い
て
説
明
し
て
.
お
く
必
要

第
二
の
意
味
は
、
上
述
の
三
者
の
肯
定
が
さ
ら
に
よ
り
高
い
観
照
の

世
界
に
飛
躍
す
る
意
味
を
シ
ム
ポ
ラ
イ
ズ
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
ま

す
・
哲
学
や
美
学
で
は
、
観
照
(
C
o
n
t
e
m
p
l
a
t
i
o
n
)
　
と
い
っ
て
い

○

ま
す
が
仏
教
で
は
こ
れ
を
「
空
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

島
村
抱
月
は
「
芸
術
講
話
」
　
(
大
正
六
年
四
月
)
に
お
い
て
椀
照
の

心
理
な
ら
び
に
、
宗
教
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

観
照
と
は
蓋
し
、
そ
の
図
中
に
現
わ
れ
た
人
生
の
粒
々
の
事
柄

空
々
十
分
に
活
現
さ
せ
て
、
自
分
に
か
ま
は
ず
、
又
う
っ
か
り

他
の
こ
と
を
考
え
て
不
注
意
で
ゐ
る
と
い
ふ
如
き
こ
と
な
く
、
充

分
に
注
意
力
を
も
感
覚
力
を
も
、
そ
の
方
画
に
充
実
さ
せ
、
す
べ
て

を
自
分
の
こ
と
か
の
や
う
に
痛
切
に
同
情
し
て
心
内
に
営
む
、
そ
の

場
合
に
、
お
の
づ
か
ら
不
断
と
は
違
っ
て
、
眼
前
の
全
人
生
が
平
等

に
十
分
に
自
己
円
に
展
開
し
暢
達
す
る
や
う
に
覚
え
て
、
そ
こ
に
其

の
人
の
人
格
相
応
な
1
位
の
隈
憩
が
担
っ
て
来
る
、
こ
の
全
体
の
気

分
を
指
す
の
で
あ
る
。
~
か
よ
う
な
気
拝
が
芸
術
の
至
極
な
る
境
地
で

あ
っ
て
、
つ
ま
り
こ
れ
で
我
々
は
本
当
の
人
生
、
深
い
全
体
的
な
人

生
の
意
義
と
い
ふ
如
き
も
の
を
味
ふ
や
う
に
な
る
。
宗
教
的
と
も
名

づ
け
ら
れ
よ
う
。
人
生
の
第
1
義
を
想
う
心
で
あ
る
。

(
島
村
抱
月
著
「
芸
術
講
話
」
　
　
　
ペ
)
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こ
こ
で
抱
月
は
「
宗
教
的
と
む
名
づ
け
ら
れ
よ
う
」
と
、
大
ま
か
な

表
現
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
を
も
う
少
し
詳
述
し
て
お
き
ま

す
。o

o

o

o

o

空
思
想
す
な
わ
ち
空
相
に
つ
い
て
、
「
哲
学
大
辞
書
」
　
(
大
正
十
1

年
同
文
棺
刊
)
は
、
次
ぎ
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
そ

の
要
旨
の
み
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。

*

　

r

大
乗
仏
教
共
通
の
空
思
想
は
、
望
見
、
破
親
の
意
に
し
て
1
切
差

別
の
定
親
を
超
脱
せ
し
め
、
諾
有
の
翻
念
の
繋
紺
よ
り
解
脱
せ
し
め

ん
と
す
る
の
音
に
外
な
ら
ず
、
さ
れ
ば
1
切
皆
空
と
説
き
、
空
と
説

き
、
魔
を
空
し
、
仏
を
空
す
と
即
、
実
在
を
空
す
る
に
非
ず
し
て
、

実
在
に
対
す
る
主
観
的
妄
執
語
の
打
破
、
超
脱
を
敦
ふ
る
に
外
な
ら

ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
(
哲
学
大
都
書
第
7
巻
　
五
五
二
べ
)

観
照
や
空
概
の
心
理
は
、
要
す
る
に
実
在
に
対
す
る
主
糊
的
妄
想
、

執
着
の
打
破
を
教
え
る
こ
と
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
よ
か
ろ
う
か
と

思
う
の
で
す
.
そ
こ
に
教
育
の
理
想
境
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
発
ほ
ど
述
べ
た
と
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
あ
と
戻
り
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

さ
き
に
相
互
対
立
か
ら
、
相
互
理
解
へ
、
さ
ら
に
相
互
肯
定
の
各
段

階
の
経
緯
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
が
、
今
日
、
相
互
理
解
の
必
要
に
つ

い
て
は
、
事
実
に
即
し
て
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
相
互
肯
定
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
主
張
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

主
義
や
主
張
に
こ
だ
わ
る
と
、
相
互
肯
定
の
境
地
に
入
る
こ
と
が
で

∵

　

.

r

-

・

・

i

　

　

　

　

つ

>

.

!

∵

-

.

-

>

.

t

*

-

'

る
わ
け
で
侶
あ
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
は
生
活
者
な
の
で
す
か
ら
、
思
想

を
「
生
活
」
の
ル
ツ
ポ
に
入
れ
て
加
熱
す
る
と
相
互
肯
定
が
可
能
と
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
こ
と
ご
と
に
対
立
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
共
産
主
義
国
家
と
自
由
主
義
国
家
が
、
と
も
ど
も
に
手
を
つ
な
い
で

南
極
大
陸
の
開
発
に
あ
た
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
主

義
を
超
え
た
相
互
肯
定
の
境
涯
で
す
。
何
と
美
し
い
世
界
で
あ
り
ま
し

ょ
う
o
さ
き
に
相
互
「
計
定
の
境
涯
に
達
し
た
と
き
、
教
育
の
効
率
は

十
全
な
も
の
と
な
る
」
と
い
い
ま
し
た
。
こ
の
主
張
と
、
南
極
大
陸
の

開
発
の
事
実
と
考
え
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
・

こ
こ
で
そ
の
相
互
肯
定
に
い
た
る
操
作
と
し
て
の
二
億
論
理
に
つ
い

て
少
し
語
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

二
的
論
理
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
異
質
の
も
の
を
比
較
し
て
、
そ
こ

か
ら
あ
る
い
は
帰
納
し
済
鐸
し
て
1
つ
の
正
し
い
結
論
に
到
達
す
る
方

法
を
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
へ
天
と
地
へ
陽
と
陰
、
夜
と
昼
へ
生
と

死
な
ど
二
つ
の
も
の
を
比
較
し
'
帰
納
し
漬
緒
し
て
、
最
後
に
そ
れ
ら

を
琉
7
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
生
と
死
と
は
仝
-
反
対
の

樋
の
も
の
で
す
が
、
そ
れ
が
相
互
に
肯
定
さ
れ
琉
1
体
と
な
っ
た
と

き
、
〝
生
死
即
浸
鍵
〟
の
高
度
な
境
涯
の
も
の
と
な
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。

.
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
ペ
ス
ク
ロ
ッ
チ
-
先
生
が
死
去
の
二
年
前
、

す
な
わ
ち
八
十
才
の
と
き
に
到
達
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
生
活
が
陶
冶

す
る
」
と
い
う
思
想
に
根
源
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

ご
静
聴
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
私
の
講

話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

(
昭
和
四
十
年
二
月
十
三
日
　
講
漬
、
の
ち
加
筆
)
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