
「
無
常
と
い
ふ
事
」
管
見

一
小
林
秀
雄
の
『
花
』
を
め
ぐ
っ
て
一

佐

藤

泰

正

一

梅
若
の
能
楽
堂
で
、
万
三
郎
の
当
麻
を
見
た
。

 
〃
無
常
と
い
ふ
事
”
一
巻
が
、
こ
の
「
当
麻
」
の
一
句
を
以
て
始
ま
る
事
は

極
め
て
意
味
深
い
。
彼
は
続
い
て
言
う
i
「
何
故
、
あ
の
夢
を
破
る
様
な
笛
の

音
や
太
鼓
の
音
が
ふ
い
つ
ま
で
も
耳
に
残
る
の
で
あ
ら
う
か
。
夢
は
ま
さ
し
く

破
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
白
い
袖
が
醗
り
、
金
色
の
冠
が
き
ら
め
き
中

将
姫
は
、
ま
だ
眼
の
前
を
舞
っ
て
み
る
様
子
で
あ
っ
た
。
」

 
言
う
ま
で
も
な
く
彼
を
捉
え
た
場
面
は
、
「
当
麻
」
一
曲
中
の
後
シ
テ
の
早

舞
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
言
葉
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
申
楽
と
は
「
舞

歌
二
曲
を
以
て
本
風
」
（
「
申
楽
苦
手
」
）
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
「
舞
歌
二
曲

の
態
を
な
さ
ざ
ら
ん
人
体
」
は
、
「
如
何
な
る
古
人
名
将
な
り
と
も
」
こ
れ
を

登
場
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
能
に
お
け
る
序
・
破
・
急
と
続
く
展
開
は
、
後

ジ
テ
の
登
場
を
待
っ
て
佳
境
に
入
る
。
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
問
答
の
高
ま
り
の
果

て
に
、
シ
テ
は
ひ
と
た
び
舞
台
を
退
き
、
シ
テ
と
ワ
キ
と
の
問
答
中
に
含
ま
れ

た
一
切
を
後
ジ
テ
が
再
び
登
場
し
て
締
括
り
を
つ
け
る
。
「
そ
の
し
め
く
く
り

の
急
所
が
舞
」
で
あ
り
、
能
の
構
成
は
、
言
わ
ば
こ
の
「
舞
の
場
へ
一
曲
を
は

こ
び
込
ん
で
ゆ
く
処
に
」
 
（
風
巻
景
次
郎
）
あ
る
と
言
う
べ
く
、
早
舞
は
な
か
「

に
も
、
舞
の
高
ま
り
の
本
四
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
小
林
が
こ
の
「
当
麻
」
一

曲
の
早
舞
の
部
分
の
感
銘
を
、
「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻
の
冒
頭
に
語
っ
て
い

る
こ
と
は
、
極
め
て
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。
こ
の
早
舞
の
熾
し
い
、
急
速
な
高

ま
り
の
只
中
に
、
「
夢
は
ま
さ
し
く
破
ら
れ
た
」
と
い
う
。
も
と
よ
り
そ
の
夢

と
は
、
能
の
夢
幻
の
世
界
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

 
夢
幻
能
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
「
井
筒
」
の
末
尾
一
後
シ
テ
有
常
の
女
の
亡

霊
が
、
井
筒
の
底
の
水
に
映
る
わ
が
影
に
じ
っ
と
見
入
り
、
や
が
て
一
〈
見
れ

ば
懐
か
し
や
〉
と
謡
い
出
し
、
地
が
こ
れ
を
う
け
て
続
く
i
〈
わ
れ
な
が
ら
懐

か
し
や
、
亡
夫
丁
霊
の
姿
は
、
萎
め
る
花
の
、
色
論
う
て
匂
ひ
、
残
り
て
在
原

の
、
寺
の
鐘
も
ほ
の
ぼ
の
と
、
明
く
れ
ば
古
寺
の
、
松
風
や
芭
蕉
葉
の
、
夢
も

破
れ
て
覚
め
に
け
り
、
夢
は
破
れ
明
け
に
け
り
〉
。

 
こ
の
覚
め
ゆ
く
夢
と
は
何
か
。
ひ
と
り
の
評
家
は
次
の
如
く
言
う
i
「
こ
れ

は
ワ
キ
僧
が
見
て
い
た
夢
で
、
結
局
、
後
シ
テ
が
出
現
し
て
舞
う
の
は
夢
中
の

こ
と
で
あ
っ
た
」
 
（
野
上
豊
一
郎
）
と
は
、
い
か
に
も
h
常
識
的
判
断
」
に
す

ぎ
る
。
夢
見
て
い
た
の
は
こ
の
「
わ
た
し
だ
っ
た
の
だ
。
」
 
「
じ
っ
と
脇
柱
の
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そ
ば
に
動
か
ず
に
い
る
ワ
キ
僧
の
脳
裏
に
う
つ
る
夢
幻
を
、
そ
れ
ど
見
て
い
た

の
で
は
な
い
。
シ
テ
の
舞
の
な
か
に
見
は
て
ぬ
夢
が
あ
り
、
現
実
か
ら
ま
っ
た

く
離
れ
た
身
体
的
行
動
自
体
が
夢
の
陶
酔
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
感
染
し
て
、

わ
た
し
自
身
も
ま
た
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
実
こ
そ
が
夢
な

の
で
あ
る
。
ワ
キ
の
夢
が
終
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
夢
か
ら
さ
め
る
の
で
は
な

く
、
舞
（
能
）
が
終
る
と
こ
ろ
で
、
夢
の
現
実
か
ら
、
．
別
の
現
実
へ
も
ど
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
」
 
（
戸
井
田
道
三
、
 
「
能
-
神
と
乞
食
の
芸
術
」
）

 
た
し
か
に
一
曲
の
能
を
終
り
、
夢
幻
の
世
界
へ
の
陶
酔
か
ら
醒
め
ゆ
く
状
態

と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
小
林
は
逆
に
、
能
の
夢
幻
の
世
界

を
つ
ら
ぬ
く
笛
の
音
そ
の
も
の
が
、
我
々
の
夢
を
破
る
と
い
う
。
夢
は
彼
岸
で

は
な
く
、
こ
ち
ら
の
側
に
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
こ
の
夢
と
は
何
か
。

 
「
当
麻
」
の
前
年
に
書
か
れ
た
「
自
己
に
つ
い
て
」
 
（
昭
和
一
五
年
一
一

月
）
と
い
う
小
文
申
に
、
次
の
如
き
一
節
が
あ
る
。

 
自
意
識
の
過
剰
と
い
ふ
事
を
言
ふ
が
、
自
意
識
と
い
ふ
も
の
が
、
そ
も
そ

も
余
計
な
勿
体
ぶ
つ
た
一
種
の
気
分
な
の
で
あ
る
。
他
の
色
々
な
気
分
と
同

様
貞
可
愛
が
れ
ば
つ
け
上
る
し
、
ほ
・
つ
と
け
ば
勝
手
に
の
さ
ば
る
の
だ
。
自

意
識
の
過
剰
に
苦
し
む
と
い
ふ
事
は
、
憂
醗
な
気
分
に
悩
む
と
い
ふ
事
と
全

く
同
じ
様
子
を
し
て
み
る
。
何
か
が
頭
の
な
か
で
の
さ
ば
る
の
を
、
そ
の
儘

放
っ
て
置
く
苦
痛
な
の
だ
。
太
陽
や
水
や
友
人
や
、
要
す
る
に
手
ご
た
べ
の

あ
る
抵
抗
に
出
合
へ
な
い
苦
痛
な
の
で
あ
る
。
た
だ
苦
痛
の
さ
う
い
ふ
明
ら

か
な
原
因
に
は
、
気
が
付
く
か
付
か
な
い
か
二
つ
に
一
つ
だ
。
だ
ん
だ
ん
気

が
付
く
と
い
ふ
様
な
事
は
決
し
て
な
い
。
夢
が
だ
ん
だ
ん
覚
め
る
と
い
ふ
事

は
な
い
。
 
（
傍
点
筆
者
以
下
全
）

 
 
小
林
の
言
う
「
夢
」
が
何
で
あ
る
か
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

 
を
「
自
意
識
の
過
剰
」
と
言
お
う
と
㍉
 
「
無
用
な
諸
観
念
の
跳
梁
」
 
（
「
当

、

麻
」
）
と
言
お
う
と
差
支
え
は
な
い
。
い
ま
小
林
に
あ
っ
て
、
そ
の
夢
を
破
る

 
「
手
ご
た
へ
の
あ
る
抵
抗
」
．
物
が
、
「
太
陽
や
水
や
友
人
」
な
ら
ぬ
「
当
麻
」

 
と
い
う
古
典
の
舞
台
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
処
で
あ
ろ
う
。
彼
の
前
に

 
「
白
い
袖
が
翻
り
、
金
色
の
冠
が
き
ら
め
き
」
「
中
将
姫
の
あ
で
や
か
な
姿
が

 
舞
台
を
縦
横
に
動
き
出
す
。
そ
れ
は
歴
史
の
泥
中
か
ら
咲
き
出
で
た
花
」
と
も

 
見
え
、
彼
は
嘆
ず
る
一
「
人
間
の
生
死
に
関
す
る
思
想
が
、
こ
れ
ほ
ど
単
純
な

 
純
粋
な
形
を
取
り
得
る
と
は
」
と
。
こ
う
し
て
「
当
麻
」
の
夢
を
破
る
笛
の
音

 
に
は
じ
ま
る
一
連
の
舞
台
に
登
場
す
る
兼
好
も
、
＝
言
芳
談
抄
の
な
ま
女
房
も

 
平
家
の
人
物
達
、
さ
ら
に
は
西
行
、
実
朝
ら
も
一
す
べ
て
は
「
人
間
の
生
死
に

 
関
す
る
思
想
」
を
単
純
に
、
裸
形
の
ま
ま
に
生
き
抜
い
た
者
と
し
て
立
ち
現
れ

 
る
。

 
 
「
実
朝
」
や
「
西
行
」
は
「
小
林
の
え
ら
び
と
っ
た
能
面
で
あ
る
」
。
小
林

 
は
み
ず
か
ら
「
実
朝
と
．
い
う
宿
命
、
実
朝
と
い
う
『
仮
面
』
に
よ
っ
て
演
じ
ら

 
れ
る
悲
劇
の
、
シ
テ
を
舞
お
う
と
し
て
い
る
」
と
は
、
江
藤
淳
氏
の
見
事
な
比

 
喩
だ
が
、
彼
は
い
ま
、
こ
の
歴
史
の
な
か
に
立
ち
現
れ
る
「
退
つ
引
き
な
ら
ぬ

 
人
間
の
相
」
を
、
「
動
じ
な
い
美
し
い
形
」
を
、
「
上
手
に
」
「
思
ひ
出
さ
な

 
く
て
は
」
な
ら
ぬ
。
「
歴
史
の
泥
中
」
か
ら
「
花
」
と
し
て
掬
い
出
さ
ね
ば
な

 
ら
ぬ
。
こ
う
し
て
あ
の
世
阿
弥
の
「
花
」
を
め
ぐ
る
周
知
の
一
節
が
記
さ
れ

 
る
。

・
・
…
・
僕
は
、
無
用
な
諸
観
念
の
跳
梁
し
な
い
さ
う
い
ふ
時
代
に
、
世
阿
弥
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が
美
と
い
ふ
も
の
を
ど
う
い
う
風
に
考
へ
た
か
を
思
ひ
、
其
処
に
何
の
疑
は

し
い
も
の
が
な
い
事
を
確
か
め
た
。
『
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を
尽
し
て
後

馬
の
失
せ
ぬ
と
こ
ろ
を
知
る
べ
し
」
美
し
い
『
花
」
が
あ
る
、
「
花
』
の
美

し
オ
と
い
ふ
様
な
も
の
は
な
い
。
彼
の
『
花
」
の
観
念
の
曖
昧
さ
に
就
い
て

頭
を
悩
ま
す
現
代
の
美
学
者
の
方
が
、
化
か
さ
れ
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
。
肉

体
の
動
き
に
則
っ
て
観
念
の
動
き
を
修
正
す
る
が
い
い
、
前
者
の
動
き
は
後

者
の
動
き
よ
り
遙
か
に
微
妙
で
深
渕
だ
か
ら
、
彼
は
さ
う
言
っ
て
み
る
の

だ
。

 
恐
ら
く
こ
こ
に
は
、
「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻
を
つ
ら
ぬ
く
方
法
と
志
向
が

語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
小
林
の
「
確
か
め
」
え
た
と
い
う
世
阿
弥
の

「
花
」
と
は
何
か
。

二

 
小
林
が
こ
こ
に
引
く
「
物
数
を
極
め
て
」
云
々
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

．
「
風
姿
花
伝
」
に
お
け
る
「
別
紙
口
伝
」
中
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
口
伝
に

言
う
「
花
」
と
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
世
阿
弥
は
先
ず
「
萬
に
花
と
讐
へ

始
め
し
理
を
群
ふ
べ
し
」
と
言
い
、
「
抑
々
花
と
言
ふ
に
、
萬
木
千
草
に
於
い

て
、
四
季
折
節
に
咲
く
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
を
得
て
珍
ら
し
き
故
に
、
翫
ぶ

な
り
。
申
楽
も
、
人
の
心
に
珍
ら
し
き
と
知
る
所
、
即
ち
面
白
き
心
な
り
。
花

と
、
面
白
き
と
、
珍
ら
し
き
と
、
こ
れ
三
つ
は
同
じ
心
な
り
」
と
言
う
。
し
か

も
物
数
を
極
め
ず
し
て
は
、
そ
の
時
そ
の
所
に
あ
っ
て
人
の
心
を
搏
つ
「
花
」

を
取
り
出
す
こ
と
は
出
来
ぬ
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
如
く
述
べ
る
。

「
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た
～
、
花
は
、
見
る
人
の
心
に
珍
ら
し
き
が
花
な
り
。
し
か
れ
ば
、
師
伝

の
花
の
段
に
、
「
物
数
を
極
め
て
、
工
夫
を
解
し
て
後
、
花
の
失
せ
ぬ
所
を

ば
知
る
べ
し
」
と
あ
る
は
、
こ
の
口
伝
也
。
さ
れ
ば
、
花
と
て
、
別
に
は
な

き
も
の
な
り
。
物
数
を
概
し
て
、
工
夫
を
得
て
、
珍
ら
し
き
感
を
心
得
る
が

花
な
り
。

 
す
で
に
世
阿
弥
の
言
う
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
物
数
を
極
め
る
一
「
年
来

稽
古
」
の
果
て
の
修
得
の
上
に
、
は
じ
め
て
そ
の
時
と
場
に
応
じ
て
の
新
鮮
な

み
ず
み
ず
し
く
「
珍
ら
し
き
」
「
風
体
を
取
り
出
」
し
て
み
せ
る
こ
と
が
出
来

る
と
い
う
一
こ
こ
に
は
極
め
て
気
む
つ
か
し
く
、
・
移
り
気
な
観
客
（
「
見
所
」

「
見
物
衆
」
）
を
相
手
と
し
、
し
か
も
「
こ
の
道
は
見
所
を
本
に
す
る
態
な
れ

ば
」
 
（
「
風
姿
花
伝
第
六
花
修
云
）
ど
い
う
能
の
本
体
へ
の
深
い
洞
察
を
含
ん

だ
、
い
か
に
も
簡
明
直
戯
な
実
践
家
の
智
慧
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
い
か
な

る
普
遍
の
理
念
の
展
開
と
い
う
如
き
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
 
 
」

 
し
か
し
今
、
小
林
が
こ
れ
を
注
し
て
、
「
肉
体
の
動
き
に
則
っ
て
観
念
の
動

き
を
修
正
す
る
が
い
い
、
前
者
の
動
き
は
後
者
の
動
き
よ
り
遙
か
に
微
妙
で
深

渕
だ
か
ら
」
と
い
う
時
、
小
林
の
求
め
て
い
る
も
の
は
、
「
無
用
な
諸
観
念
の

跳
梁
」
に
対
す
る
、
あ
の
な
に
も
の
か
の
し
た
た
か
な
「
手
ご
た
へ
」
で
あ

っ
た
筈
だ
。
そ
う
し
て
肉
体
と
は
ま
さ
に
「
水
も
洩
ら
さ
ぬ
様
に
」
彼
を
「
取

巻
い
て
み
る
」
 
「
自
然
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
た
「
文
学
者
の

覚
悟
と
は
、
自
分
を
支
へ
て
る
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
自
然
で
あ
り
、
或
は
歴

史
と
か
伝
統
と
か
呼
ぶ
第
二
の
自
然
で
あ
っ
て
、
自
然
を
宰
領
す
る
と
み
え
る

ど
の
様
な
観
念
で
も
思
想
で
も
な
い
と
い
ふ
徹
底
し
た
自
覚
に
他
な
ら
ぬ
」
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（
「
文
学
と
自
分
」
昭
和
一
五
年
一
一
月
）
と
す
る
な
ら
ば
「
肉
体
の
動
き
」

云
々
の
語
の
前
に
、
あ
の
「
美
し
い
『
花
」
が
あ
る
、
 
『
花
」
の
美
し
さ
と
い

ふ
様
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
一
句
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
は
必
然
で
あ
ろ

う
。
彼
は
こ
れ
を
「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻
上
梓
の
際
付
加
す
る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
に
こ
の
一
巻
を
つ
ら
ぬ
く
彼
の
美
学
は
、
点
訳
の
一
句
を
得
た
と
言
う
こ

と
が
出
来
よ
う
Q

 
こ
こ
に
こ
の
改
稿
を
め
ぐ
る
評
家
の
す
ぐ
れ
た
考
察
（
佐
藤
昭
夫
「
初
等
と

決
定
稿
-
無
常
と
い
ふ
事
・
小
林
秀
雄
」
、
『
国
文
学
』
昭
和
四
三
年
七
月
）

が
あ
る
。
即
ち
、
玉
稿
に
あ
っ
て
は
「
物
数
を
極
め
て
」
云
々
の
世
阿
弥
の
語

に
続
い
て
一
「
彼
の
教
に
は
、
美
し
い
形
を
編
み
出
さ
う
と
す
る
自
然
人
の
真

実
さ
が
鳴
り
響
い
て
み
る
の
で
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
点
に
注

目
し
、
評
者
は
次
の
如
く
言
う
。
ら
画
稿
で
は
『
花
』
は
『
美
し
い
形
』
な
の

で
あ
与
、
そ
れ
は
『
編
み
出
さ
う
』
と
す
る
精
神
と
人
為
の
は
か
ら
い
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
造
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
決
定
稿
は
逆
に
、
こ
の
人
為
を

全
く
否
定
し
、
『
花
』
が
く
形
〉
と
い
う
、
内
面
に
結
ば
れ
る
認
識
映
像
で
あ

る
こ
と
を
拒
み
、
一
切
の
人
為
を
離
れ
て
屹
立
す
る
一
つ
の
存
在
と
し
て
描
い

て
い
る
。
こ
の
自
然
物
に
近
づ
い
た
『
花
』
に
対
し
て
は
ハ
人
は
た
だ
眺
め
る

こ
と
し
か
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
、
し
か
も
そ
れ
は
、
『
秘
す
れ
ば
花
な
り
、
秘

せ
ず
ば
花
な
る
べ
か
ら
ず
』
と
い
う
よ
う
に
、
深
く
秘
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
秘
め
ら
れ
た
以
上
、
『
花
』
を
見
る
者
に
も
、
『
物
数
を
極
め
て
、
工
夫

を
尽
』
す
苦
役
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
」

 
こ
の
指
摘
は
極
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、
小
林
の
言
う

「
花
」
な
る
も
の
は
見
る
こ
と
の
「
物
数
を
極
め
」
る
工
夫
、
苦
役
と
共
に
、

み
ず
か
ら
の
文
体
の
上
に
「
花
」
そ
の
も
の
を
生
み
出
さ
ん
と
す
る
「
華
開
」

の
行
為
を
も
含
ん
で
い
た
筈
で
あ
る
。
「
『
花
』
の
美
し
さ
」
な
ら
ぬ
「
美
し

い
『
花
』
」
と
は
、
こ
う
し
て
彼
の
覚
悟
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
自
負
で
も
あ

り
え
た
筈
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
改
稿
の
一
事
を
め
ぐ
る
機
微
に
は
、
す
で
に

書
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
」
 
（
「
創
元
」
第
一
撃
、
昭
和
二
一
年

一
二
月
）
の
余
響
の
如
き
も
の
が
、
深
く
響
い
て
い
る
筈
で
あ
る
。
 
（
「
モ
オ

ツ
ァ
ル
ト
」
の
第
一
稿
は
、
昭
和
一
八
年
末
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
の
中
国
旅

行
中
、
南
京
で
書
き
始
め
ら
れ
た
が
、
．
「
破
棄
さ
れ
た
ら
し
」
く
「
戦
後
新
た

に
稿
を
起
し
た
も
の
」
 
（
吉
田
熈
生
）
と
目
さ
れ
て
い
る
。
）

 
小
林
は
言
う
一
「
制
約
も
障
碍
も
な
い
処
で
、
精
神
は
ど
う
し
て
力
を
試
す

機
会
を
掴
む
の
か
」
。
 
「
抵
抗
物
の
な
い
と
こ
ろ
に
創
造
と
い
ふ
行
為
は
な

い
」
。
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
「
主
題
と
い
ふ
様
な
曖
昧
な

も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
最
初
の
楽
音
」
で
あ
っ
た
。
肝
心
な
こ
と
は
「
彼
の
自

意
識
の
重
要
部
門
が
音
で
出
来
て
み
た
こ
と
だ
。
」
一
こ
こ
に
響
く
弦
の
音
は

「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
無
垢
な
る
天
才
の

像
は
、
す
で
に
言
わ
れ
る
如
く
「
実
朝
」
の
そ
れ
に
つ
な
が
り
、
そ
の
像
は
一

層
深
く
、
純
一
に
刻
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
間
の
機
微
を
我
々
は

次
の
よ
う
な
座
談
の
言
葉
の
裡
に
、
あ
ざ
や
か
に
聴
き
ど
る
こ
と
が
出
来
よ

》
つ
。

 
「
自
由
を
得
た
精
神
と
い
う
も
の
が
自
分
を
証
明
す
る
た
め
に
物
性
が
要

る
の
で
す
。
そ
れ
を
つ
く
り
出
さ
な
け
れ
ば
証
明
で
き
な
い
。
あ
る
新
し
い

物
質
的
な
る
も
の
に
、
自
己
が
顕
現
す
る
…
…
…
。
」

 
「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
モ
オ
ッ
ァ
ル
ト
と
い
う
人
の
生
涯
を
見
て
い
る
と

実
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
空
疎
な
、
論
理
に
も
観
念
に
も
全
然
頼
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ら
ず
に
精
神
性
と
物
性
と
い
う
も
の
が
非
常
に
対
決
し
て
い
る
。
そ
の
間
を

結
ぶ
も
の
は
何
か
と
い
う
と
腕
の
修
練
な
ん
で
す
。
ま
っ
た
く
職
人
的
な
修

練
な
ん
で
す
。
近
代
の
観
念
過
剰
と
観
念
尊
重
の
時
代
か
ら
見
る
と
、
殆
ど

，
奇
蹟
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
生
命
が
生
き
る
為
に
音
を
必
要
と
し
て
、
そ
こ

に
音
楽
の
霊
が
現
わ
れ
て
来
る
…
…
。
」
 
（
「
対
話
・
人
間
の
進
歩
に
つ
い

て
」
新
潮
社
、
昭
和
二
一
二
年
＝
一
月
）

 
こ
こ
に
は
小
林
と
い
う
文
学
者
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
根
源
的
な
渇
望
と
も
い

う
べ
き
も
の
が
、
深
い
痛
嘆
の
ひ
び
き
を
さ
え
交
え
て
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
そ
の
渇
望
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
自
己
を
真
に
覚
醒
さ
せ
、
生
か

し
め
て
く
れ
る
「
手
ご
た
へ
」
あ
る
な
に
も
の
か
へ
の
、
い
や
、
そ
の
な
に
も

の
か
に
己
を
刻
み
、
h
自
己
を
顕
現
」
せ
ん
と
す
る
癒
し
が
た
い
ま
で
の
深

く
、
根
源
的
な
欲
求
で
あ
る
。
モ
オ
ツ
ァ
ル
ト
と
言
う
こ
の
希
有
の
天
才
の
創

作
の
泉
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
は
そ
の
末
尾
に
至
っ
て
次
の
繋
ぐ
言
う
。
「

 
自
然
は
、
彼
の
膚
に
触
れ
る
ほ
ど
近
く
、
傍
に
在
る
が
、
何
事
も
語
り
は

し
な
い
。
黙
契
は
既
に
成
立
っ
て
み
る
、
自
然
は
、
自
分
の
自
在
な
夢
の
確

実
な
紅
藍
た
る
事
を
止
め
な
い
、
と
。
自
然
と
は
何
者
か
。
何
者
か
と
い
ふ

様
な
も
の
で
は
な
い
。
友
は
、
た
だ
在
る
が
ま
ま
に
在
る
だ
け
で
は
な
い
の

か
。
彼
の
音
楽
は
、
そ
の
驚
く
ほ
ど
直
か
な
謹
明
で
あ
る
。

 
こ
こ
に
も
ま
た
あ
の
芸
術
家
（
あ
る
い
は
文
学
者
）
に
あ
っ
て
、
彼
を
「
支

へ
て
る
る
も
の
は
」
ま
ざ
し
く
「
水
も
洩
ら
さ
ぬ
様
に
」
彼
を
「
取
巻
い
て
み

る
」
 
「
自
然
」
以
外
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
繰
返
さ
れ
る
。
こ
の

「
無
常
と
い
ふ
事
」
管
見
 
-
小
林
秀
雄
の
『
花
』
を
め
ぐ
っ
て
一

命
題
は
彼
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
不
変
の
志
向
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
そ
れ
は
た

え
ざ
る
初
心
の
確
認
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

三

 
我
々
は
こ
こ
で
、
小
林
自
身
そ
の
「
最
初
の
評
論
」
と
呼
ぶ
「
芥
川
龍
之
介

の
美
神
と
宿
命
」
 
（
「
大
調
和
」
昭
和
二
年
九
月
）
一
篇
の
語
る
処
に
、
目
を

注
ぐ
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
こ
で
芸
術
家
の
強
い
ら
れ
た
必
然
を
一
そ
の
「

精
神
の
宿
命
」
か
、
そ
れ
と
も
「
自
然
と
い
ふ
」
 
「
美
神
」
か
ら
か
、
い
ず
れ

に
せ
よ
「
こ
の
何
れ
か
一
つ
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
」
ぬ
と
言
い
、
．
「
恐
ら
く
画

家
の
脳
髄
は
美
神
よ
り
宿
命
に
向
っ
て
動
く
の
だ
」
が
、
「
文
学
者
の
脳
髄
は

宿
命
よ
り
美
神
に
向
っ
て
動
く
の
だ
」
と
言
う
。
し
か
し
芥
川
に
は
「
こ
の
方

向
が
な
」
く
、
彼
は
た
だ
「
美
神
の
影
を
追
ひ
宿
命
の
影
を
追
っ
て
彷
思
し

た
」
。
そ
の
影
と
は
何
か
一
「
彼
に
は
、
人
生
の
最
も
切
実
に
生
き
る
が
恒
久

の
実
質
の
な
い
も
の
に
見
え
た
散
文
が
彼
の
宿
命
と
見
え
、
人
生
を
切
実
に
活

き
な
い
が
最
も
命
の
永
い
実
質
を
有
す
る
も
の
と
見
え
た
仔
情
詩
が
彼
の
美
神

に
見
え
た
の
で
あ
る
」
。
こ
う
し
て
彼
は
末
尾
の
一
行
を
書
き
加
え
る
i
「
斯

く
し
て
彼
の
個
性
は
人
格
と
な
る
事
を
止
め
て
一
つ
の
現
象
と
な
っ
た
」
と
。

 
す
で
に
彼
の
目
指
す
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
り
の
文
学
者
の
、
人
格

解
体
の
、
崩
壊
の
そ
の
場
処
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
ゆ
く
道
は
、
ほ
か
に
は
な
い

筈
だ
1
彼
は
自
身
の
強
い
ら
れ
た
「
宿
命
」
の
場
か
ら
「
自
然
と
い
う
実
質
の

美
神
」
に
向
か
っ
て
歩
み
出
し
て
ゆ
く
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
小
林
は
す
で
に
そ

の
処
女
作
に
お
い
て
、
自
己
の
踏
み
進
む
世
界
の
予
感
を
、
必
然
を
、
充
分
に

語
り
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
に
と
っ
て
成
熟
と
は
「
自
然
と
い
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ふ
実
質
し
が
「
水
も
洩
ら
さ
」
ず
人
間
を
と
り
ま
い
て
い
る
と
い
う
、
あ
の
事

実
の
発
見
で
あ
り
、
そ
の
只
中
に
自
身
を
刻
み
「
顕
現
」
し
て
ゆ
く
ほ
か
に
な

い
と
い
う
「
覚
悟
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
再
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま

い
。
そ
の
道
筋
は
「
無
常
と
い
ふ
事
」
に
至
る
「
歴
史
に
つ
い
て
」
 
（
昭
和
一

四
年
五
月
）
「
文
学
と
自
分
」
 
（
昭
和
一
五
年
＝
月
）
「
歴
史
と
文
学
」
 
（

昭
和
一
六
年
三
～
四
月
）
な
ど
の
一
連
の
作
に
明
ら
か
な
処
で
あ
る
。

 
「
無
常
と
い
ふ
事
」
を
め
ぐ
る
小
林
の
思
想
を
語
る
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
作

中
の
言
葉
は
屡
々
引
か
れ
る
が
、
し
か
し
小
林
と
い
う
文
学
者
の
発
想
の
根
源

を
語
る
次
の
如
き
言
葉
に
つ
い
て
は
、
評
家
の
注
意
は
あ
ま
り
向
け
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

 
僕
等
が
自
分
達
の
発
明
に
か
㌧
る
時
間
の
う
ち
に
る
る
限
り
、
其
処
に
何

等
疑
は
し
い
も
の
に
出
会
ふ
事
は
な
い
。
謎
の
な
か
に
み
る
者
に
と
っ
て
謎

は
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
世
界
で
あ
る
。

 
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
内
的
に
は
飽
く
ま
で
確
実
な
世
界
は
、
自
然

と
い
ふ
も
う
一
つ
の
世
界
に
取
巻
か
れ
て
み
る
。
何
者
が
僕
等
を
駆
っ
て
、

人
間
の
世
界
を
さ
ま
よ
ひ
出
さ
せ
、
自
然
の
顔
に
面
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

様
な
処
に
ま
で
、
追
ひ
詰
め
る
の
か
。
そ
れ
と
も
僕
等
は
追
ひ
詰
め
ら
れ
た

の
で
は
な
く
、
進
ん
で
そ
れ
を
や
っ
た
の
か
。
乱
れ
も
知
ら
ぬ
。
い
つ
れ
に

せ
よ
、
僕
等
は
さ
ま
よ
ひ
出
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
言
は
ば
、
真
理
を

掴
む
筋
道
は
ま
こ
と
に
曖
昧
だ
が
、
真
理
は
確
実
に
掴
ん
で
み
る
、
さ
う
い

ふ
世
界
を
出
て
、
真
理
探
究
の
筋
道
だ
け
が
極
め
て
明
瞭
で
あ
れ
ば
、
真
理

そ
の
も
の
な
ど
は
決
し
て
手
に
入
れ
る
必
要
の
な
い
も
う
一
つ
の
世
界
に
這

入
る
事
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘

 
繰
返
し
言
え
ば
、
恐
ら
く
こ
こ
に
は
小
林
の
思
想
i
そ
の
発
想
の
根
源
を
な

す
も
の
が
あ
る
。
特
に
傍
点
を
付
し
た
部
分
に
注
目
す
る
が
よ
い
。
恐
ら
く
て

こ
か
ら
1
中
世
を
目
し
て
乱
世
な
ら
ぬ
、
「
現
世
の
無
常
と
信
仰
の
永
遠
と
を

聯
か
も
疑
は
な
か
っ
た
あ
の
健
全
の
時
代
」
 
（
「
当
麻
」
）
と
よ
び
、
あ
る
い

は
ま
た
、
「
西
行
は
遂
に
自
分
の
思
想
の
行
方
を
見
定
め
得
な
か
っ
た
。
併
し

彼
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
分
の
肉
体
の
行
方
は
は
っ
き
り
と
見
定
め
た

に
他
事
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
西
行
」
末
尾
の
言
葉
、
さ
ら
に
は
、
「
．
彼

の
天
稟
が
、
遂
に
、
そ
れ
を
生
ん
だ
、
巨
大
な
伝
統
の
美
し
さ
に
出
会
ひ
、
そ

の
上
に
眠
っ
た
事
を
信
じ
よ
う
」
と
い
う
「
実
朝
」
末
尾
の
言
葉
へ
は
、
数
歩

の
距
離
に
も
す
ぎ
ま
い
。
こ
の
自
足
の
モ
チ
ー
フ
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
は
何

か
。 

融
っ
て
我
々
は
あ
の
「
処
女
評
論
」
の
裡
に
、
す
で
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。
人
生
に
「
逆
説
的
測
鉛
」
を
曳
く
芸
術
家
の
宿
命
を
語
り
、
「
人

生
か
ら
不
断
の
引
き
算
を
行
ふ
」
そ
の
結
末
の
「
剰
余
」
を
い
か
に
捌
く
か
が

「
最
上
の
作
家
達
の
窮
極
の
問
題
」
で
あ
る
と
言
い
、
こ
の
「
剰
余
」
を
そ
の

ま
ま
「
一
つ
の
逆
説
」
と
な
し
え
た
も
の
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
の
「
心
の
貧
し
き

も
の
は
幸
な
り
」
の
一
語
で
あ
る
と
言
う
。
す
で
に
自
足
の
モ
チ
ー
フ
は
、
彼

の
初
心
の
裡
に
深
く
蔵
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。

・
こ
れ
を
そ
の
求
心
の
モ
チ
ー
フ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
逆
説
的
測
鉛
」
を
曳
く

者
の
強
い
ら
れ
た
必
然
と
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
の
言
葉
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
は

若
年
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
語
る
一
「
無
私
に
唯
一
つ
な
す
べ
き
事
が
残
っ

て
み
る
。
そ
れ
は
発
狂
す
る
事
で
あ
る
」
と
い
う
一
句
で
あ
る
。
 
「
発
狂
」
と

は
、
逆
に
遠
心
の
志
向
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
と
い
う
「
自
然
」
の
、
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「
意
識
の
水
平
線
上
に
星
の
如
く
現
は
れ
る
影
像
そ
の
も
の
を
如
何
と
も
す
る

事
は
出
来
な
い
」
の
が
、
'
我
々
の
必
然
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ま
た
「
理
論
を
発

明
し
、
理
論
に
発
明
さ
れ
乍
ら
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
1
そ
れ
が
文
学
者
の
「
精

神
の
宿
命
」
な
ら
ば
、
こ
の
現
実
と
理
論
の
あ
い
か
か
わ
る
世
界
を
、
果
て
ま

で
経
め
ぐ
り
、
歩
み
つ
く
し
て
み
る
ほ
が
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
「
発
狂
」
と

は
、
遠
心
と
は
、
そ
の
果
て
ま
で
の
歩
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
求
心
の
、
あ
る

い
は
自
足
の
核
を
持
た
ぬ
者
が
、
ど
う
し
て
遠
く
ま
で
行
く
こ
と
が
出
来
よ

，
つ
。

最
初
に
信
じ
な
か
っ
た
も
の
が
、
あ
の
様
に
疑
へ
た
筈
が
あ
ろ
う
か
。

 
こ
の
「
パ
ス
カ
ル
」
中
の
一
句
は
ま
た
「
無
常
と
い
ふ
事
」
を
語
る
、
次
の

如
き
一
節
と
も
無
縁
で
は
な
い
。

 
こ
の
世
は
無
常
と
は
決
し
て
仏
説
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

れ
は
何
時
如
何
な
る
時
代
で
も
、
下
問
の
置
か
れ
る
一
種
の
動
物
的
状
態
で
．

あ
る
。
現
代
人
に
は
、
鎌
倉
時
代
の
何
処
か
の
な
ま
女
房
ほ
ど
に
も
、
無
常

と
い
ふ
事
が
わ
か
っ
て
み
な
い
。
連
な
る
も
の
を
見
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

 
彼
は
こ
こ
で
も
言
い
た
げ
で
あ
る
一
最
初
に
常
な
る
も
の
を
信
じ
な
か
っ
た

も
の
が
、
あ
の
様
に
「
無
常
と
い
ふ
事
」
の
実
相
が
わ
か
り
え
た
筈
が
あ
ろ
う

か
と
。

「
…
…
生
き
て
み
る
人
間
と
は
人
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
一
種
の
動
物
か

「
無
常
と
い
ふ
事
」
管
見
 
一
小
林
秀
雄
の
『
花
」
を
め
ぐ
っ
て
一

な
。
」

 
「
僕
等
が
過
去
を
飾
り
勝
ち
な
の
で
は
な
い
。
過
去
の
方
で
僕
等
に
余
計

な
思
ひ
を
さ
せ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
思
ひ
出
が
、
僕
等
を
一
種
の
動
物

で
あ
る
事
か
ら
救
ふ
の
だ
。
」

 
「
多
く
の
歴
史
家
が
、
一
種
の
動
物
に
止
ま
る
の
は
、
頭
を
記
憶
で
一
杯

に
し
て
み
る
の
で
、
心
を
虚
し
く
し
て
思
い
出
す
事
が
出
来
な
い
か
ら
で
は

あ
る
ま
い
か
。
」

 
こ
れ
ら
の
言
葉
を
先
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
あ
の
「

当
麻
」
の
舞
台
を
と
り
ま
く
現
代
人
の
お
ろ
か
に
も
「
情
無
い
」
姿
、
「
無
用

な
諸
観
念
の
跳
梁
」
に
蝕
ま
れ
た
、
こ
の
「
動
物
的
」
な
「
無
常
」
の
状
態
か

ら
の
脱
却
こ
そ
、
こ
の
書
を
つ
ら
ぬ
く
近
代
批
判
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
よ
う
。
彼
は
い
ま
「
当
麻
」
に
は
じ
ま
る
舞
台
に
み
ず
か
ら
登
場
し
、

「
人
間
の
生
死
に
関
す
る
思
想
」
を
明
哲
に
、
純
一
に
生
き
ぬ
い
て
見
せ
た
人

物
た
ち
の
「
退
つ
引
き
な
ら
ぬ
」
「
動
じ
な
い
美
し
い
形
」
を
「
上
手
に
思
ひ

出
」
し
、
演
じ
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
迷
蒙
を
、
「
夢
」
を
、
破

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

 
「
華
開
世
界
起
」
と
い
う
道
元
の
言
葉
に
な
ら
え
ば
、
小
林
に
あ
っ
て
も
は

や
「
『
花
」
の
美
し
さ
L
を
語
る
こ
と
は
何
ご
と
で
も
な
く
、
た
だ
「
美
し
い

『
花
」
し
が
そ
こ
に
あ
る
と
1
言
わ
ば
一
箇
の
完
壁
な
作
品
を
「
華
開
」
せ
し
、

め
る
以
外
に
、
あ
の
自
足
の
モ
チ
ー
フ
を
充
た
し
う
る
も
の
は
な
か
っ
た
筈
で

あ
る
。
小
林
に
と
フ
て
「
無
常
と
い
ふ
事
」
は
い
か
な
る
無
常
観
の
解
釈
で
も

な
く
、
「
無
常
と
い
ふ
事
」
自
体
を
踏
ま
え
た
「
華
開
」
の
行
為
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
は
そ
こ
に
、
あ
の
た
し
か
な
「
手
ご
た
へ
」
へ
の
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飢
渇
を
充
た
し
う
る
、
何
も
の
か
を
掴
み
え
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
そ
れ

が
遠
心
な
ら
ぬ
、
求
心
の
モ
チ
ー
フ
上
の
「
華
開
」
の
作
な
ら
ば
、
遠
心
の
そ

れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
そ
れ
を
、
そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
研
究
の

未
完
の
道
に
辿
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

四

 
も
は
や
こ
こ
に
、
小
林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
の
全
容
は
も
と
よ
り
、

「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻
と
並
行
し
て
書
か
れ
た
未
完
の
「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄

弟
」
、
あ
る
い
は
そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
の
見
事
な
補
注
と
も
言
う
べ
き

「
パ
ス
カ
ル
」
な
ど
の
作
に
つ
い
て
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
と

も
に
そ
の
比
類
な
い
批
評
精
神
の
方
法
と
文
体
に
ふ
れ
て
書
か
れ
た
短
文
「
徒

然
草
」
 
（
昭
和
一
七
年
八
月
）
と
「
パ
ス
カ
ル
」
 
（
昭
和
一
六
年
七
～
八
月
）

両
者
に
見
る
深
い
類
縁
、
あ
る
い
は
「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
 
（
昭
和
一
六
年

一
〇
月
～
一
七
年
九
月
）
の
中
絶
が
、
そ
の
イ
ヴ
ァ
ン
像
と
ド
ミ
ト
リ
イ
像
と

の
乖
離
に
あ
る
こ
と
な
ど
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
小
林
の

「
カ
テ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
が
未
完
と
な
り
中
絶
し
た
要
因
を
一
「
あ
の
『
仮
面

」
の
美
学
と
、
『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
主
人
公
た
ち
の
強
烈
な
人
間
臭
と

の
背
馳
-
詩
に
進
み
い
り
つ
つ
あ
っ
た
小
林
が
、
こ
の
巨
大
な
小
説
世
界
と
の

乖
離
を
次
第
に
強
く
感
じ
は
じ
め
」
 
（
江
藤
淳
「
小
林
秀
雄
」
）
た
の
だ
と
い

う
評
家
の
言
も
肯
く
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
作
の
構
造
そ
の
も

の
に
即
し
て
言
え
ば
、
前
半
の
イ
ヴ
ア
ン
像
よ
り
後
半
の
ド
ミ
ト
リ
イ
像
へ
の

移
行
そ
の
も
の
に
、
そ
の
裂
け
目
に
、
中
絶
の
因
は
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
近
代
の
毒
を
知
ら
ぬ
、
自
然
そ
の
も
の
か
ら
切
り
と
っ
た
が
如
き

「
夫
真
」
に
し
て
「
直
情
」
 
「
純
潔
」
な
ミ
イ
チ
ャ
（
ド
ミ
ト
リ
イ
）
と
い
う

存
在
は
、
 
「
実
朝
」
や
「
平
家
物
語
」
の
モ
チ
ー
フ
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も

の
で
あ
り
、
小
林
が
イ
ヴ
ァ
ン
論
か
ら
転
じ
て
六
章
以
下
一
「
ミ
イ
チ
ャ
と
い

ふ
驚
く
べ
き
人
問
を
放
っ
て
ゆ
く
わ
け
に
は
い
か
な
」
く
な
つ
允
処
に
、
中
絶

の
要
因
は
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
こ
σ
「
詩
」
と
「
小
説
世
界
」
の
乖
離
な
ら
ぬ
、
求
心
と
遠
心
の
、
あ
る
い

は
倫
理
と
認
識
の
対
峙
反
立
の
構
造
を
か
か
え
込
み
つ
つ
、
い
か
に
自
身
の
方

法
を
成
熟
せ
し
め
う
る
か
は
、
戦
後
に
つ
な
が
る
小
林
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言

え
よ
う
。
こ
こ
に
こ
の
課
題
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
イ
論
を
終
始
つ
ら
ぬ
く
鐘
愛
の
一
句
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
書
簡
に
み
る
あ
の
周
知
の
一
節
で
あ
る
。

 
た
と
へ
誰
か
が
キ
リ
ス
ト
は
真
理
の
当
外
に
み
る
と
い
ふ
事
を
僕
に
誰
明

し
た
と
し
て
も
、
又
、
事
実
、
真
理
は
キ
リ
ス
ト
の
裡
に
は
な
い
と
し
て
も

僕
は
真
理
と
と
も
に
あ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
キ
リ
ス
ト
と
一
緒
に
み
た
い
の
で

す
。

 
シ
ベ
リ
ア
流
刑
の
途
次
、
聖
書
を
自
分
に
与
え
て
く
れ
た
フ
ォ
ン
ヴ
ィ
ジ
ン

夫
人
宛
の
書
簡
中
の
こ
の
一
句
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
も
あ
り

（
拙
論
「
小
林
秀
雄
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
ー
そ
の
キ
リ
ス
ト
論
を
中
心
と
し

て
一
」
参
照
）
、
．
今
こ
こ
で
新
た
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
．
が
、
次
の
如
き
評
者

の
指
摘
は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
フ
ォ
ン
ヴ
ィ
ジ
ナ
夫
人
宛
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
手
紙
の
一
節
に
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小
林
は
あ
の
ラ
ス
コ
ル
ニ
コ
フ
や
ム
ー
シ
ュ
キ
ン
の
「
ネ
ヴ
ァ
河
の
夢
」
に

何
度
で
も
舞
い
戻
る
よ
う
に
、
何
度
で
も
立
ち
還
っ
て
く
る
。
／
い
や
、
彼

の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
は
、
畢
，
寛
、
こ
の
逆
説
の
ま
わ
り
を
も
の
狂
お
し

く
旋
回
す
る
彼
の
精
神
の
軌
跡
に
ほ
か
な
ら
癒
。
／
「
事
実
、
真
理
は
キ
リ

ス
ト
の
裡
に
な
い
と
し
て
も
、
僕
は
真
理
と
と
も
に
あ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
キ

リ
ス
ト
と
一
緒
に
み
た
い
の
で
す
」
一
果
た
し
て
、
こ
う
い
う
「
キ
リ
ス

ト
」
が
お
れ
に
あ
る
か
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
全
巻
を
底
流
す
る
小
林
の

つ
ぶ
や
き
が
そ
こ
に
あ
る
。
 
（
中
略
）

 
…
…
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
つ
か
ん
だ
「
キ
リ
ス
ト
」
は
も
は
や
逆
説
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
人
の
人
間
の
意
識
が
そ
の
歩
み
の

果
て
で
つ
か
み
と
っ
た
も
の
の
よ
う
に
動
じ
ぬ
何
も
の
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ

を
「
思
想
の
現
実
性
」
と
呼
ぼ
う
と
、
 
「
人
間
の
現
実
性
」
と
呼
ぼ
う
と
、

そ
う
い
う
区
別
は
も
は
や
無
意
味
に
す
ぎ
な
い
。
小
林
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
の
な
か
に
追
尋
し
た
も
の
も
、
「
真
理
」
さ
え
拒
絶
す
る
「
手
ご
た
へ
あ

る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
全
巻

 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ツ
ウ
 
ル
コ
ド
の
フ
オ
ル
ス

も
彼
の
も
の
ぺ
の
渇
望
が
演
じ
た
力
技
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
 
（
野
島

秀
勝
-
「
小
林
秀
雄
論
」
、
『
自
由
』
昭
和
四
五
年
一
〇
月
～
一
二
月
〉

 
こ
れ
は
す
ぐ
れ
た
指
摘
で
あ
り
、
「
手
ご
た
へ
あ
る
」
も
の
へ
の
希
求
の
モ

チ
ー
フ
は
、
こ
の
小
論
中
に
も
い
さ
さ
か
趣
意
は
異
な
る
が
繰
返
し
ふ
れ
て
来

た
処
で
あ
る
。
し
か
し
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
全
巻
」
を
「
手
ご
た
へ
あ
る
」

も
の
へ
の
「
渇
望
が
演
じ
た
余
技
」
だ
と
、
果
し
て
言
い
き
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
か
。

 
た
し
か
に
こ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
書
簡
の
一
節
は
、
小
林
の
直
中
繰
返
し

「
無
常
と
い
ふ
事
」
管
見
 
-
小
林
秀
雄
の
『
花
』
を
め
ぐ
っ
て
ー

プ

引
用
さ
れ
、
戦
後
の
第
二
の
「
白
痴
」
論
（
「
『
白
痴
』
に
つ
い
て
」
晒
和
二

七
年
五
月
～
二
八
年
一
月
・
三
六
年
五
月
）
に
ま
で
至
る
。
し
か
も
こ
の
「
白

痴
」
論
に
至
っ
て
、
鐘
愛
の
一
句
は
次
の
如
く
変
奏
さ
れ
る
一
「
た
と
へ
、
私

の
苦
し
い
意
識
が
真
理
の
心
外
に
あ
る
荒
唐
無
稽
な
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、

、
私
は
自
分
の
苦
痛
と
一
緒
に
み
た
い
。
真
理
と
一
緒
に
る
た
く
な
い
」
。

 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
自
身
の
死
刑
赦
免
の
一
瞬
の
、
極
限
的
な
意
識
の
解
明

に
ふ
れ
て
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
い
か
な
る
観
念
や
思
想
に
も
還
元
し
え
ぬ

意
識
の
根
源
へ
の
固
着
が
一
「
無
用
な
諸
観
念
の
跳
梁
」
な
ら
ぬ
、
「
手
ご
た

へ
あ
る
も
の
」
へ
の
、
言
わ
ば
生
の
原
意
識
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
へ
の
深
い
志

向
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
こ
の
「
白
痴
」
論
の
、
ほ
ぼ
八
年
間
の

中
絶
の
後
に
書
き
加
え
ら
れ
た
終
章
に
あ
っ
て
、
，
さ
ら
に
次
の
如
き
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
。
ン
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
ま
い
。

 
作
者
は
言
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
男
を
除
外
し
て
解
決
が
あ
る
事
が

証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
、
彼
と
一
緒
に
居
た
い
、
解
決
と
一
緒
に
る

た
く
な
い
。

 
「
こ
の
男
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
キ
リ
ス
ト
公
爵
」
ー
ム
イ
シ
ュ
キ

ン
を
指
す
も
の
だ
が
一
「
『
キ
リ
ス
ト
公
爵
』
か
ら
、
宗
教
的
な
も
の
も
倫
理

的
な
も
の
も
、
遂
に
現
は
れ
は
し
な
か
っ
た
。
来
た
も
の
は
文
字
通
り
破
局

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
悲
劇
と
さ
へ
呼
ぶ
事
は
出
来
ま
い
。
言
は
ば
、
た
ゴ
彼

と
い
ふ
謎
が
裸
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
き
る
疑
は
し
さ
が
、
鋭
い
究

極
的
な
形
を
取
っ
た
」
1
と
い
う
言
葉
を
見
る
な
ら
ば
、
生
の
原
意
識
な
ら

ぬ
、
生
の
原
型
そ
の
も
の
へ
の
熾
し
い
固
着
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
感
じ
と
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ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
こ
の
生
の
根
源
の
「
内
的
感
触
」
に
、
作

者
と
と
も
に
「
唖
の
や
う
に
、
聾
の
や
う
に
苦
し
む
」
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
一

そ
の
言
い
が
た
く
深
い
生
の
深
渕
よ
り
発
す
る
「
限
り
な
い
問
ひ
」
が
、
同

時
に
そ
の
ま
ま
「
『
限
り
な
い
憐
欄
の
情
」
と
し
て
人
々
に
働
き
か
け
る
や
う

に
」
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
に
小
林
に
お
け
る
あ
の
認
識

と
倫
理
の
、
遠
心
と
求
心
の
対
峙
相
反
を
超
え
る
何
も
の
か
が
深
く
志
向
さ

れ
る
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
、
こ
の
第
二
の
「
白
痴
」
論
に
先
立
つ
ゴ
ッ
ホ

の
像
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
言
わ
ば
「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」

（
昭
和
二
六
年
一
月
～
二
七
年
ご
月
）
に
踵
を
接
す
る
よ
う
に
し
て
第
二
の

「
白
痴
」
論
が
書
か
れ
、
そ
う
し
て
さ
ら
に
続
い
て
「
近
代
絵
画
」
 
（
昭
和
二

九
年
三
月
～
三
三
年
二
月
）
が
書
き
つ
が
れ
る
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
「
ゴ
ッ

ホ
」
の
章
で
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
、
『
白
痴
」
を
書
く
動
機
に
関
し
て
、
決
し
て
喜

劇
と
し
て
現
れ
ぬ
ド
ン
・
噛
キ
ホ
ー
テ
と
い
ふ
非
常
に
難
し
い
考
へ
を
書
い
て

み
る
が
、
ゴ
ッ
ホ
も
亦
さ
う
い
ぶ
難
し
い
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
だ
つ
た
と
言
へ

る
。
敢
え
て
、
ゲ
ル
マ
ン
風
の
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
だ
つ
た
と
言
っ
て
も
い
～
の
、

で
あ
る
。
事
毎
に
他
人
と
衝
突
す
る
ゴ
ッ
ホ
の
強
さ
は
、
自
尊
や
自
信
の
現

れ
で
は
な
い
し
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
無
抵
抗
性
は
、
常
識
の
い
ふ
謙
遜
や
善

意
を
語
っ
て
い
や
し
な
い
。
二
人
と
を
、
ご
の
世
の
も
の
と
思
は
れ
ぬ
嵐
を

心
に
蔵
し
て
み
て
、
彼
等
を
愛
し
て
、
彼
等
の
心
を
覗
く
も
の
を
不
幸
に
せ

ず
に
は
置
か
な
い
。
テ
オ
は
狂
死
に
導
か
れ
、
ラ
ゴ
ー
ヂ
ン
は
人
殺
し
に
な

る
。

 
小
林
は
さ
ら
に
言
葉
を
つ
い
で
「
ゴ
ッ
ホ
の
一
生
は
、
言
ば
ば
、
自
殺
で
や

っ
と
最
後
の
幕
が
下
り
た
、
飢
渇
の
劇
の
連
続
な
の
だ
」
と
言
う
。
そ
の
「
飢

渇
」
と
は
「
彼
を
捕
へ
、
彼
を
食
ひ
蓋
し
」
て
や
ま
ぬ
「
理
想
」
で
あ
り
、
彼

は
こ
の
「
自
分
が
常
に
感
じ
て
み
る
恐
ろ
し
い
必
要
」
 
（
「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
「
理
想
」
は
、
凡
そ
い
か

な
る
形
而
上
学
や
既
成
の
「
宗
教
」
と
も
無
縁
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ひ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ゼ
 
ル

す
ら
に
人
馬
の
現
実
に
、
そ
の
悲
惨
に
、
深
く
喰
い
入
る
。
こ
こ
に
人
間
の
裡

な
る
、
ま
た
柔
な
る
「
自
然
」
は
、
動
か
し
が
た
く
、
深
い
真
実
な
相
貌
を
以

て
立
ち
現
れ
る
。

 
こ
の
不
安
な
執
拗
な
人
間
性
の
分
析
家
は
、
ミ
レ
ー
を
通
じ
、
自
然
と
戦

ひ
乍
ら
黙
々
と
生
き
る
人
間
に
、
一
つ
の
終
点
を
見
出
し
て
み
た
。
人
間
の

性
格
と
は
心
理
で
は
な
い
、
言
葉
で
は
な
い
、
自
然
を
相
手
の
勤
労
が
形
成

す
る
形
で
あ
る
、
と
い
ふ
信
念
は
、
以
来
、
ゴ
ッ
ホ
の
う
ち
に
深
く
根
を
下

し
た
。
 
（
「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」
）

，
画
家
は
、
一
種
の
観
念
や
感
覚
を
以
て
、
自
然
に
近
附
く
と
自
負
し
て
は

な
る
ま
い
。
人
が
自
然
と
交
渉
す
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
通
じ
て
で
は

な
い
。
生
活
や
労
働
を
通
じ
て
で
あ
る
。
 
「
デ
ッ
サ
ン
は
、
人
間
の
言
ふ
に

言
は
れ
ぬ
調
和
的
な
形
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
、
雪
の
中
で
、
人
蓼
を

抜
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
彼
は
言
ふ
。
自
然
と
か
人
生
と
か
、
風
景

画
家
と
か
肖
像
画
家
と
か
、
そ
ん
な
言
葉
は
な
い
。
百
姓
女
が
、
雪
の
申
で

人
蓼
を
抜
い
て
み
る
、
と
い
ふ
変
り
様
の
な
い
事
実
が
あ
る
だ
け
だ
。
（
「
近
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代
絵
画
L
）

 
す
で
に
小
林
の
言
わ
ん
と
す
る
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
自
然
と
か
人
生

と
か
一
そ
ん
な
言
葉
は
な
い
」
。
た
だ
ひ
と
り
の
「
百
姓
女
が
、
雪
の
中
で
人

蓼
を
抜
い
て
み
る
、
と
い
ふ
変
り
様
の
な
い
事
実
が
あ
る
だ
け
だ
」
と
い
う
一

こ
の
「
手
ご
た
へ
あ
る
も
の
」
と
の
着
意
が
、
先
の
「
無
常
と
い
ふ
事
」
一
巻

と
は
異
な
る
、
あ
る
深
い
倫
理
的
志
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
こ
こ
に
「
自
然
」
と
「
人
生
」
の
契
縛
は
、
言
い
が
た
く
深
い
相
を
以
て

彼
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。
こ
こ
に
見
る
小
林
の
あ
る
深
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
も
い

う
べ
き
も
の
、
さ
ら
に
は
こ
の
「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」
か
ら
第
二
の
「
白
痴
」
論

へ
と
続
く
彼
の
深
い
成
熟
の
相
が
、
「
無
常
と
い
ふ
事
」
か
ら
「
モ
オ
ツ
ァ
ル

ト
」
に
至
る
、
小
林
に
お
け
る
「
花
」
の
存
在
を
い
か
に
包
み
つ
つ
深
ま
り
え

た
か
は
、
す
で
に
こ
の
小
論
の
増
外
の
も
の
で
あ
り
、
別
稿
を
期
す
ほ
か
は
あ

る
ま
い
。

 
た
だ
最
後
に
「
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
」
、
に
ふ
れ
て
言
え
ば
、
章
を
追
う
に
つ
れ
て

作
者
の
批
評
は
影
を
ひ
そ
め
、
や
が
て
ゴ
ッ
ホ
自
身
の
書
簡
の
み
が
全
体
を
覆

う
に
至
る
の
だ
が
、
こ
の
間
の
消
息
に
ふ
れ
た
小
林
の
言
葉
は
、
ま
こ
と
に
意

味
深
い
も
の
が
あ
る
。

は
も
う
所
謂
「
述
べ
て
作
ら
ず
」

者
は
、
こ
れ
を
諒
と
さ
れ
た
い
。

の
方
法
よ
り
他
に
な
い
事
を
悟
っ
た
。
読

 
小
林
は
彼
の
「
花
」
を
捨
て
た
の
か
。
い
や
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
独

自
な
詩
人
批
評
家
の
絶
え
ざ
る
回
帰
の
母
胎
で
あ
っ
た
「
自
然
」
は
、
・
い
ま
彼

の
前
に
よ
り
深
い
相
貌
を
以
て
立
ち
現
れ
て
来
る
の
だ
。
あ
の
「
雪
の
中
で
里

謡
を
抜
い
て
み
る
」
「
百
姓
女
」
が
小
林
自
身
で
な
か
っ
た
と
は
、
彼
自
身
さ

え
言
い
き
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
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私
は
、
こ
ん
な
に
長
く
な
る
積
り
で
書
き
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
よ
り
も
意
外
だ
つ
た
の
は
書
き
進
ん
で
ゆ
く
に
つ
れ
、
論
評
を
加
へ
よ

う
が
為
に
豫
め
思
ひ
め
ぐ
ら
し
て
る
た
諸
観
念
が
、
次
第
に
崩
れ
て
行
く
の

を
覚
え
た
事
で
あ
る
。
手
紙
の
苦
し
い
気
分
は
、
私
の
心
を
領
し
、
批
評
的

言
辞
は
私
は
去
っ
た
の
で
あ
る
。
手
紙
の
主
の
死
期
が
近
付
く
に
つ
れ
、
私

「
無
常
と
い
ふ
事
」
管
見
 
i
小
林
秀
雄
の
「
花
」
を
め
ぐ
っ
て
ー


