
小
林
幸
夫
著
『
咄
・
雑
談
の
伝
承
世
界
』
は
、
氏
の
平
成
元
年
四
月
か
ら

平
成
八
年
七
月
に
わ
た
る
十
九
編
の
論
文
を
五
つ
に
分
け
、
新
た
に
、
こ
の

豊
か
な
論
文
集
の
格
好
の
手
引
き
と
な
る
序
論
「
咄
・
雑
談
論
の
輪
郭
」
を

付
し
、
一
冊
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

副
題
に
は
「
近
世
説
話
の
成
立
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
近
世
説
話
」
を
真
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の

で
は
な
い
。
こ
こ
に
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
『
醒
酔
笑
』
を
は
じ
め
と
し
た
様

々
な
近
世
初
期
編
纂
の
笑
話
の
背
景
を
室
町
末
か
ら
近
世
初
期
に
お
け
る
茶

湯
の
場
に
定
め
、
そ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
様
々
な
「
咄
」
と
「
雑
談
」
の

場
を
通
し
て
、
説
話
の
成
立
と
発
展
・
享
受
の
姿
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
、
刺
激
的
な
試
み
な
の
で
あ
る
。
説
話
研
究
の
門
外
漢
に
と
っ
て
、
茶

湯
の
大
海
を
泳
ぎ
、
禅
林
の
森
に
分
け
入
り
、
笑
話
の
席
に
興
じ
る
著
者
の

し
り
え
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
し
か
見
え
な
い
。
「
近
世
初
期
」
と
い
う
キ
ー
ワ

ー
ド
を
共
有
す
る
、
た
だ
そ
の
一
点
を
拠
り
所
と
し
て
、
誤
読
を
恐
れ
ず
、

私
な
り
の
自
由
な
〈
読
み
〉
を
示
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

〔
書
評
〕小

林
幸
夫
著
『
咄
．
雑
談
の
伝
承
世
界
』「

第
一
編
咄
と
雑
談
の
諸
相
」
・
本
書
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
明
ら

か
に
す
る
諸
論
を
お
さ
め
る
。

「
第
一
竜
咄
と
医
師
ｌ
翠
竹
道
三
の
咄
ｌ
」
に
お
い
て
、
ま
ず
咄
の
唯

ま
れ
る
場
、
伝
承
・
享
受
さ
れ
る
場
は
ど
こ
な
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問

を
投
げ
か
け
た
著
者
は
、
「
第
二
章
茶
の
湯
と
雑
談
ｌ
近
世
軍
記
へ
の
視

座
ｌ
」
に
お
い
て
、
そ
の
答
え
を
「
（
咄
の
生
ま
れ
る
場
所
〉
と
し
て
の
茶

湯
の
一
座
三
叫
頁
）
と
自
解
し
、
さ
ら
に
「
第
三
章
咄
と
振
舞
ｌ
定
家
俗

伝
抄
ｌ
」
で
は
、
そ
の
「
〈
咄
の
生
ま
れ
る
場
所
〉
と
し
て
の
茶
湯
の
一
座
」

を
、
「
振
舞
」
の
場
と
具
体
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
「
こ
の
幽
斎

の
噸
作
咄
は
、
定
家
掛
物
を
前
に
し
て
の
茶
の
湯
振
舞
の
座
か
ら
、
機
知
に

興
じ
る
雑
談
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
三
帥
頁
三
定
家
勅
勘
説
話
を

〈
歌
徳
説
話
〉
と
し
て
享
受
す
る
場
所
、
そ
れ
が
茶
数
寄
Ⅱ
歌
数
寄
の
伝
統

を
有
す
る
茶
湯
の
一
座
で
あ
っ
た
三
糾
頁
）
．
っ
の
説
話
が
、
あ
る
い
は
歌

徳
説
話
と
し
て
、
あ
る
い
は
狂
歌
咄
と
し
て
興
じ
ら
れ
る
場
所
、
そ
れ
が
茶

湯
振
舞
の
一
座
で
あ
っ
た
。
時
に
風
雅
な
る
歌
話
と
し
て
、
時
に
宴
の
座
興

な
る
狂
歌
咄
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
連
歌
や
俳
譜
に
遊
び
、

母

利

司
朗

丘
四



「
第
二
編
咄
の
生
成
と
享
受
」
は
、
第
一
編
で
明
ら
か
に
し
た
咄
・
雑

談
の
生
ま
れ
、
享
受
さ
れ
て
い
く
場
を
、
具
体
的
な
作
品
を
も
と
に
、
論
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
前
編
第
四
章
は
、
本
編
へ
の
妙
を

得
た
導
入
役
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
第
一
章
〈
お
ど
け
者
〉
一
休
像
の
形
成
」
は
、
．
休
の
〈
開
悟
の

貧
僧
〉
と
し
て
の
境
涯
を
、
む
し
ろ
卑
俗
に
解
釈
し
て
〈
貧
乏
僧
〉
と
し
て

の
境
涯
を
強
調
す
る
…
『
一
体
は
な
し
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
近
世
に
お
け

る
一
体
解
釈
の
一
側
面
三
剛
頁
）
の
意
味
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、

著
者
は
そ
の
中
で
、
「
〈
お
ど
け
者
〉
一
体
の
当
意
即
妙
の
軽
口
に
興
じ
た

当
代
の
人
々
の
俳
譜
（
滑
稽
）
精
神
は
、
俳
譜
を
「
夢
幻
の
戯
言
三
『
阿
蘭

陀
丸
二
番
船
』
）
と
観
じ
、
言
葉
の
道
化
性
に
興
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

機
知
の
楽
し
み
に
興
ず
る
振
舞
の
座
の
格
好
の
趣
向
で
あ
っ
た
」
（
馴
頁
）
な

ど
と
、
繰
り
返
し
言
を
尽
く
し
提
示
さ
れ
る
が
、
か
よ
う
の
〈
茶
湯
ｌ
振
舞

Ｉ
咄
〉
と
い
う
関
係
式
こ
そ
、
本
書
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
と
な
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
「
第
四
章
『
仁
勢
物
語
』
と
雑
談
の
世
界
ｌ
振
舞
の
座

の
発
想
ｌ
」
は
、
そ
の
関
係
式
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
『
仁
勢
物
語
』
と
い
う

具
体
的
な
作
品
を
「
寛
永
と
い
う
時
代
の
な
か
に
置
い
て
読
む
試
み
」
と
し

た
も
の
で
あ
る
．
著
者
が
見
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
「
『
仁
勢
物
語
』
の
背

景
に
ひ
ろ
が
る
〈
雑
談
の
世
界
〉
の
眺
望
三
船
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
行
文
に

は
、
時
折
思
い
切
っ
た
想
像
の
気
味
が
交
じ
る
も
の
の
、
「
『
仁
勢
物
語
』

は
、
振
舞
の
座
が
生
ん
だ
俗
説
『
伊
勢
物
語
』
と
さ
え
言
え
よ
う
三
川
頁
）

と
い
う
解
釈
な
ど
は
、
痛
快
で
文
句
無
し
に
お
も
し
ろ
い
。

「
す
い
た
こ
と
し
て
あ
そ
ぶ
に
は
し
か
じ
」
（
同
書
）
と
い
う
時
代
性
を
表
現

し
た
く
軽
口
の
俳
譜
〉
と
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ

ろ
う
」
（
剛
頁
）
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い
る
。
本
書
は
実
は
、
著
者
の
寛

永
俳
譜
論
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
た
触
れ
る
所
が
あ

ろ
う
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
先
を
急
ぐ
こ
と
と
し
よ
う
。
「
第
二
章

一
体
「
頓
作
」
考
Ｉ
咄
の
生
ま
れ
る
場
所
ｌ
」
も
ま
た
、
一
体
を
手
掛
か
り

に
、
咄
の
生
ま
れ
る
場
所
を
論
じ
る
。
場
所
の
提
示
は
、
「
一
休
墨
蹟
を
め

ぐ
る
数
寄
雑
談
が
、
一
体
の
人
物
論
か
ら
逸
話
に
ま
で
及
ぶ
な
ら
ば
、
一
体

に
仮
託
さ
れ
た
狂
歌
（
咄
）
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な

い
」
（
川
頁
三
か
よ
う
に
茶
湯
の
一
座
で
連
歌
俳
譜
が
興
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
の
雑
談
も
ま
た
茶
人
茶
道
具
の
評
判
、
い
わ
ゆ
る
数
寄
雑
談
に
と
ど

ま
り
は
し
な
い
。
機
知
に
富
ん
だ
狂
歌
咄
に
興
じ
ら
れ
た
り
も
す
る
。
俳
譜

連
歌
の
秀
句
咄
に
遊
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
三
剛
頁
）
と
、
ま
す
ま
す
精
徹
に

な
っ
て
や
ま
な
い
。
「
機
知
あ
る
言
葉
遊
び
に
興
じ
る
場
、
そ
れ
が
く
咄
の

生
ま
れ
る
場
所
〉
、
茶
湯
振
舞
の
一
座
で
あ
っ
た
」
（
ｎ
頁
）
と
い
う
言
い
方

も
、
著
者
が
あ
き
ら
か
に
し
た
卓
見
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
「
第
三
章
狂
歌

咄
西
行
論
Ｉ
茶
数
寄
と
歌
数
寄
ｌ
」
も
ま
た
、
一
体
か
ら
西
行
に
対
象
を
変

え
た
と
は
い
え
、
そ
の
趣
旨
は
同
じ
い
。
「
第
四
章
西
行
狂
歌
咄
論
ｌ
歌

徳
説
話
と
狂
歌
咄
ｌ
」
は
、
第
三
章
と
同
じ
西
行
を
仲
立
と
し
て
の
、
「
方

法
と
し
て
の
昔
話
」
を
論
じ
た
も
の
。
著
者
に
は
、
『
京
都
の
伝
説
ｌ
丹
波

を
歩
く
」
（
福
田
晃
氏
と
共
著
淡
光
社
平
成
六
年
刊
）
が
あ
る
。

「
第
三
編
言
葉
遊
び
の
世
界
」
は
、
咄
の
世
界
の
表
現
の
種
々
相
に
つ

い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

五
五



「
第
一
章
夜
咄
の
俳
譜
ｌ
伽
と
百
物
語
ｌ
」
は
、
「
咄
の
な
か
に
表
現

さ
れ
た
滑
稽
は
、
俳
譜
の
発
想
と
も
通
底
す
る
も
の
だ
。
．
：
…
俳
譜
の
機
剛

に
遊
ぶ
寛
い
だ
咄
の
場
所
、
夜
咄
の
座
の
具
体
相
が
知
り
た
い
」
（
地
貞
）
と

い
う
関
心
か
ら
、
「
享
受
と
創
造
が
機
知
を
媒
介
と
し
て
果
た
さ
れ
る
。
夜

咄
の
座
と
は
、
昔
の
俳
諾
の
享
受
を
媒
ち
と
し
た
、
咄
の
生
ま
れ
る
場
所
で

あ
っ
た
三
魏
頁
）
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
た
好
論
。
「
第
二
章
言
葉
遊

び
の
文
芸
ｌ
秀
句
頓
作
と
咄
ｌ
」
「
第
三
章
酔
狂
す
る
小
町
ｌ
秀
句
の
遊
び

ｌ
」
は
、
「
秀
句
」
と
い
う
そ
れ
自
体
俳
謂
論
と
き
わ
め
て
密
接
な
つ
な
が

り
を
持
つ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
中
心
に
、
咄
の
生
ま
れ
る
場
を
支
え
た
も
の
に
、

「
振
舞
の
座
の
秀
句
頓
作
」
（
俳
譜
性
）
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
幾
重
に

も
論
じ
る
。
「
『
霧
鵡
小
町
』
を
踏
ま
え
て
、
〈
酔
狂
）
す
る
小
町
像
を
伝

え
る
咄
は
、
〈
鶴
鵡
返
し
）
の
秀
句
の
俳
譜
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
零
落
の
小
町
を
酔
っ
ぱ
ら
い
に
〈
見
立
て
〉
る
俳
譜
性
は
、
そ
の

根
底
の
と
こ
ろ
で
秀
句
の
俳
請
と
つ
な
が
っ
て
い
る
三
剛
頁
）
と
い
う
言
い

方
や
、
俳
譜
に
お
け
る
「
乞
食
ｌ
小
町
」
の
付
合
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
ま
さ

に
氏
の
面
Ｈ
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
「
第
四
章
〈
は
ね
字
〉
の
遊
び
ｌ

聯
句
・
連
歌
．
咄
ｌ
」
は
、
俳
譜
と
咄
の
重
層
性
を
説
く
著
者
の
駄
目
押
し

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
。
「
漢
語
を
咄
の
種
と
し
た
雑
談
と
は
い
え
、
〈
は

ね
字
〉
の
遊
び
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
俳
譜
の
連
歌
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
」
（
汕

貞
）
と
い
う
結
論
に
は
、
納
得
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

「
第
四
編
禅
林
と
咄
の
世
界
」

し
ん
め
ん
ら
く

終
編
「
第
五
編
咄
の
編
集
と
出
版
」
は
、
著
者
の
真
面
目
た
る
『
醒
酔

笑
』
論
の
本
編
に
あ
た
ろ
う
。

「
第
一
章
『
醒
酔
笑
』
の
白
髪
天
神
説
話
か
ら
Ｉ
咄
の
纈
集
へ
ｌ
」
は
、

「
『
醒
酔
笑
』
と
『
戯
言
養
気
集
』
（
あ
る
い
は
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物

絹
』
）
、
い
ず
れ
も
〈
遠
寺
晩
鐘
〉
詩
に
取
材
し
た
咄
な
の
だ
が
、
そ
れ
で

は
こ
ん
な
咄
の
種
に
笑
い
興
ず
る
場
所
、
そ
れ
は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
、
連
歌
の
果
て
た
宴
の
座
興
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
三
酬

頁
）
と
論
じ
る
。
「
第
二
章
咄
の
編
集
ｌ
『
醒
酔
笑
』
を
中
心
に
ｌ
」
は
、

「
『
醒
酔
笑
』
が
板
倉
侯
に
献
呈
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
〈
細

集
〉
の
意
義
」
（
川
頁
）
を
論
じ
た
も
の
。
「
数
寄
者
板
倉
重
宗
に
し
て
み
れ

ば
、
『
醒
酔
笑
』
は
社
交
の
場
で
の
〈
雑
談
集
〉
の
役
割
を
果
た
し
た
と
も

思
わ
れ
る
」
（
川
貞
）
と
い
う
指
摘
は
、
新
鮮
で
あ
る
。
「
第
三
章
笑
話
の

五
六

「
第
一
章
詩
話
と
公
案
ｌ
饅
頭
の
秀
句
ｌ
」
は
、
「
饅
頭
を
媒
と
し
て
、

禅
林
と
咄
の
関
わ
り
を
論
じ
て
み
た
い
」
勵
頁
）
と
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
論
。

し
か
し
、
著
苫
の
視
点
は
常
に
「
由
締
た
だ
し
い
浄
閃
饅
頭
を
〈
た
だ
の
鯉

頭
〉
に
落
し
て
笑
い
興
じ
る
場
所
は
、
本
来
も
う
少
し
限
定
さ
れ
る
は
ず
だ
。

．
．
…
・
な
ら
ば
そ
れ
は
禅
林
の
笑
い
話
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
。
あ

る
い
は
禅
家
の
列
な
る
茶
話
の
席
」
（
湖
頁
）
と
、
咄
の
成
り
立
つ
場
を
執
勧

に
語
っ
て
や
ま
な
い
。
「
第
二
章
霊
照
女
掛
絵
と
孝
子
認
」
は
、
茶
湯
の

場
こ
そ
咄
の
生
ま
れ
る
場
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
、
饅
頭
と
い
う
茶
菓
子
か

ら
、
床
の
間
に
掛
け
ら
れ
た
掛
物
へ
と
転
じ
な
が
ら
、
立
証
し
た
も
の
で
あ

プ
（
》
◎



以
上
、
大
急
ぎ
で
、
本
書
十
九
編
の
概
要
に
簡
単
な
評
を
付
し
て
み
た
。

名
古
屋
周
辺
に
在
住
す
る
近
世
文
学
研
究
に
関
心
を
持
つ
同
学
の
研
究
会
に

共
に
参
加
し
て
い
る
関
係
で
、
著
者
か
ら
は
し
ば
し
ば
ほ
と
ん
ど
定
期
的
と

も
い
え
る
ほ
ど
に
、
本
書
の
母
胎
と
な
っ
た
論
文
の
抜
き
刷
り
を
い
た
だ
い

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
《
私
は
す
で
に
以
前
か
ら
氏
の
論
の
読
者
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
八
年
間
に
わ
た
る
論
文
を
一
書
と
し
た

出
版
ｌ
連
歌
・
俳
譜
．
咄
ｌ
」
は
、
「
正
統
的
な
俳
譜
史
の
視
点
に
立
つ
の

で
は
な
く
、
〈
笑
話
の
出
版
〉
と
い
う
視
点
か
ら
眺
め
れ
ば
、
寛
永
と
い
う

〈
俳
譜
の
時
代
〉
は
ど
の
よ
う
な
像
を
結
ぶ
の
か
」
（
州
頁
）
と
い
う
問
題
意

識
を
投
げ
か
け
た
、
棹
尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
論
で

あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
本
書
は
あ
る
意
味
で
、
著
者
の
寛
永
俳
譜

論
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
徳
元
と
重
頼
…
と
も
に
宗
祇
や
心
敬
の

連
歌
論
を
借
り
て
、
秀
句
の
意
義
を
説
く
そ
の
姿
勢
に
お
い
て
共
通
す
る
こ

と
。
こ
れ
こ
そ
が
、
言
葉
遊
び
、
す
な
わ
ち
縁
語
や
掛
詞
の
機
知
的
な
遊
び

に
す
ぎ
な
か
っ
た
俳
譜
を
、
言
い
捨
て
の
座
興
か
ら
文
学
へ
と
掬
い
と
る
方

策
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
し
て
そ
れ
に
応
ず
る
よ
う
に
し
て
、
『
犬
筑
波
集
』

や
笑
話
は
出
版
さ
れ
た
」
（
輌
頁
言
室
町
か
ら
近
世
初
期
の
笑
話
の
世
界
は
、

貞
門
俳
譜
が
失
っ
た
（
言
葉
遊
び
〉
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
に
照
ら
せ
ば
、

俳
譜
が
自
由
放
埒
な
笑
い
を
失
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。
い
う
な
ら
ば

寛
永
と
い
う
〈
俳
譜
流
行
〉
の
時
代
は
、
俳
譜
が
〈
あ
そ
び
〉
を
捨
象
し
て

い
く
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
」
（
捌
頁
）
な
ど
と
い
う
指
摘
に
は
、
当
時

の
俳
譜
に
関
心
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
見
逃
せ
な
い
視
点
が
見
出
だ
さ
れ
る
。

も
の
を
あ
ら
た
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
述
べ
ら
れ
て
き
た

問
題
意
識
の
大
き
さ
に
は
じ
め
て
気
付
く
思
い
さ
え
す
る
。
お
そ
ら
く
私
は
、

今
ま
で
あ
ま
り
良
い
読
み
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

今
読
み
返
し
て
み
て
気
付
い
た
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
茶

ゆ
る
ゆ
る

会
記
を
読
む
楽
し
み
は
、
記
事
の
奥
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
緩
々
と
し
た
咄
の

座
の
笑
い
さ
ざ
め
き
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
（
蝿
頁
三
さ
さ
や
か

な
謎
立
と
は
い
え
、
談
笑
の
座
の
く
つ
ろ
ぎ
が
思
わ
れ
て
と
て
も
楽
し
い
」

（
脈
頁
）
「
饅
頭
を
話
題
と
し
た
談
笑
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
」
（
剛
頁
）

な
ど
の
言
葉
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
著
者
の
研
究
を
支
え
て
い
る
大

き
な
特
徴
が
、
研
究
対
象
へ
の
、
お
お
ら
か
で
、
手
放
し
の
関
心
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
氏
の
論
文
は
、
そ
の
「
楽
し
さ
」
の
分
か
ち
合
い

な
の
で
あ
る
。
研
究
者
の
態
度
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
が
、

小
林
流
の
「
と
て
も
楽
し
い
」
と
い
う
対
象
へ
の
接
し
か
た
こ
そ
は
、
様
々

な
立
場
の
違
い
を
越
え
た
共
通
の
認
識
と
し
て
、
私
も
常
に
大
事
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
。
著
者
の
問
題
意
識
が
一
貫
し
て
変
わ

ら
な
い
こ
と
、
繰
り
返
し
幾
重
に
も
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
度
が
す
ぎ
た
場
合
、
い
さ
さ
か
食
傷
気
味
に
も
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
指
摘
す
る
必
要
は
な
い
が
、
第
四
編
あ
た
り

に
な
っ
て
く
る
と
、
私
に
も
や
や
満
腹
感
が
つ
の
っ
た
．
ま
た
、
最
後
の
貞

門
俳
譜
論
に
は
、
当
時
の
連
歌
に
た
い
す
る
見
方
の
不
十
分
な
点
や
、
単
純

な
事
実
誤
認
（
た
と
え
ば
妙
満
寺
雪
の
会
の
年
時
）
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
あ
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り
、
そ
の
論
に
私
は
か
な
ら
ず
し
も
く
み
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

本
書
に
貫
ぬ
か
れ
た
問
題
意
識
の
持
つ
重
た
さ
の
前
で
は
、
こ
の
よ
う
な
点

な
ど
、
ま
さ
に
「
毛
を
吹
い
て
傷
を
求
め
る
」
の
類
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
い

な
ど
、
ま
さ
に
「
毛
一

う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

著
者
に
よ
っ
て
、
今
後
豊
か
で
魅
力
的
で
楽
し
い
寛
永
文
化
論
が
提
示
さ

れ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
拙
い
書
評
を
終
え
た
い
。

（
三
弥
井
書
店
平
成
八
年
六
月
五
一
一
頁
一
四
０
０
０
円
）

（
も
り
・
し
ろ
う
岐
阜
大
学
助
教
授
）

五
八


