
味

覚

説

法

本
稿
は
昭
和
四
十
六
年
八
月

二
十

二
日
、
松
本
市
で
開
か
れ

た
長
野
県
下

の
県
立
高
校
八
十

二
校

の
事
務
職
員
総
会

の
席
上

行
な

っ
た
講
演
記
録
に
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

味
覚
と
い
う
も
の
、
味
と
い
う
も
の
、
こ
れ
は
あ
た
り
ま
え
で

い
て
、
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
も
の
で
す
が
、
い
っ
た
い
味
覚
と

は
ど
う
い
う
も

の
で
し
ょ
う
か
。
味
覚
の

「
味
」
は

日

へ
ん

に

″
未

″
で
、
こ
れ
は
十
二
支
の

「
未

（
ひ
つ
じ
）

」
と
い
う
字
で

す
。

そ

れ

で

は
未

す

な

わ

ち

羊
と
は
ど
う
な
ュ
思
味

の
字
で

あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
め
で
た
い
こ
と
、
立
派
だ
と
か
、
良

い
と
い
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
字
で
、
い
い
こ
と
に
使
わ
れ
ま
す
。

食

散

人

吉

田

吉

之

助

た
と
え
ば

「
美
」

「
義
」

「善
」

「
祥
」
お
よ
び

「
妹
」
な
ど
が

そ
れ
で
す
。

そ
こ
で

「味
」
は
日
に
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
う

ま
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
に
味
覚
の

「
覚
」
は

「
お
ぼ

え
る
」
と
も
読
み
ま
す
が
、
そ
の
字
意
は

澤

（
咬

ら
か
）

に
見

（み
）
る
と
い
う
こ
と
で

「
さ
と
る
」
と
い
う
意
味
を
も

っ
て
い

ま
す
。
口
で
お
い
し
さ
を
悟
る
と
い
う
の
が
味
覚
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
物
を
食

べ
て
腹
が
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
た
、
な
ど
と
い
う
の
は

味
覚
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
、

「味
覚
」
と
い
う
言
葉
は
人
間
特

有

の
も
の
で
犬
や
猫
や
牛
や
馬
に
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の

動
物
は
、
も

っ
ぱ
ら
本
能
的
な
好
悪

（
こ
う
お
）
に
頼

っ
て
、
味

そ
の
も

の
は
わ
か
ら
ず
、
ま
し
て
物
を
味
わ

っ
て
さ
と
り
を
開
く
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よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は

「
味
覚
」
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
と
き

に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

「柿
食
え
ば
鐘
が
鳴
る
な
り

法
隆
寺
」
と
い
う
子
規
の
句
が
あ
り
ま
す
が
、
鐘
と
い
う
の
は
撞

木

（
し
ゆ
も
く
）
で
つ
い
て
鳴
ら
す
の
で
す
が
、
撞

木

が
鳴

る

の
か
、
鐘
が
鳴
る
の
か
、
ど
っ
ち
が
鳴
る
の
か
き
め
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
。
昔
か
ら
禅
問
答
で
よ
く
使
わ
れ
る
問
題
で
す
が
、
撞
木

が
鳴
る
と
も

い
え
な
い
し
、
鐘
が
鳴
る
と
も

い
い
き
れ
な
い
。
強

い
て
い
え
ば
、
鐘
が
ふ
る
え
て
空
気
が
振
動
す
る
わ
け
で
す
が
、

鳴
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
の
は
人
間

の
耳
の
鼓
膜
で
あ
る
。
人

間
が
つ
ん
ぼ
の
場
合
は
、
撞
木
で
い
く
ら
つ
い
て
鐘
が
ふ
る
え
て

も
開
き
と
れ
な
い
。
で
す
か
ら
子
規
の
句
は
、
実
際
に
は

「柿
食

え
ば
俺
が
鳴
る
な

り
法
隆
寺
」
が
正

し
い
の
で
す
。

た
い
へ
ん
理
く

つ
っ
ぽ
い
話
に
な

り
ま
し
た
が
、
物

理
学
的
に
い
え
ば

鐘
が
振
動
す
る
と

そ
の
振
動
の
空
気

の
波
が
人
間
の
耳

の
鼓
膜
に
伝
わ
る
の
で
す
か
ら
、
人
間
が
そ
れ
を
聞
き
と
ら
な
け

れ
ば
鳴

っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

「
大
学
」
と
い
う
本
に

「
心
こ

こ
に
在
ら
ざ
れ
ば
視
れ
ど
も
見
え
ず
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
食

ら
え
ど
も
其

の
味
を
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
味
覚

と
い
う
も
の
は
心
に
か
か
わ
る
こ
と
で
、
い
く
ら
う
ま
い
物
を
食

わ
せ
て
も
、
少
し
も
う
ま
い
と
感
じ
な
い
人
が
い
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
手
合
い
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
ど
う
に
も
し
ょ
う
が
な
い

の
で
す
。
そ
の
へ
ん
に
教
育
と
か
訓
練
と
か
い
う
も

の
が
必
要
に

な

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
育

の
本
旨
は
、
事
を

覚
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
覚

（悟
）
ら
せ
る
こ

と
だ
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
間
が
物
を
味
わ
う
こ
と
は

修
業
す
る
と
か
、
精
進

（
し
ょ
う
じ
ん
）
す
る
と
か
い
う
こ
と
で

あ

っ
て
、
こ
れ
が
悟
り

へ
の
道
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

禅
宗
や
キ
リ
ス
ト
教
は

「
自
力
本
願
」
の
宗
教
だ
と
い
わ
れ
、

南
無
阿
爾
陀
仏

の
浄
土
宗
は

「
他
力
本
願
」
の
宗
旨
だ
と
い
わ
れ

ま
す
。
大
ま
か
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
が
自
力
と

他
力

の
両
方
に
挟
ま
れ
て
み
な
い
と
、
人
間
は
ほ
ん
と
う
の
悟
り

は
開
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
う
ま
い
物
に
め
ぐ
り
会
い
た
い

他
力
の
念
願
が
叶

っ
て
、
そ
れ
に
出
会
う
。
そ
の
う
ま
さ
を
シ
カ

と
受
け
と
め
る
自
力
が
具
わ

っ
て
い
て
そ
の
合
致
で

「
う
ま
さ
」

が
発
生
す
る
の
で
す
。
仏
教
に
仏
法
僧
の
三
宝
に
帰
依

（
き
え
）

す
る
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
う
ま
さ
を
作
り
出
す
人

（僧
）

「
大
学
」
道
春
点

・
伝
之
七
章

デ

，
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の
腕
と
、
そ
れ
に
感
応
す
る
人
の
能
力

（法
）
は
、
仏

（味
）
に

め
ぐ
り
会
う
。
こ
れ
は

「
縁
」
に
よ

っ
て
定
ま
る
、
と
言
え
ま
す
。

こ
の
三
位
は
本
来
そ
れ
ぞ
れ
に
内
向
き
に
位
置
し
て
、
融
合
で
き

る
性
質
の
も
の
で
す
。

む
か
し
私
は
、
高
階
朧
仙
禅
師
に

「
仏
道
を

一
言
で
言

っ
て
下

さ
い
」
と
申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
禅
師
は
言
下
に
、

「
縁
」
と
言

わ
れ
た
。

「
そ
れ
な
ら
、
縁
な
き
衆
生

（
し
ゅ
じ
ょ
う
）
と
は
、

＝
警
一
の
禅
師
の
染
筆
で
す
。

食

い
し
ん
坊
と
い
う
も
の
は

ガ

ッ
ツ
キ
と
ち
が

っ
て
、
食

べ

物
を
敬

（
う
や
ま
）

い
愛

（
い

と
し
）
む
者
で
す
。
こ
の
意
味

か
ら
、
二
者
対
立
闘
争
の
唯
物

弁
証
法
的

「
ガ

ッ
ツ
キ
」
思
想

か
ら
は
味
は
出
て
こ
な
い
し
、

そ
の
敵
対
的
発
展
は
ど
こ
ま
で

進
ん
で
も
、
悟
り
の
極
限
の
大

園
鏡
智

（岡
　
潔
先
生
の
）
に
通
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

東
京
の
赤
坂
に
楼
外
楼
と
い
う
中
国
料
理
屋
が
あ
る
。
そ
こ
に

は
深
志
高
校
校
長
の
平
林
六
爾
君
と
も

一
緒
に
行

っ
た
こ
と
が
あ

る
が
、
こ
の
店
は
魚
翅

（
ユ
イ
テ
ー

・
フ
カ
の
ヒ
レ
）
の
料
理
を

う
ま
く
食
わ
せ
る
上
海
系

の
料
理
屋
で
す
。
そ
の
煮
こ
み
は
ピ
ー

ス
の
箱
ぐ
ら
い
の
も
の
が
四
つ
並

べ
て
あ

っ
て

一
皿
二
千
円
以
上

す
る
の
で
す
が

そ
の
値
打
ち
は
充
分
に
あ
る
。
私
の
店
は
と
ん
か

つ
屋
で
す
が
、
店
員
に
つ
ね
に
他
流
仕
合
を
さ
せ
る
た
め
に
食

い

歩
き
を
命
じ
て
い
ま
す
。
う
ち
の
店
の
者
た
ち
に
、
フ
カ
の
ヒ
レ
は

東
京
で
は
ど
こ
が

一
番
う
ま
い
か
と
き
く
と
、
や

っ
ぱ
り
こ
こ
が

う
ま
い
と
い
う
。
こ
れ
が
味

の
軌
道
に
乗

っ
て
き
た
証
拠
な
の
で

す
。
ほ
か
の
中
国
料
理
屋
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
に
は
ゆ
か
な
い
。
私

は
飲
食
店
を
や

っ
て
い
る
関
係
上
、
店
員
た
ち
を
こ
の
店
に
連
れ

て
行

っ
て
、
こ
れ
を
ま
ず
食
わ
せ
て
み
る
が
、
は
じ
め
は
、
と
ん

か
つ
屋
に
き
て
働

い
て
い
る
若

い
人
た
ち
は
、
地
方
か
ら
出
て
き

た
も
の
が
多
く
、
そ
う
う
ま
い
も
の
を
食

っ
た
経
験
が
な
い
の
で

（笑

い
）

「
お
や
じ
さ
ん
、
こ
ん
な
も

の
ど
こ
が
う
ま
い
ん
で
す

か
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
で
も
な
し
、
餅
で
も
な
し
…
…
」
と
い
う
。

「
お
前
た
ち
、
自
分
で
金
を
出
し
て
食
わ
な
い
か
ら
チ
ン
プ
ン
カ

ン
プ
ン
な
ん
だ
。
自
分

一
人
で
行

っ
て
み
ろ
」
と
お

っ
放
し
て
行

か
せ
る
と
、
こ
ん
ど
は

「
あ
れ
は
お
や
じ
さ
ん
、
ず

い
ぶ
ん
一局
い

も
の
な
ん
で
す
ね
」
と
い
う
。

「
高

い
こ
と
だ
け
が
わ
か

っ
て
、

榔
螂
螂
榔

脱
罐
れ

「
ら

い
蝉
「
は
一
年
は

時 ‐こ



う
ま
い
こ
と
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
ん
で
す
が
、
一二
、

四
回
行

っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
う
ま
さ
が
い
く
ら
か
身
に
し
み

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
味

の
こ
と
だ
け
は
教
え
る
わ
け
に
ゆ
か

な
い
。
い
く
ら
、
こ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
う
ま
い
と
い
っ
て
も
、

そ
う
か
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
く
も

の
で
は
な
い
。

刀
鍛
冶
の
正
宗
は
弟
子
に
名
刀
だ
け
を
見
せ
て
、
け

っ
し
て
駄

も
の
を
見
せ
な
か

っ
た
そ
う
で
す
。
星
ヶ
岡
茶
寮
の
北
大
路
魯
山

人
は
、
調
理
人
た
ち
に

「
出
張
先
で
井
な
ど
を
出
さ
れ
て
も
箸
を

つ
け
て
は
い
け
な
い
。
自
分
の
腕
よ
り
低

い
料
理
は
食

べ
て
は
い

け
な
い
」
と
言

っ
た
そ
う
で
す
。

さ
て
、
味

の
つ
か
み
に
く
い
フ
カ
の
ヒ
レ
の
料
理
の
よ
う
な
例

は
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
実
際
食
わ
せ
て
み
て

教
育
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
だ
か
ら
私
の
傘
下
に
列
し
て
も
軌

道
に
の
る
ま
で
に
五
年
も
六
年
も
か
か
る
。
私
の
住
居
は
店
員
寮

の
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
が
、
私
の
方
に
遊
び
に
く
る
よ
う
に
な
る
ま

で
に
三
年
ぐ
ら
い
か
か
る
。

「
あ
の
お
や
じ
、
プ

ス
ッ
と
し
て
い

る
か
ら
、
な
る
べ
く
寄
り
つ
か
な
い
方
が
い
い
だ
ろ
”こ

と
、
あ
ま

り
私
の
と
こ
ろ
に
は
寄
り
つ
か
な
い
。
そ
れ
が
三
年
も
過
ぎ
る
と

「
な
ん
だ
、
か
ん
だ
」
と
難
題
を
持
ち
込
ん
で
く
る
よ
う
に
な
る
。

そ
う
な

っ
て
、
は
じ
め
て
教
育
が
始
ま
る
。
こ
と
に
日
本
料
理
の

源
流
の
中
国
料
理
は
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
も
の
で
、
い
ま
ど
き
、

皆
さ
ん
日
中
友
好
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
て
中
国

へ
行
か

れ
る
向
き
が
多
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
向
こ
う
で
出
さ
れ
た
も

の

の
味
が
ほ
ん
と
う
に
わ
か

っ
て
い
る
な
ら
い
い
が
、
郭
沫
若
氏
に

北
京
飯
店
に
よ
ば
れ
た
こ
と
だ
け
を
帰
国
土
産
に
ひ
け
ら
か
し
、

う
ま
い
か
ま
ず

い
か
と
い
う
鼎

（
か
な
え
）

の
軽
重
を
は
か
り
え

な
い
ま
ま
帰

っ
て
く
る
。
そ
れ
じ
ゃ
頼
り
な
い
か
ら
、
ま
ず
日
中

交
流
に
は
日
本
人
の
舌
の
訓
練
か
ら
始
め
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
の
が
私
の
持
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
味
覚
と
い
う
も
の
は
訓
練
し
な
い
と
、
な
か
な
か

育

っ
て
ゆ
か
な
い
も

の
で
、
生
ま
れ
つ
き
の
天
才
と
い
う
も
の
に

頼
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
信
州
の
″
お
は
づ
け

″
が
う
ま
い
と

い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
食

べ
て
い
る
か
ら

う
ま
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
東
京
の
素
人
に
食
わ
せ
た
ら
、
あ

ん
な
ホ
ロ
苦
く
て
、
す
じ
張

っ
た
も

の
よ
り
白
菜

の
方
が
う
ま
い

と
い
う
の
が
相
場
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
味
覚
の
幅

の
訓
練

が
足
り
な
い
か
ら
だ
と
思

い
ま
す
。

「
す
み
ま
せ
ん
が
、
子
供

の
サ
ン
ド
イ
ツ
チ
は

マ
ス
タ
ー
ド
を

ぬ
い
て
や

っ
て
頂
戴
」
な
ど
と
云

っ
て
、
自
分
で
は
ビ
フ
テ
キ
に

辛
子
を
ベ
タ
ベ
タ
塗

っ
て
食

べ
て
い
る
母
ち
ゃ
ん
が
い
ま
す
。
調

理
場
の
方
で
は
こ
う
い
う
サ
ン
ド
イ

ツ
チ
に
日
の
丸
の
小
旗
を
立

て
て
出
し
て
来
ま
す
。
何
も
知
ら
な
い
子
供
は
、
こ
う
い
う
唾
液

を
吸
い
と

っ
て
し
ま
う
も

の
が
サ
ン
ド
イ

ツ
チ
だ
と
思
い
込
み
、

ペ
テ
ン
に
か
け
ら
れ
て
食

べ
て
は
い
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
鉦
躍
劣
詣
杯
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な
も
の
は
な
い
と
感
づ

い
て
は
お
り
ま
す
。
唾
液
腺
を
刺
激
し
て

唾
液
を
催
う
さ
せ
る
よ
う
に
処
方
調
製
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
ど

う
し
て
、
そ
ん
な

へ
ん
ぱ
な
も

の
に
し
て
食

べ
さ
せ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
ん
な
母
ち
ゃ
ん
は
必
ら
ず
と
い
う
く
ら
い
、
お
ジ

ュ
ー

ス
を
注
文
し
て
子
供
に
飲
ま
せ
ま
す
。
か
く
し
て
、
子
供
は
せ

っ

か
く
の

「
一
期

一
会
」

（
い
ち
ご
い
ち
え
）

の
機
会
を
失

っ
て
、

味
覚

の
発
達
が
遅
れ
て
行
く
の
で
す
。

お
子
様
ラ
ン
チ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
た
い
て
い

オ
ム
レ
ツ
に
ケ
チ
ャ
ッ
プ
を
か
け
た
も
の
に

ハ
ム
か
ソ
ー
セ
ー
ジ
か
、
そ
れ

に
野
菜
が
添
え
て
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
料
理
は
家
庭
で
子
供
に
い

つ
も
作

っ
て
や

っ
て
い
る
の
に
、
お
子
様
ラ
ン
チ
な
ら
子
供
に
あ

た
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
浅
は
か
な
母
性
愛
か

ら
こ
れ
を
注
文
し
ま
す
。
こ
の
お
子
様

ラ
ン
チ
に
も
海
軍
旗
な
ど

の
小
旗
が
立
て
て
あ
り
ま
す
。

「
板
前
さ
ん
、
子
供

の
方
は
サ
ビ
ぬ
き
で
…
…
」
と
云

っ
て
、

自
分
だ
け
は
本

ワ
サ
を
き
か
せ
た
大
ト
ロ
を
頼
張

っ
て
い
る
父
ち

ゃ
ん
が
い
ま
す
。
サ
ビ
抜
き
で
は
生
ま
物
の
寿

司

は

い
け

ま
せ

ん
。
板
前
は
仕
方
な
く
、
玉
子
か
海
苔
巻
を
子
供
に
出
し
ま
す
。

サ
ン
ド
イ

ッ
チ
は
、
か
き
立
て
の
マ
ス
タ
ー
ド
が
ピ
リ
ッ
と
き

い
て
、
そ
の
風
味
が
日
の
中
に
残
る
と
こ
ろ
に
値
打
ち
が
あ
る
の

で
す
。
寿
司
も
、
す
り
立
て
の
信
州
穂
高
山
葵

（
わ
さ
び
）

の
利

き
と
風
味
が
物
を
い
う
も

の
で
、
本
命
を
外
し
た
ゲ
テ
物
を
子
供

に
あ
て
が

っ
て
、
大
人
の
自
分
達
だ
け
、
う
ま
い
も
の
を
食

べ
て

い
る
な
ん
て
不
埓

（
ふ
ら
ち
）
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
母

子
の
愛
、
父
子
の
親
を
誤

っ
て
い
る
親
達
で
す
。
こ
ん
な
親
に
限

っ
て
、
お
勉
強

の
催
促
ば
か
り
し
て
い
ま
す
。
食

べ
物
に
ぶ
つ
か

っ
て
そ
の
味
を
知
る
こ
と
が
、
お
勉
強
だ
と
思
え
な
い
の
だ
か
ら

仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

「
子
曰
く
、
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
を
人
に

施
す
こ
と
勿
れ
」

（論
語
顔
淵
）
、
と
い
う
句
を
は
や
く
子
供
に

教
え
て
や

っ
て
下
さ
い
。

料
理
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
材
料

の
吟
味
が
第

一
で
す
。
出
場

所
と
旬

（
し
ゅ
ん
）
を
知

っ
て
い
て
、
材
料
の
品
質
を
見
き
わ
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ビ

ニ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
作
り
の
茄
子
や
胡

瓜
が
年
中
出
盛

っ
て
い
て
、
ま
た
、
養
殖
の

ハ
マ
チ
が
寿
司
屋
に

絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
ぶ
前

の
こ
と
で
、
十
円
寿
司

が
流
行

っ
て
い
た
頃
の
年
の
暮
に
、
長
男

の
潤

一
郎
を
つ
れ
て
銀

座

の
十
円
ず
し
屋
で

「
寒
鰤
」

（
か
ん
ぶ
り
）
ば
か
り
を
握
ら
せ

ま
し
た
。
二
人
で
二
十
四
個
食

べ
る
と
、
板
前
が

「
も
う
勘
弁
し

て
下
さ
い
」
と
い
う
。
長
男
は
そ
の
時
、
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら

な
い
、
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
い
ま
し
た
。

料
理
は
大
ま
か
に
分
け
て
、
極
め
て
手
の
か
か

っ
た
も

の
と
、

手
を
入
れ
ず
に
材
料

の
味
そ
の
も

の
を
舌
に
ブ

ッ
つ
け
る
も

の
の

二
通
り
に
な
り
ま
す
。
私
の
や

っ
て
い
る
と
ん
か
つ
な
ど
は
寿
司

の
よ
う
に

一
番
単
純
な
料
理
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
肉

の
い



い
の
を
買

っ
て
、
よ
く
掃
除
し
て
、
厚
め
に
切

っ
て
、
い
い
衣
を

着
せ
て
、
い
い
油
で
揚
げ
れ
ば
食
え
る
。
ま
ず

い
肉
を
買

っ
て
、

い
く
ら
上
手
に
揚
げ
よ
う
と
思

っ
て
も
、
そ
れ
は
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
刺
身
と
同
じ
で
、
ほ
う
ち
よ
う
の
切
れ
が
い

い
と
か
、
ツ
マ
が
い
い
と
い
っ
て
も
、
種
そ
の
も

の
が
悪
け
れ
ば

絶
対
に
う
ま
く
な
い
よ
う
に
、
油
そ
の
他

の
材
料
が
よ
く
揃

っ
て

い
な
け
れ
ば
、
ト
ン
か
つ
は
う
ま
く
な
い
。
で
す
か
ら
、
そ
の
単

純
な
行
程

の

「
感
」
が
少
し
で
も
狂

っ
た
ら
、　
一
本
勝
負
の
負
と

な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

牛
肉
に
し
て
も
赤
坂
あ
た
り
の
料
理
屋
に
行

っ
て
、
ち
ょ
っ
と

三
人
ぐ
ら
い
で
す
き
焼
を
注
文
す
る
と
三
万
円
ぐ

ら

い
取

ら

れ

る
。
よ
く
も
こ
う
高
く
売
る
も
の
だ
と
思
う
が
、向
ン」
う
に
い
わ
せ

る
と
、
畜
牛
に
ビ
ー
ル
を
飲
ま
せ
た
り
、　
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
大

事
に
育
て
て
い
る
手
作
り
の
牛
だ
か
ら
値
打
ち
は
あ
る
、
あ
れ
だ

け
の
肉
は
欧
米
に
も
な
い
し
、
そ
れ
は
日
本
独
特

の
味
を
持

っ
て

い
る
、
と
い
う
。
同
じ
牛
肉
に
し
て
も
、
そ
こ
ら
で
車
を
引

っ
張

っ
て
い
る
牛
を
殺
し
て
食

べ
た
ら
、
肉
に
ち

っ
と
も
風
味
が
な
い
。

牛
と
い
う
も

の
は
、
古

い
時
代
に
朝
鮮
か
ら
渡
来
し
た
も
の
で
、

黄
牛

か
黒
牛
と
い
う
朝
鮮
系

の
手
飼
い
の
牛
肉
を
使
え
ば
、
た
し

か
に
風
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
、　
一
人
前

一
万
円
ぐ
ら
い
取
ら
れ
て

も

シ
ャ
ク
に
さ
わ
る
必
要
も
な
い
し
、
驚
く
ほ
ど
の
値
段
で
も
な

い
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
味

の
あ
る
も

の
は
、
誰
が
ど
う

料
理
し
て
も
、　
一
応
食

べ
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と
味

の
な
い
の
が

さ
き
ほ
ど
の
フ
カ
の
ヒ
レ
で
あ
る
。
三
流
、
三
流
の
中
華
料
理
屋

に
行
く
と
、
シ
ッ
ポ
や

ヒ
レ
の
暦

の
よ
う
な
も

の
を
煮
込
ん
で
出

す
が
、
赤
坂
の
楼
外
楼

の
フ
カ
の
ヒ
レ
は
、
そ
う
で
な
く
て
原
形

の
姿
の
も

の
を
煮
込
ん
で
あ
る
。
こ
の
料
理
を
食

べ
る
と
腹
が
い

っ
ぱ
い
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
栄
養
に
は
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
の
た
め
ば
か
り
に
食
う
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
、
そ
ん
な
味

の
な
い
も
の
を
、
ど
う
始
末
し
て
、
う
ま

く
食
わ
せ
る
か
が
料
理
人
の
腕
で
あ
る
。
こ
の
フ
カ
の
ヒ
レ
に
よ

く
似
た
も
の
に
燕
富

（
エ
ン
カ

・
ツ
バ

メ
の
巣
）
が
あ
る
。
こ
れ

は
山
東
省
の
海
ツ
バ

メ
が
海
草
で
つ
く
る
巣
を
、●
ッ
ク
Ｚ
フ
イ
ヽヽシ
グ

み
た
い
に
綱
を
使

っ
て
崖
を
下
り
て
行

っ
て
採

っ
て
く
る
ん
で
す

が
、
た
い
へ
ん
値

の
高

い
も
の
で
す
。
そ
の
お
値
段
の
も
の
が
、

も
と
の
材
料

の
味
に
は
全
然
う
ま
味
が
な
い
。
そ
れ
は
干
し
わ
か

め
の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
味

つ
け
す
る
か
と
い
う

こ
と
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
味

の
つ
け
方
に
家
伝

の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
ナ
マ
コ
が
あ
る
。
こ
の
ナ

マ
コ
を
う
ま
く
食
わ
せ
る
中
華

の
料
理
人
だ

っ
た
ら
、
ラ
ー
メ
ン

や
ワ
ン
タ
ン
、
ギ

ヨ
ウ
ザ
な
ど
は
楽
に
食
わ
せ
る
腕

の
人
で
す
。

さ
て
、
そ
の
ナ
マ
コ
だ
と
か
、
フ
カ
の
ヒ
レ
だ
と
か
、
ツ
バ

メ

の
巣
だ
と
か
い
う
も
の
を
、
い
か
に
料
理
す
る
か
と
い
う
腕
が
な

-6--7-

か
な
か
で
き
な
い
。
中
国
の
諺

（
こ
と
わ
ざ
）
に

「衣
は

一
代
、

住
は
二
代
、
食
は
三
代
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
料
理
が

安
定
し
て
定
着
す
る
の
に
三
代

（約
百
年
）
か
か
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

本
職
の
ト
ン
か
つ
の
こ
と
を
離
れ
て
、
中
華
料
理
の
こ
と
ば
か

り
に
力
を
入
れ
て
い
る
よ
う
に
お
聞
き
取
り
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ

う
が
、
味

の
真
髄
は
、
老
子
の
い
う

「無
味
」
に
あ
る
の
で
、
こ

の
無
味
を
い
か
に
料
理
す
る
か
が

「
料
理
道
」
の
極
意
だ
と
、
私

は
考
え
て
お
り
ま
す
。

普
通
、
五
味

（馘
苦
酸
辛
甘
）
だ
け
が
味
の
あ
る

「有
味

」
で
、

「
無
味
」
は
味
の
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
、

無
味
は
味
が
無

い
の
で
は
な
く
、
淡

（
あ
わ
）

い
か
ら
わ
か
り
に

く
い
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
微
妙
な

「
淡
」
の
基

盤
に
舌
を
据
え
て
、
味
わ
う
こ
と
に
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
こ
の
意
味
で
無
味
は
、
味
が
全
然
な
い

「虚
」
（
か
ら
）

で
も
な
く
、　
コ
令
」

（
ぜ
ろ
）
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
味
は
、

般
若
心
経

の

「
色
不
異
空
、
空
不
異
色

（色
は
空
に
異
ら
ず
、
空

は
色
に
異
ら
ず
と

の

「
空
」
と
い
う
表
現
が
適

切
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

色

の
五
彩
と
か
五
色
を
よ
く
攪

（
か
）
き
混
ぜ
る
と

「
灰
白
」

に
な
り
ま
す
０
五
味
を
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
る
と

「
淡
白
」
に
な
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
灰
白
は
色
で
あ
り
、
淡
白
は
味
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
心
経
に
は
、
前

の
言
葉
に
続

い
て

「
色
即
是

空
、
空
即
是
色

（色
は
即
わ
ち
是
れ
空
、
空
は
即
わ
ち
是
れ
色
ビ

と
た
た
み
か
け
、
二
っ
の
方
程
式
に
そ
の
逆
も
ま
た
真
な
０
証
明

を
つ
け
、
四
つ
の
方
程
式
を
も

っ
て
、
色
と
空
の
等
し
い
こ
と
を

論
証
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

「
色
」
に

「
味
」
を
代

入
す
れ
ば
、
味
が
空
に
等
し
い
こ
と
が
納
得
で
き
ま
す
。
ン」の
「
空

味
」

（
く
う
み
）
と
云

っ
た
よ
う
な
も
の
を
、
「
無
味
」
と
か

ョ
盗

と
称
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
。
無
味
と
有
味
は
、
無
と
有
の
対
立
で
は

な
く
、
無
味
は
有
味
を
包
摂

（
ほ
う
せ
つ
）
す
る
味

の
基
盤
、
味

の
総
合
と
考
え
て
い
い
で
し
ま
フ
。

日
本

へ
亡
命
中
の
中
国
の
政
客

・
胡
蘭
成
氏
か
ら

「
自
木
耳
」

（
白
き
く
ら
げ
）
を
も
ら

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
日

本
で
輸
入
し
て
い
る
中
国
料
理
材
料

の
最
高

の
値

の
も
の
で
、　
一

斤
六
、
七
万
円
の
も
の
で
す
が
、
そ
れ
自
身
の
味
は
無
味

で
、
味

も
ソ
ッ
ケ
も
な
い
も
の
で
す
。
う
ち
で
煮
て
食
う
の
も
勿
体
な
い

の
で
、
山
水
楼
社
長

・
宮
田
武
義
氏
に
上
げ
た
ら
、
宮
田
氏
は
皇

后
陛
下
の
御
病
気
見
舞
の
た
め
に
こ
れ
を
料
理
し
、
そ
の
お
す
そ

分
け
を
壷
に
入
れ
て
私
の
と
こ
ろ
に
届
け
て
く
れ
ま
し
た
。

「
君

子
の
交
わ
り
は
淡
き
こ
と
水
の
如
し
」

（礼
記
）
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
味
わ
い
を
私
は
今
で
も
忘

れ
ま

せ

ん
。
行
き

つ
く
と
こ
ろ
、
水
も
の
の
ス
ー
プ
が
問
題
で
、
羊
の
ス

ー
プ
は
羊
羹
、
野
菜

の
ス
ー
プ
は
菜
羹
、
洋
食
で
は
ブ
イ
ョ
ン
と



い
う
よ
う
に
称
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
料
理
の
本
質
を
左
右
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

タ
レ

（垂
れ
）
な
ど
も
そ
の
類

の
も
の
で
す
。
私
は
以
前
大
陸

に
い
た
ん
で
す
が
、
中
国
の
北
京
に
有
名
な
羊
肉
飯
館

（
ヤ
ン
ロ

ー
フ
ァ
ン
カ
ン
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
店
は
辛
亥
革
命

（
一
九

一

一
）
で
清
朝
が

つ
ぶ
れ
て
大
騒
動
に
な

っ
た
と
き
に
、
店
主
の
二

兄
弟
が
何
を
持

っ
て
逃
げ
た
か
と
い
う
と
、
家
伝

の
タ
レ
を
持

っ

て
四
川
省

の
方
ま
で
逃
げ
て
行

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ほ

ど
タ
レ
と
い
う
も
の
は
大
切
な
も
の
な
の
で
す
。

東
京
で
も
、
の
れ
ん
の
あ
る
う
な
ぎ
屋
は
蒲
焼
の
タ
レ
を
大
切

に
す
る
。
う
ち
の
タ
レ
は
三
百
年
伝
来

の
タ
ン
で
あ
る
と
い
っ
て

自
慢
し
た
り
誇
り
に
す
る
わ
け
で
す
。
タ
レ
を
使
う
焼
鳥
屋
も
そ

れ
と
同
じ
で
す
。
銀
座

の
あ
る
焼
鳥
屋
に
ま

つ
わ
る
話
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
こ
の
店
に
は
作
家
の
常
連
が
多
い
。
そ
の
店
の
主
人
に

「
ま
こ
と
に
す
み
ま
せ
ん
が
、
今
度
北
海
道
に
鴨
打
ち
に
行
く
か

ら
、
お
宅
の
タ
レ
を
少
し
分
け
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
人
が
い

る
。

「
ど
の
く
ら
い
い
り
ま
す
か
」
と
い
う
か
ら

「
一
升
び
ん
に

一
本
分
け
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
と

「
い
や
、
そ
ん
な
に
差
し
上

げ
ら
れ
な
い
、
半
分
ぐ
ら
い
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
わ
れ
て
半

分
も
ら

っ
て
北
海
道
に
出
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
タ
レ
を
つ

け
て
鴨
を
焼

い
て
食

べ
て
み
る
と
、
ち

っ
と
も
う
ま
く
な
い
。
帰

っ
て
き
て

「
あ
の
タ
レ
は
全
然
う
ま
く
な
か
っ
た
よ
」
と
い
う
と
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「
そ
れ
は
焼
き
方
が
ま
ず
か

っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
う
。
実
は
、
そ

れ
は
焼
鳥
に
常
に
使

っ
て
い
る
そ
こ
の

店
の
古
い
タ
レ
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
の

お
料
理
教
室
の
調
合
の
即
製

の
も
の
な

の
で
、
そ
こ
の
家
の
と
同
じ
よ
う
な
調

合
で
は
あ
る
が
貫
禄
が
全
然
な
い
。
味

わ

っ
て
み
る
と
全
然
風
味
が
違
う
わ
け

で
す
。
そ
こ
の
家
の
主
人
は
、
と
ぼ
け

て
そ
ん
な
こ
と
を
言

っ
た
け
れ
ど
も
、

ほ
ん
と
う
は
タ
レ
な
ど
、
や
す
や
す
と

人
に
く
れ
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な

い
の
で
す
。

村
松
槍
風
さ
ん
を
宮
田
武
義
氏
が
誘

っ
て
日
本
橋
の
店

へ
こ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
槍
風
山
人
は

日
本
橋
店
開
店
の
祝

い
に
こ
ん
な
句
を

書

い
て
く
れ
ま
し
た
。

「
古
書
読
む
べ

く
、
古
酒
飲
む
べ
く
、
旧
友
親
じ
む
べ

し
」
と
。
古
書
と
古
酒
に
は
旧
友

の
味

が
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。

日
本
で
は
古
来

「新
酒
」
と

研

米
」

-8--9-

を
貴
ぶ
風
が
あ
り
、

「
古
米
」
な
ど
を
目
の
敵

（
か
た
き
）
に
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
銀
座

の
ラ
ン
ブ

ル
珈
琲
店
、
こ
れ
は
辻
嘉

一

さ
ん
の
推
奨
す
る
店
で
す
が
、
店
主
の
関

口
一
郎
さ
ん
は

「
コ
ー

ヒ
ー
の
豆
は
十
年
ね
か
さ
な
き
ゃ
ほ
ん
と
う
の
味
は
出
ま
せ
ん
ね
」

と
い
う
。
気
の
長

い
話
だ
が
、
関

口
さ
ん
は
目
下
、
自
宅
に
豆
袋

の
手
返
し
の
で
き
る
貯
蔵
庫
を
造

っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
古
米
手

持
ち
の
政
府
も
弱
気
を
起
さ
ず
に
、
大

い
に
気
を
強
く
し
て
、
米

を
ね
か
せ
て
味

の
出
る
方
法
を
ひ
ね
り
出
し
、

「
古
米
味
わ
う
べ

し
」
と
宣
伝
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
料
理
は
そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
こ
ら
し
た
と
こ

ろ
か
ら
味
が
出
、
料
理
屋
と
い
う
も
の
は
お
の
お
の
の
店
が
、
み

ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
特
質
を
持

っ
て
い
る
。
学
校
で
も
そ
う

で
、
深
志
は
深
志

の
特
徴
を
持

っ
て
お
り
、
清
陵
は
清
陵

の
特
徴

を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
他

の
高
校
も
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
特

徴
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
、
店
屋
も
全
部
そ
れ
ぞ
れ
に
特

徴
が
あ
る
の
で
す
。
殊
に
中
華
料
理
屋
に
お
い
で
に
な

っ
た
と
き

は
浙
江
料
理
だ
と
か
、
北
京
料
理
、
広
東
料
理
、
あ
る
い
は
上
海
、

四
川
と
い
夕
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
料
理
の
看
板
が
か
け
て
あ
る
の

で
、
そ
の
看
板
を
よ
く
見
て
、
そ
こ
の
家
の
特
徴
は
何
か
と
考
え

て
注
文
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
四
川
省
の
山
の
奥
の
、
音

の
蜀

の
国
の
伝
統

の
料
理
で
四
川
料
理
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

ん
な
看
板

の
店
に
行

っ
て
海
の
鮮
魚

の
料
理
を
注
文
す
る
の
は
バ

力
げ
た
話
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
中
国
料
理
屋
に
行

っ
て
、
や
た
ら
ビ
ー
ル
を
飲
む

な
ん
て
の
は
無
意
味
で
あ
り
、な
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り

広
東
料
理
だ

っ
た
ら
、
そ
の
近
所

の
責
州
の
銘
酒

・
茅
台
酒

（
マ

オ
タ
イ
チ
ュ
ウ
）
、
天
津
だ

っ
た
ら
、
そ
の
近
く
の
酒

・
五
加
皮

酒

（
ウ
チ
ャ
ピ
ー
チ

ュ
ウ
）
な
ど
を
注
文
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。

大
阪
や
神
戸
の
す
き
焼
屋
に
入

っ
て
東
京
の
ビ
ー
ル
な
ど
を
ガ
ブ

飲
み
す
る
と
な
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
や
は
り
、
灘

の
生

一
本
を
飲

む
べ
き
だ
ろ
う
。

き
の
う
平
林
君
に
松
本

の
本
曽
屋
に
よ
ば
れ
食

い
き
れ
な
い
ほ

ど
料
理
が
出
て
き
た
。
食

い
き
れ
な
い
と
き
は
食

い
散
ら
さ
な
い

で
、
必
ず
そ
れ
を
持

っ
て
帰
る
。

「
女
中
さ
ん
、
こ
れ
を
折
に
入

れ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
い
っ
て
、
豆
腐

の
田
楽
で
も
、
鯉
の
甘

露
煮
で
も
、
何
で
も
全
部
持

っ
て
帰

っ
て
き
て
し
ま
う
の
が
定
法

で
す
。
こ
と
に
上
等

の
料
理
屋
に
行

っ
て
そ
れ
を
や
る
と
非
常
に

喜
ぶ
。
次
に
行

っ
た
と
き
の
料
理
が
違

っ
て
く
る
。
こ
れ
は
食

い

し
ん
坊
が
よ
く
使
う
手
な
ん
で
す
が
、
出
さ
れ
た
も
の
を
大
事
に
す

る
人
た
ち
が
通

（
つ
う
）

の
常
連
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。
料
理

の
味
を
味
わ
う
と
き
は
、
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
た
だ
ゼ

ニ
を
払
う
ん
だ
か
ら
、
お
れ
は
客
だ
し
、
お
前
た
ち

は
売
り
手
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
、
な
か
な
か
う
ま
い
も
の

に
は
あ
り
つ
け
な
い
。


