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「
さ
と
り
世
代
」
と
「
少
欲
知
足
」

髙
　
佐
　
宣
　
長

　
　
　
　
　
　
　
一

　

最
近
、「
さ
と
り
世
代
」
と
い
う
言
葉
が
、
使
わ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
（
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
日
の
口
頭
発
表
後
、
そ
の
年

の
暮
れ
の
「
ユ
ー
キ
ャ
ン
新
語
・
流
行
語
大
賞
」
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
ま
し
た
）。

  

日
本
経
済
新
聞
産
業
地
域
研
究
所
の
山
岡
拓
が
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
付
で
、『
欲
し
が
ら
な
い
若
者
た
ち
』
と
い
う
書
物
を

出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
本
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
で
の
ス
レ
ッ
ド
が
立
ち
上
が
り
、
そ
の
中
で
初
め
て
「
さ
と
り
世

代
」
と
い
う
言
葉
が
書
き
込
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
２
ち
ゃ
ん
ね
る
」
と
い
う
有
名
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲
示
板
の
元
管
理
人
の
、
ひ
ろ
ゆ
き
が
、
平
成
二
十
二
年
二
月

二
日
午
前
十
一
時
十
二
分
に
、T

w
itter

と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
使
っ
て
、「
さ
と
り
世
代
」
に
つ
い
て

　
　

ゆ
と
り
世
代
の
次
。
結
果
の
わ
か
っ
て
る
こ
と
に
手
を
出
さ
な
い
。
草
食
系
。
過
程
よ
り
結
果
を
重
視
。
浪
費
を
し
な
い
。

と
書
き
込
ん
で
い
ま
す
。

　

世
代
論
、
或
い
は
、
若
者
論
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
ば
で
す
。「
ゆ
と
り
教
育
」
が
提
唱
さ
れ
て
、
平
成
四
年
（
高
等
学
校

は
平
成
五
年
）
に
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
教
育
を
受
け
て
き
た
世
代
、
つ
ま
り
、

お
お
よ
そ
昭
和
六
十
二
年
か
ら
平
成
十
六
年
（
狭
義
に
は
平
成
八
年
）
生
ま
れ
ま
で
の
世
代
が
「
ゆ
と
り
世
代
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
「
ゆ
と
り
世
代
」
の
別
称
、
も
し
く
は
、
そ
の
次
の
世
代
の
呼
称
と
し
て
、「
さ
と
り
世
代
」
と
い
う
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
つ
つ
あ

る
よ
う
で
す
。

　

口
頭
発
表
日
の
三
週
間
前
に
、
博
報
堂
若
者
研
究
所
の
原
田
曜
平
が
、『
さ
と
り
世
代　

盗
ん
だ
バ
イ
ク
で
走
り
出
さ
な
い
若
者
た
ち
』

と
い
う
書
物
を
出
版
し
ま
し
た
（
平
成
二
十
五
年
十
月
九
日
刊
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
さ
と
り
世
代
」
に
つ
い
て
は
、「
ゆ
と
り
世
代
」

の
次
の
世
代
を
言
う
と
す
る
、
先
述
の
ひ
ろ
ゆ
き
な
ど
の
説
と
、「
ゆ
と
り
世
代
」
の
言
い
換
え
と
し
て
用
い
る
と
い
う
説
の
二
つ
が
あ

り
、
原
田
は
後
者
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
口
頭
発
表
の
前
日
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
評
論
家
の
牛
窪
恵
は
『
大
人
が
知
ら
な
い
「
さ
と
り
」
世
代
の
消
費
と
ホ
ン
ネ
』
を
刊

行
し
ま
し
た
が
、
そ
の
帯
に
は
、「『
さ
と
り
世
代
』（
17
歳
～
26
歳
）
に
ヒ
ッ
ト
し
て
い
る
『
な
ん
だ
コ
レ
⁉
』
の
商
品
群
か
ら
『
次
の

市
場
を
開
く
カ
ギ
』
が
見
え
て
く
る
！
」
と
あ
り
ま
し
た
の
で
、
牛
窪
も
狭
義
の
方
の
「
ゆ
と
り
世
代
」
の
言
い
換
え
と
し
て
、「
さ
と

り
世
代
」
の
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

東
京
大
学
大
学
院
在
学
中
の
社
会
学
者
の
古
市
憲
寿
は
、『
絶
望
の
国
の
幸
福
な
若
者
た
ち
』
に
於
い
て
、
若
者
と
い
う
言
葉
の
定
義

か
ら
検
討
し
、
若
者
論
を
展
開
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
指
摘
、
各
種
の
若
者
論
を
な
で
切
り
に
し
な
が
ら
若
者
論
を
取
り
扱
う
と
い
う
業

を
見
せ
て
い
ま
す
。
古
市
の
主
張
に
は
尤
も
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
ま
す
が
、
小
稿
は
、
若
者
論
や
世
代
論
そ
の
も
の
を
論
ず
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
厳
密
な
定
義
付
け
を
行
わ
ず
、「
さ
と
り
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
特
徴
を
有
す
る
現
代

の
若
者
世
代
が
い
る
ら
し
い
、
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
ま
す
。

　

さ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
で
は
「
さ
と
り
世
代
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
車
に
乗
ら
な
い

・
ブ
ラ
ン
ド
服
を
欲
し
が
ら
な
い
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・
ス
ポ
ー
ツ
を
し
な
い

・
酒
を
飲
ま
な
い

・
旅
行
を
し
な
い

・
恋
愛
に
淡
泊

・
貯
金
だ
け
が
増
え
て
い
く

・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
新
作
を
レ
ン
タ
ル
す
る
と
贅
沢
し
た
気
分
に
な
る

・
自
分
で
納
得
し
た
も
の
に
お
金
を
出
す

　

お
お
む
ね
山
岡
拓
が
『
欲
し
が
ら
な
い
若
者
た
ち
』
に
於
い
て
取
り
上
げ
た
よ
う
な
点
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

古
市
憲
寿
は
、
こ
う
し
た
「
さ
と
り
世
代
」
の
特
徴
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
車
に
乗
ら
な
い
と
か
、
物
を
買
わ
な
い
と
か
い
う
の

は
本
当
だ
ろ
う
か
、
と
疑
問
を
呈
し
ま
す
。
本
当
か
、
と
申
し
ま
す
か
、
車
に
乗
ら
な
い
こ
と
を
、
な
ぜ
、
そ
ん
な
に
問
題
に
す
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
っ
た
筆
致
で
す
。
お
金
を
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
疑
問
を
投
げ
掛
け
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
現
代

日
本
の
若
者
は
、
お
お
む
ね
、
現
状
は
さ
ほ
ど
恵
ま
れ
た
状
態
に
は
な
い
の
に
幸
福
感
を
持
っ
て
い
る
、
と
総
括
し
て
い
ま
す
。『
絶
望

の
国
の
幸
福
な
若
者
た
ち
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
る
通
り
で
す
。

　

諦
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す
。
諦
は
、
佛
教
語
と
し
て
真
理
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
同
時
に
、
ア
キ
ラ
メ
と
い
う
意
味
の
文
字
で
も
あ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
文
脈
で
の
、
悟
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
世
代
と
い
う
表
現
の
さ
れ
方
が
、「
さ
と
り
世
代
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン

グ
に
出
て
来
て
い
る
と
古
市
は
分
析
し
て
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
ま
さ
に
「
少
欲
知
足
」
を
実
践
し
て
い
る
世
代
で
あ
る
と
。

実
践
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
別
に
、
意
識
し
て
、
或
る
い
は
意
志
を
持
っ
て
そ
う
し
よ
う
と
し
て
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
自
然
に

そ
う
し
て
い
る
、
そ
う
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
現
代
日
本
の
若
い
人
た
ち
の
中
に
ふ
え
て
き
て
い
る
よ
う
だ
と
言
う
の
で

す
。
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実
際
、
現
代
の
若
者
の
生
活
満
足
度
や
幸
福
度
は
、
こ
こ
四
十
年
間
の
中
で
一
番
高
い
こ
と
が
、
様
々
な
調
査
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

　
　

 　

例
え
ば
内
閣
府
の
「
国
民
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
よ
れ
ば
二
〇
一
〇
年
の
時
点
で
二
十
代
の
七
〇
・
五
％
が
現
在
の
生
活

に
「
満
足
」
し
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
そ
う
、
格
差
社
会
や
世
代
間
格
差
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
日
本
の
若
者
の
七
割
が
今
の
生
活

に
満
足
し
て
い
る
の
だ
。

　
　

 　

若
者
に
広
ま
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ
と
身
近
な
人
々
と
の
関
係
や
、
小
さ
な
幸
せ
を
大
切
に
す
る
価
値
観
で
あ
る
。「
今
日
よ
り

も
明
日
が
良
く
な
る
」
な
ん
て
思
わ
な
い
。
日
本
経
済
の
再
生
な
ん
て
こ
と
は
願
わ
な
い
。
革
命
を
望
む
わ
け
で
も
な
い
。

　
　
　

成
熟
し
た
現
代
の
社
会
に
、
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
と
言
っ
て
も
い
い
。

　

古
市
憲
寿
は
、
右
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
さ
と
り
世
代
」
の
あ
り
方
を
相
当
程
度
肯
定
的
に
捉
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
果
た
し
て
、
本
当
に
そ
れ
は
、「
成
熟
し
た
現
代
の
社
会
に
、
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　

 　

ま
あ
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
子
ど
も
は
す
ぐ
に
は
増
え
な
い
し
、
過
去
の
政
策
を
批
判
し
て
も
日
本
の
現
状
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
し
て
世
代
間
の
格
差
が
問
題
の
本
質
で
は
な
い
と
し
て
も
、
日
本
の
未
来
が
絶
望
的
な
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。

　
　

 　

結
局
、
そ
の
絶
望
的
な
未
来
を
、
よ
り
長
く
生
き
て
行
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
は
、
若
者
や
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
こ
と
も
間
違

い
で
は
な
い
。
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日
本
が
格
差
の
固
定
さ
れ
た
階
級
社
会
や
、
身
分
制
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
幸
せ
な
ん
じ
ゃ
な

い
か

　

と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
古
市
は
言
い
ま
す
。
反
語
的
に
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
さ
と
り
世
代
」
の
人
た
ち
が
、
総
じ
て
、
階
級
社
会
、
身
分
制
社
会
の
方
が
幸
福
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
さ
と
り
世
代
の
一
人
で
あ
り
、
代
表
的
論
客
で
あ
る
古
市
が
、
さ
と
り
世
代
の
さ
と
り
世
代

的
な
在
り
方
を
肯
定
的
に
評
価
し
つ
つ
分
析
す
る
と
、
そ
う
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
問
題
性
が
さ
と
り
世
代
に
は
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

尤
も
、
こ
の
話
に
は
、
少
々
註
釈
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
市
は
、
幸
せ
の
条
件
を
経
済
的
な
問
題
と
承
認
の
問
題
で
あ

る
と
捉
え
る
の
で
す
が
、
そ
の
問
題
を
論
じ
な
が
ら
、
中
国
で
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

中
国
で
の
、
農
村
か
ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
を
対
象
に
し
た
調
査
で
は
、
彼
ら
の
生
活
満
足
度
は
八
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
、
と
い

う
の
で
す
。
農
村
か
ら
都
市
に
出
稼
ぎ
に
出
て
い
る
人
は
、
非
常
に
劣
悪
な
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
分
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
そ
の
生
活
に
満
足
を
し
て
い
る
。
何
故
か
。
そ
れ
は
、
農
村
に
い
る
と
、
も
っ
と
ひ
ど
い
生
活
を
強
い
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
す
。
都
市
の
出
稼
ぎ
労
働
者
の
生
活
は
劣
悪
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
農
村
で
の
生
活
水
準

よ
り
は
ま
し
だ
か
ら
。

　

ま
た
、
中
国
の
場
合
は
、
都
市
戸
籍
と
農
民
戸
籍
と
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
農
民
戸
籍
の
人
に
対
す
る
差
別
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
国
家
の
制
度
で
あ
り
、
変
え
よ
う
が
な
い
の
で
、
ど
う
せ
戸
籍
が
違
う
か
ら
自
分
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う

諦
め
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
劣
悪
な
状
況
に
満
足
が
で
き
る
。
仕
方
が
な
い
と
い
う
諦
め
が
あ
り
、
そ
こ
に
満
足
が
生
ま
れ
る
、
と
い
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う
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
中
国
に
お
け
る
農
民
工
の
生
活
満
足
度
の
高
さ
、
ア
リ
族
の
満
足
度
の
低
さ
と
い
う
現
況
が

あ
る
（
ア
リ
族
は
、
都
市
の
高
学
歴
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
の
こ
と
を
言
う
そ
う
で
す
）。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
古
市
は
、
日
本
も
格
差
の
露
呈
さ
れ
た
階
級
社
会
や
身
分
制
社
会
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
、
多
く
の
人

に
と
っ
て
幸
せ
、
つ
ま
り
、
満
足
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
分
析
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

因
み
に
、
今
年
（
平
成
二
十
五
年
）
の
九
月
九
日
（
米
国
時
間
）
に
、
国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（Sustainable D
evelopm

ent Solutions N
etw

ork

）
は
、
世
界
百
五
十
六
カ
国
を
対
象
と
し
た
幸
福
な
国
ラ
ン
キ
ン
グ
「2013 

W
orld H

appiest Report

」
を
発
表
し
ま
し
た
。

  

世
界
中
の
国
々
を
、
国
民
一
人
あ
た
り
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）、
健
康
寿
命
、
社
会
的
支
援
、
人
生
選
択
の
自
由
度
、
汚
職

レ
ベ
ル
の
低
さ
、
寛
容
度
な
ど
を
変
数
と
し
て
幸
福
度
を
割
り
出
し
た
も
の
で
、
ト
ッ
プ
は
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
ス
イ
ス
が
そ

れ
に
続
き
、
カ
ナ
ダ
が
六
位
に
、
メ
キ
シ
コ
（
十
六
位
）
が
ア
メ
リ
カ
（
十
七
位
）
を
上
回
り
、
ア
ジ
ア
で
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
ト
ッ

プ
で
三
十
位
、
タ
イ
が
三
十
六
位
、
韓
国
四
十
一
位
、
台
湾
四
十
二
位
、
日
本
は
四
十
三
位
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
う
し
た
調
査
に
ど
こ
ま
で
の
有
為
性
が
あ
る
の
か
は
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
ど
の
項
目
を
比
較
す
る
の

か
、
そ
れ
を
ど
う
調
査
し
、
ど
う
評
価
す
る
の
か
、
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
違
っ
た
結
果
が
生
ま
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
国
連
の
機
関
が
初
め
て
発
表
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
考
慮
の
中
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
世
界
の
客
観
基
準
か
ら
み
る
と
、
現
在
の
日
本
は
、
決
し
て
胸
を
張
れ
る
ほ
ど
は
幸
福
な
国
で
は
な
い
ら
し
い
、
と
い
う
自
覚

を
、
私
た
ち
は
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
す
。
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二

　

最
近
、
件
の
島
田
裕
巳
が
、『
プ
ア
充
』
と
い
う
著
書
を
出
版
し
ま
し
た
〔『
プ
ア
充　

―
高
収
入
は
、
要
ら
な
い
―
』(

平
成
二
十
五

年
八
月
二
十
日
刊
）。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
「
リ
ア
充
」（
リ
ア
ル
な
生
活
が
充
実
し
て
い
る
、
の
謂
い
。
現
実
生
活
が
充
実
し
て
い

て
、
そ
の
充
実
ぶ
り
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
発
信
し
て
い
る
人
な
ど
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
）
と
い
う
言
葉
を
も
じ
っ

て
、
島
田
は
、
貧
し
い
け
れ
ど
充
実
し
て
い
る
生
き
方
、
在
り
方
を
「
プ
ア
充
」
と
名
付
け
て
、
こ
の
線
で
行
こ
う
で
は
な
い
か
、
と
い

う
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
年
収
三
百
万
円
だ
か
ら
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
。「
年
収
三
百
万
円
で
も
0

0

」
で
は
な
く
、「
年
収
三
百
万
円
だ
か
0

0

ら
こ
そ

0

0

0

」「
三
百
万
円
の
方
が

0

0

0

」
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

島
田
は
、
過
去
に
オ
ウ
ム
問
題
で
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
た
と
き
に
、
年
収
二
百
万
円
を
切
っ
た
年
も
あ
っ
た
の
だ
そ
う
で
、
そ
う
し
た

体
験
に
も
基
づ
き
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
当
に
豊
か
な
生
活
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
生
活
を
続
け
れ
ば
良
い
と
思
う
の
で
す
が
、
御
本
人
は
、
年
収
三
百
万
円
の
生
活
か
ら
は
と
っ
く
に
脱
却
し
な
が
ら
、「
年
収

三
百
万
円
だ
か
ら
こ
そ
の
豊
か
な
生
活
」
を
提
唱
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

小
説
の
体
裁
を
採
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
章
ご
と
に
「
プ
ア
充
」
た
る
こ
と
の
要
件
と
し
て
の
ま
と
め
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
か

ら
幾
つ
か
引
用
し
て
み
ま
す
。

　
　

・ 

プ
ア
充
は
、
そ
の
「
少
欲
知
足
」
の
思
想
を
、
現
代
の
日
本
に
適
し
た
形
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
。
収
入
が
低
い
か
ら
こ
そ
、
豊

か
に
安
定
し
た
生
活
が
で
き
て
、
楽
し
く
幸
せ
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方

　
　

・ 

実
は
現
代
の
日
本
は
、
年
収
三
百
万
円
く
ら
い
が
最
も
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
だ
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・
お
金
は
、
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
欲
し
い
も
の
が
増
え
て
い
き
、
お
金
に
対
す
る
執
着
や
欲
望
、
不
安
は
増
す

　
　

・
今
の
日
本
は
、
物
質
的
に
は
十
分
豊
か
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
以
上
成
長
の
必
要
は
な
い

　
　

・
競
争
と
は
無
縁
で
安
定
し
て
い
る
、
古
く
て
だ
さ
い
会
社
で
働
く
べ
き

　
　

・
仕
事
に
や
り
が
い
を
求
め
る
必
要
は
な
い

　
　

・
地
方
は
一
人
暮
ら
し
用
物
件
が
少
な
く
、
車
も
必
要
に
な
る
の
で
、
む
し
ろ
都
会
に
住
む
べ
き

　
　

・ 

お
金
の
か
か
ら
な
い
暮
ら
し
を
す
る
に
は
、「
外
食
を
し
な
い
」「
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
」「
ス
ト
レ
ス
を
た
め
な
い
」
の
三

つ
が
ポ
イ
ン
ト

　
　

・
お
金
が
な
い
人
こ
そ
、
結
婚
し
て
子
ど
も
を
つ
く
る
べ
き

　
　

・
現
代
人
は
、
未
来
の
こ
と
を
心
配
し
す
ぎ
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
未
来
を
想
像
す
る
こ
と
が
負
担
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

　
　

・
先
の
分
か
ら
な
い
未
来
を
不
安
に
思
う
こ
と
に
意
味
は
な
い

　

も
し
か
す
る
と
、
オ
ウ
ム
問
題
で
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
て
収
入
が
少
な
か
っ
た
時
と
比
し
て
、
現
在
は
『
葬
式
は
、
要
ら
な
い
』
な
ど
の

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
書
い
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
、
島
田
は
「
お
金
に
対
す
る
執
着
や
欲
望
、
不
安
が
増
」
し
た
不
幸
な
生
活
を
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
さ
と
り
世
代
」
の
生
き
方
、
在
り
方
と
、「
プ
ア
充
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
生

き
方
、
考
え
方
は
、
か
な
り
近
接
す
る
と
言
う
か
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
『
プ
ア
充
』
自
体
も
、
ゆ
と
り
世
代
に
属
す
る
人
物
を
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
時
宜
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
か
、「
Ｓ
Ａ
Ｐ
Ｉ
Ｏ
」
と
い
う
雑
誌
の
今
年
の
十
一
月
号
が
「
プ
ア
充
の
時
代
が
や
っ
て
き
た
」
と
特
集
を
組
ん
で
取
り
上
げ
ま
し

た
。

　

と
は
言
え
、
同
誌
で
は
、
大
前
研
一
が
「
人
間
力
の
時
代
」
と
題
し
て
連
載
記
事
を
書
い
て
お
り
、
同
号
の
中
で
「
プ
ア
充
」
批
判
を
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展
開
し
て
も
い
ま
す
。

　
　

 　

し
か
し
、
多
く
の
人
が
「
プ
ア
充
で
い
い
」
と
考
え
る
社
会
は
活
力
を
失
う
。
な
ぜ
な
ら
、
プ
ア
充
が
増
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
付
加
価
値
を
生
み
出
す
人
が
少
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

し
か
も
、
プ
ア
充
は
税
金
を
あ
ま
り
納
め
て
く
れ
な
い
人
々
な
の
で
、
社
会
的
に
は
負
担
と
な
る
ば
か
り
だ
。

　
　

 　

社
会
を
維
持
す
る
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
の
は
勤
労
者
だ
け
な
の
に
、
負
担
す
る
気
の
な
い
〝
ぶ
ら
下
が
り
〟
の
国
民
が
増
え
て
い

く
と
い
う
現
象
が
長
続
き
す
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

 　

稼
ぐ
力
と
い
う
の
は
究
極
的
に
は
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
（
野
心
）
が
モ
ノ
を
言
う
。
も
っ
と
良
い
も
の
を
作
り
た
い
、
も
っ
と
喜
ば
れ

る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
い
、
そ
の
結
果
、
今
よ
り
も
大
き
な
仕
事
を
任
さ
れ
る
よ
う
な
人
材
に
な
り
た
い
、
と
い
う
欲
求
こ
そ
が

「
稼
ぐ
力
」
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

大
前
の
主
張
の
全
て
が
正
し
い
と
も
思
い
ま
せ
ん
が
、
古
市
も
島
田
も
、
要
す
る
に
「
現
代
日
本
社
会
は
そ
こ
そ
こ
良
い
世
の
中
で
あ

り
、
お
金
を
使
わ
な
く
て
も
、
そ
れ
な
り
の
生
活
が
で
き
る
か
ら
、
そ
れ
で
良
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
考
え
方
が
基
本
に
あ
る
こ
と
に

は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
生
き
方
、
考
え
方
の
人
で
日
本
社
会
が
充
満
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
大
前
の
言
う
如
く
、

こ
の
豊
か
な
社
会
は
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。「
ぶ
ら
下
が
り
」
の
国
民
が
増
え
る
現
象
は
、「
社
会
的
に
は

負
担
」
と
な
り
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
な
観
点
が
、
さ
と
り
世
代
肯
定
論
に
は
、

欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
世
の
中
は
成
り
立
っ
て
行
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
今
は
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
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ど
も
、
先
々
、
そ
れ
で
は
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
な
い
か
。
島
田
に
言
わ
せ
れ
ば
、
い
や
い
や
「
現
代
人
は
、
未
来
の
こ
と
を
心
配
し

す
ぎ
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
未
来
を
想
像
す
る
こ
と
が
負
担
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」「
先
の
分
か
ら
な
い
未
来
を
不
安
に
思
う
こ
と
に
意

味
は
な
い
」
と
、
先
の
こ
と
は
悩
ま
ず
、
そ
の
う
ち
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
、
な
る
よ
う
に
な
る
で
生
き
て
行
け
ば
イ
イ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
が
、
本
当
に
そ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
し
た
生
き
方
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
さ
と
り
世
代
と
呼
ば
れ
、「
少
欲
知
足
」
の
実
践
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　

さ
と
り
世
代
は
、
確
か
に
「
少
欲
知
足
」
の
実
践
者
と
し
て
の
面
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
「
少
欲
知
足
」
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、
佛
教
者
の
間
で
と
て
も
人
気
の
高
い
言
葉
で
、
否
定
的
に
仰
る
方
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
と
り
世
代
の
人
た
ち
に
向
か
っ
て
「
少
欲
知
足
」
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、「
今
の
ま
ま
で
い
い
」
と
言
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
元
気
づ
け
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
な
く
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
一
方
で
、「
今
さ
ら
、
何
言
っ
て
ん
の
？
そ
ん
な
こ
と
、
と
っ
く

に
や
っ
て
る
よ
。
少
欲
知
足
じ
ゃ
な
い
の
は
、
坊
さ
ん
の
方
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
言
わ
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
十
一
年
九
月
、「
環
境
問
題
へ
の
理
解
と
対
応
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
中
央
教
研
が
、
清
澄
寺
研
修
会
館
に
於
い
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
際
、「
み
仏
の
世
界
の
実
現
を
め
ざ
し
て
―
環
境
問
題
の
理
解
と
対
応
に
関
す
る
ア
ピ
ー
ル
文
―
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
該
ア
ピ
ー
ル
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
「
現
代
宗
教
研
究
」
に
は
、「
註
・
本
ア
ピ
ー
ル
文
は
第
三
二
回
日
蓮
宗
中
央
教
化
研
究
会
議

最
終
日
全
体
会
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
少
数
の
反
対
意
見
も
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
ま
す
。」
と
記
載
さ
れ
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て
い
ま
す
。

　

こ
の
時
、
反
対
意
見
を
表
明
し
た
の
は
、
当
時
東
京
東
部
の
教
研
運
営
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
筆
者
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ

は
、
ア
ピ
ー
ル
文
採
択
の
手
続
き
、
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
異
議
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
内
容
的
に
は
、
少
欲
知
足

が
法
華
経
や
日
蓮
聖
人
の
中
心
思
想
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
異
議
申
し
立
て
で
あ
り
ま
し
た
。

　

法
華
経
に
於
い
て
、
少
欲
知
足
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
の
一
箇
所
の
み
で
す
。

　
　

 

普
賢
。
若
有
受
持
読
誦
。
正
憶
念
。
修
習
書
写
。
是
法
華
経
者
。
当
知
是
人
。
則
見
釈
迦
牟
尼
仏
。
如
従
仏
口
。
聞
此
経
典
。
当
知

是
人
。
供
養
釈
迦
牟
尼
仏
。
当
知
是
人
。
仏
讃
善
哉
。
当
知
是
人
。
為
釈
迦
牟
尼
仏
。
手
摩
其
頭
。
当
知
是
人
。
為
釈
迦
牟
尼
仏
。

衣
之
所
覆
。
如
是
之
人
。
不
復
貪
著
世
楽
。
不
好
外
道
。
経
書
手
筆
。
亦
復
不
喜
。
親
近
其
人
。
及
諸
悪
者
。
若
屠
兒
。
若
畜
猪
羊

鷄
狗
。
若
猟
師
。
若
衒
売
女
色
。
是
人
心
意
質
直
。
有
正
憶
念
。
有
福
徳
力
。
是
人
不
為
。
三
毒
所
悩
。
亦
不
為
嫉
妬
。
我
慢
。
邪

慢
。
増
上
慢
。
所
悩
。
是
人
少
欲
知
足
。
能
修
普
賢
之
行
。 

『
妙
法
蓮
華
経
』
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八

　

日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
の
中
に
も
、
二
箇
所
出
て
参
り
ま
す
が
、
御
真
蹟
の
残
っ
て
い
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

　
　

 

但
師
な
り
と
も
誤
あ
る
者
を
ば
捨
べ
し
。
又
捨
ざ
る
義
も
有
べ
し
。
世
間
仏
法
の
道
理
に
よ
る
べ
き
也
。
末
世
の
僧
等
は
仏
法
の
道

理
を
ば
し
ら
ず
し
て
、
我
慢
に
著
し
て
、
師
を
い
や
し
み
、
檀
那
を
へ
つ
ら
ふ
な
り
。
但
正
直
に
し
て
少
欲
知
足
た
ら
ん
僧
こ
そ
、

真
実
の
僧
な
る
べ
け
れ
。 

（『
曽
谷
殿
御
返
事
』）

　
　

 

譬
ば
よ
き
火
打
と
よ
き
石
の
か
ど
と
よ
き
ほ
く
そ
と
此
三
寄
合
て
火
を
用
る
也
。
祈
も
又
如
是
。
よ
き
師
と
よ
き
檀
那
と
よ
き
法
と
、
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此
三
寄
合
て
祈
を
成
就
し
、
国
土
の
大
難
を
も
払
ふ
べ
き
者
也
。
よ
き
師
者
指
た
る
世
間
の
失
無
し
て
、
聊
の
へ
つ
ら
（
諂
）
ふ
こ

と
な
く
、
少
欲
知
足
に
し
て
慈
悲
有
ん
僧
の
、
経
文
に
任
せ
て
法
華
経
を
読
持
て
人
を
も
勧
め
て
持
た
せ
ん
僧
を
ば
、
仏
は
一
切
の

僧
の
中
に
吉
第
一
の
法
師
也
と
讃
ら
れ
た
り
。 

（『
法
華
初
心
成
仏
鈔
』）

　

法
華
経
、
日
蓮
思
想
の
本
筋
は
「
少
欲
知
足
」
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
少
欲
知
足
」
を
説
く
こ
と
が
、
現
代
日
本
に
於
い
て
ど
れ

ほ
ど
有
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
野
山
真
言
宗
の
松
長
有
慶
管
長
が
、
平
成
二
十
四
年
の
九
月
八
日
に
、
高
野
山
大
学
で
「
仏
教
と
科
学
」
と
題
し
て
講
演
を
し
た
際
、

理
趣
経
の
「
大
欲
清
浄
」
と
い
う
こ
と
ば
を
紹
介
し
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　

 　

理
趣
経
の
中
に
「
大
欲
清
浄
」
と
い
う
言
葉
。
現
代
人
の
肥
大
し
て
い
く
欲
望
を
抑
え
る
「
小
欲
知
足
」
じ
ゃ
な
い
と
い
か
ん
と

い
い
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
肥
大
化
し
た
欲
望
。
小
欲
な
ん
て
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
教
育
を
受
け
て
な
い
し
、
と
い
う
状
態

の
人
た
ち
が
多
い
わ
け
で
す
。
弘
法
大
師
は
「
小
欲
知
足
」
で
は
な
く
て
「
大
欲
清
浄
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。
欲
望
は
も
っ
と
大
き

く
育
て
て
い
け
と
。
欲
望
は
小
さ
く
す
る
よ
り
も
も
っ
と
大
き
く
し
ろ
と
。
そ
れ
は
人
間
の
生
き
る
活
動
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
わ

け
で
す
。

　
　

 　

大
欲
と
い
う
の
は
、
水
を
飲
む
よ
り
も
ジ
ュ
ー
ス
飲
む
ほ
う
が
お
い
し
い
と
か
、
そ
れ
よ
り
も
酒
を
飲
む
ほ
う
が
お
い
し
い
と
、

グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
。
質
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
。
小
欲
の
寄
せ
集
め
が
大
欲
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
小
さ
な

欲
の
質
が
変
わ
っ
て
大
欲
に
か
わ
る
の
で
す
。
質
が
か
わ
る
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
自
分
自
身
の
欲
望
を
捨
て
ろ
と
い
う
こ

と
。
自
分
自
身
の
欲
望
が
肥
大
化
し
た
ら
こ
れ
は
醜
い
。
そ
れ
を
人
様
の
た
め
の
欲
望
の
中
に
変
え
て
い
け
。
他
人
の
た
め
に
欲
を
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働
か
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
　

 　

現
代
社
会
に
対
し
て
提
言
す
る
べ
き
点
が
非
常
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
密
教
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
宗
教
で
す
。
ス
ト
イ
ッ
ク
に
ど

ん
ど
ん
切
り
詰
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
ど
ん
ど
ん
本
来
の
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
育
て
上
げ
て
い
け
と
。
育
て
上
げ
て
い
く
の
は

自
分
自
身
の
た
め
で
は
な
く
他
人
の
為
に
育
て
て
い
く
ん
だ
と
こ
う
い
う
形
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

　
　

 　

弘
法
大
師
の
教
え
の
中
に
は
、
人
間
だ
け
が
偉
い
の
で
は
な
く
て
動
物
植
物
と
も
皆
、
命
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
石
こ
ろ
ま
で
も
自
分
と
同
じ
命
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
。
山
川
草
木
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
安
仏

教
の
中
に
し
か
な
い
考
え
方
で
す
。

 

平
成
二
十
四
年
九
月
八
日
「
高
野
山
大
学
フ
ジ
キ
ン
小
川
修
平
記
念
講
座
」

 

松
長
有
慶
高
野
山
真
言
宗
管
長
「
仏
教
と
科
学
」

　

大
前
研
一
か
ら
の
引
用
文
の
中
に
「
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。「
稼
ぐ
力
」
と
い
う
の
は
余
り
筆
者
の
趣
味
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
」
に
は
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

個
人
的
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
筆
者
は
、
少
年
期
、
北
海
道
大
学
の
創
設
者
で
あ
る
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
「
ボ

ー
イ
ズ
・
ビ
ー
・
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」「
少
年
よ
、
大
志
を
抱
け
」
と
い
う
言
葉
が
と
て
も
好
き
で
し
た
。
中
学
生
に
な
っ
て
英
語
を
学
ん

で
み
る
と
、「
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」「
ア
ン
ビ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
言
葉
は
「
野
心
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
。「
大
志
」
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、

「
野
心
」
だ
と
い
う
の
で
、
ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
葉
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
「
朝
日
新
聞
」
の
「
天
声
人
語
」
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
稲
富
栄
次
郎
と
い
う
方

の
書
物
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
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こ
の
数
年
「Boys be am

bitious

に
続
く
言
葉
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
と
い
う
問
合
わ
せ
が
多
く
な
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と
、

高
校
や
中
学
の
教
科
書
の
中
に
も
次
の
よ
う
な
言
葉
を
の
せ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　

 　
〝Boys, be am

bitious! Be am
bitious not for m

oney or for selfish aggrandizem
ent, not for that evanescent 

thing w
hich m

en call fam
e. Be am

bitious for the attainm
ent of all that a m

an ought to be.

〟

　
　

 　

こ
の
言
葉
が
こ
の
よ
う
に
広
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
九
年
三
月
十
六
日
の
朝
日
新
聞
「
天
声
人
語
」
欄
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。「
天
声
人
語
」
は
そ
の
出
典
と
し
て
稲
富
栄
次
郎
著
「
明
治
初
期
教
育
思
想
の
研
究
」（
昭
十
九
）
を
あ
げ
，
さ
ら
に
次
の
よ
う

な
訳
文
を
添
え
て
い
る
。「
青
年
よ
大
志
を
も
て
。
そ
れ
は
金
銭
や
我
欲
の
た
め
に
で
は
な
く
、
ま
た
人
呼
ん
で
名
声
と
い
う
空
し

い
も
の
の
た
め
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
と
し
て
当
然
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
成
し
と
げ
る
た
め
に

大
志
を
も
て
」

　
　

 　

Ｂ
Ｂ
Ａ
が
記
録
の
上
で
最
初
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
現
在
知
ら
れ
る
限
り
で
は
、
明
治
二
十
七
年
予
科
生
徒
安
東
幾
三
郎
（
の
ち

日
伯
拓
植
取
締
役
）
が
農
学
校
の
学
芸
会
機
関
誌
「
恵
林
」
に
掲
載
し
た
「
ウ
イ
リ
ア
ム
・
エ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
」
な
る
文
章
中
で
あ

る
。
そ
の
十
三
号
に
安
東
は
書
い
て
い
る
。「
暫
く
に
し
て
彼
悠
々
と
し
て
再
び
馬
に
跨
り
、
学
生
を
顧
み
て
叫
ん
で
曰
く
、『
小
供

等
よ
、
此
老
人
の
如
く
大
望
に
あ
れ
』（Boys, be am

bitious like this old m
an

）
と
。
一
鞭
を
加
へ
塵
埃
を
蹴
て
去
り
ぬ
」
こ

のlike this old m
an

は
意
味
深
重
で
あ
る
が
、
別
れ
の
言
葉
と
し
て
は
一
寸
芝
居
が
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
五
十
歳
を
少
し
過
ぎ

た
ば
か
り
の
ク
ラ
ー
ク
博
士
が
自
分
の
こ
と
をold m

an

と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
語
呂
の
点
か
ら
み
て
も
、

ま
だ
こ
の
言
葉
は
学
生
間
に
充
分
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
秋
月
俊
幸
（
北
海
道
大
学
図
書
館
報
『
楡
蔭
』
№
29
）
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「
青
年
よ
大
志
を
も
て
。
そ
れ
は
金
銭
や
我
欲
の
た
め
に
で
は
な
く
、
ま
た
人
呼
ん
で
名
声
と
い
う
空
し
い
も
の
の
た
め
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
人
間
と
し
て
当
然
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
成
し
と
げ
る
た
め
に
大
志
を
も
て
」。

　

こ
の
言
葉
が
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
葉
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
詮
索
は
今
は
措
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
華
経
や
日
蓮
聖
人
の
思
想

と
い
う
の
は
、「
少
欲
知
足
」
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
方
向
性
を
有
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
少
欲
知
足
」
を
強
調
す
る
と
い
う
の
は
、
日
蓮
門
下
の
あ
り
方
と
し
て
本
当
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は

も
っ
と
丁
寧
に
議
論
し
な
い
と
な
ら
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、「
さ
と
り
世
代
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
若
い
人
た
ち
が
増

え
て
き
て
い
る
中
で
、
真
剣
に
こ
の
問
題
を
考
え
直
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
次
第
で
す
。


