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独
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は

十
二

―
『
老
子
』
解
説
（
一
一
）
―

、

。

今
月
号
は

第
四
十
七
章
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

（
第
四
十
七
章
）
家
か
ら
外
に
出
な
い
で
も
、
世
の
中
の
こ

と
（
天
下
）
が
分
か
り
、
窓
か
ら
外
を
の
ぞ
い
て
見
な
く
て

も
自
然
の
理
法
（
天
道
）
が
分
か
り
ま
す
。
か
え
っ
て
、
外

へ
遠
く
出
か
け
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
知
る
こ
と
が
少
な
く
な

っ
て
い
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
道
の
体
得
者
で
あ
る
聖
人
は
、
出
か
け
な
い

で
知
り
、
見
な
い
で
明
ら
か
に
な
り
、
為
さ
な
い
で
成
る
の

で
す
。

こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
具
体
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
思
っ
た

ら
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
例
に
よ
っ
て
、
大
多
数
の
解
説
書
は
そ

の
点
で
間
違
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
道
を
体
得
し
た
人
の
自
ら
の
こ

こ
ろ
の
内
で
感
じ
た
こ
と
（
自
内
証
）
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

現
実
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
章
で
言
う
よ
う
に
、
老
子
と
て
家
か
ら
出
な
い
で
、
世
界

の
中
の
現
実
の
出
来
事
が
す
べ
て
分
か
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
隣
の
家
の
犬
が
、
ど
ん
な
色
の
、
ど
ん
な
大
き
さ
の
、

ど
ん
な
形
の
子
犬
を
、
何
匹
生
ん
だ
か
さ
え
も
、
隣
の
人
に
聞
い

て
み
る
ま
で
は
、
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
し
て
、
通
信
の

、

、

、

発
達
し
て
い
な
い

昔
の
あ
の
広
い
中
国
で

あ
る
い
は
世
界
で

ど
こ
で
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
家
の
中
に
い
て
、
す

べ
て
知
る
よ
し
な
ど
全
く
な
い
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
窓
か
ら
家
の
外
を
覗
か
な
い
で
、
自
然
の
理
法
が
す
べ

て
分
か
る
と
い
う
の
も
、
現
実
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
老
子
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

進
化
論
も
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
も
、
い
ま
人
類

が
弄
（
も
て
あ
そ
）
ん
で
い
る
原
子
や
遺
伝
子
の
こ
と
も
、
あ
る

い
は
そ
の
他
、
近
代
に
な
っ
て
か
ら
確
立
し
た
ど
ん
な
自
然
科
学

的
知
識
を
も
、
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
の
に
、
窓
か
ら
外
を
の
ぞ
い
て
見
な
く
て
も
自
然
の
理
法
が

分
か
る
と
は
、
ど
う
言
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
普
通
で
は
理

解
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
次
の
、
外
へ
遠
く
出
か
け
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
知
る
こ

と
が
少
な
い
と
は
、
ま
さ
し
く
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

か
つ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
航
海
時
代
に
は
、
船
で
世
界
中
に
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出
か
け
て
い
き
、
地
球
が
丸
い
こ
と
や
、
世
界
に
は
色
々
な
民
族

が
住
み
、
い
ろ
い
ろ
な
異
な
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
を
始
め

て
知
り
ま
し
た
。
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
マ
ダ

ガ
ス
カ
ル
島
に
出
か
け
て
い
き
進
化
論
を
完
成
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
外
の
世
界
に
出
て
か
け

て
い
っ
た
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
で
、
遠
く
へ
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、

色
々
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
科
学
と
技
術
を
発
達
さ
せ
た
、
近
代
欧
米
文
化
を
形
成
し
て

き
た
と
言
え
る
の
で
す
。

な
の
に
老
子
は
、
遠
く
へ
出
か
け
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
知
る

こ
と
が
少
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
普
通
で
は
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
普
通
で
分
か
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
、
道
を
体
得
し
て

い
た
老
子
の
心
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
（
自
内
証
＝
じ
な
い

し
ょ
う
）
を
言
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
で
は
そ
れ
は
、
ど
ん

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ
の
こ
と
が
、
道
を
体
得
し

た
こ
と
の
内
容
で
も
あ
る
の
で
す
。

説
明
の
都
合
上
、
ま
ず

「
外
へ
遠
く
出
か
け
る
ほ
ど
、
い
よ

、

い
よ
知
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
見

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
こ
れ
ま
で
何
度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
言

い
ま
す
と

「
自
分
自
身
を
知
る
こ
と
」
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か

、

る
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
無
知
の
知
」
に
ま
す
ま
す

気
付
け
な
く
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

道
を
知
る
た
め
に
は
、
自
分
の
無
知
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
自
分
が
、
か
つ
て
の
、
い
や
今
の
欧
米
文
化
が
目
指
す

よ
う
に
、
遠
く
へ
出
か
け
て
知
る
こ
と
が
、
人
間
の
「
適
応
」
可

能
性
を
伸
ば
し
、
そ
れ
が
人
間
と
し
て
価
値
が
高
い
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
よ
う
な
立
場
か
ら
は

「
無
知
の
知
」
か
ら
ま
す
ま
す

、

遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
言
う
「
知
」
は
仏
教
で
言
え
ば
仏
の
「
智

慧
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
知
識
」
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
は

、

。

幾
ら
知
識
を
も
っ
て
い
て
も

幸
せ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

逆
に
、
知
識
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
自
分
は
知
っ
た
と
い
う
執
ら
わ

れ
を
も
ち
幸
せ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
大
学
の
先
生
を
見

て
い
れ
ば
そ
の
哀
れ
さ
は
、
見
る
に
忍
び
ま
せ
ん
。
知
っ
た
こ
と

で
、
何
々
賞
と
い
っ
た
も
の
を
貰
っ
て
表
彰
さ
れ
た
り
、
自
分
が

書
い
た
も
の
が
売
れ
た
り
、
管
理
職
に
つ
い
た
り
、
講
演
に
行
っ

て
ち
や
ほ
や
さ
れ
た
り
し
ま
す
と
、
ま
す
ま
す
そ
の
執
ら
わ
れ
は

増
長
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
な
け
れ
ば

智
慧
は
得
ら
れ
な
い
の
に
哀
れ
に
も
、
ま
す
ま
す
執
ら
わ
れ
を
増

。

、

、

や
し
て
行
く
わ
け
で
す

そ
の
結
果

自
分
が
偉
く
も
な
い
の
に

逆
に
偉
い
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
真
に
偉
い
者
は
、
逆

、

。

に
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
て

道
を
体
得
し
た
人
な
の
で
す
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こ
の
よ
う
に
、
知
識
を
得
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
を
捨

て
て
自
分
を
知
る
、
つ
ま
り
仏
の
智
慧
を
得
る
た
め
に
は
、
自
分

自
身
の
外
を
幾
ら
探
し
て
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ど
こ
ま

で
も
自
分
自
身
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
自
分
の
家

や
窓
の
外
で
は
な
く
て
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
心
の
中
を
覗
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
こ
そ
、
全
て
の
事
を
、
世
の
中

（
人
的
環
境
）
も
、
自
然
の
理
法
（
物
理
的
環
境
）
を
も
知
る
根

源
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
根
源
に
行
き
着
い
た
と
き
、
私
の
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と

無
意
識
の
「
生
命
蔵
」
と
「
如
来
蔵
」
の
統
合
に
た
ど
り
着
く
と

き
、
世
の
中
も
自
然
の
理
法
も
全
て
分
か
る
の
で
す
。

で
は
、
世
の
中
を
知
り
、
自
然
の
理
法
を
知
る
こ
と
が
、
世
の

中
の
具
体
的
な
事
件
で
あ
っ
た
り
、
自
然
の
法
則
で
あ
っ
た
り
し

な
い
の
に
、
世
の
中
を
知
り
、
自
然
の
理
法
を
知
る
と
は
、
ど
ん

な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
が
、
な
か
な
か
普
通
で
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
以
下

は
、
私
な
り
の
一
つ
の
解
釈
で
す
。

ま
ず
、
世
の
中
で
す
が
、
そ
れ
は
人
間
の
営
み
の
こ
と
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
人
間
関
係
が
作
り
だ
す
、
人
的
環
境
の
こ
と
だ
と

思
う
の
で
す
。
だ
と
し
ま
す
と
、
具
体
的
事
実
で
は
な
い
の
に
、

そ
う
し
た
こ
と
が
み
な
分
か
る
と
は
、
そ
の
原
理
が
分
か
る
と
い

う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
関
係
の
あ
り
方
の
原
理

が
分
か
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
知
識
を
得
る
科
学
で
は
、
そ
う
い
う
原
理
を
見
つ

け
る
の
は
、
社
会
学
や
人
類
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た

原
理
は
、
科
学
的
知
識
で
す
か
ら
人
間
の
外
に
あ
る
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
ん
な
も
の
を
い
く
ら
研
究
し
て
も
、
人
間
の
関
係

の
あ
り
方
を
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
自
分
の
中
で

自
分
が
生
き
る
こ
と
と
そ
の
知
識
と
を
統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
す
。

私
が
、
人
間
の
精
神
モ
デ
ル
で

「
自
己
」
の
他
に
自
分
の
中

、

に
「
他
己
」
と
言
う
他
者
を
表
す
「
己
」
を
持
ち
出
す
理
由
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
無
意
識
で
は
「
如
来
蔵
」
で
す
が
、

そ
の
、
自
分
の
中
に
蔵
し
た
絶
対
他
者
で
あ
る
如
来
が
自
己
に
統

合
さ
れ
る
と
き
、
宇
宙
と
自
己
と
が
一
体
で
あ
る
と
実
感
で
き
、

人
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
の
原
理
が
体
得
で
き
る
の
で
す
。
ま
た
そ

れ
は
、
同
時
に
人
間
の
あ
り
方
の
原
理
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
う

な
り
ま
す
と
世
の
中
の
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
知
ら
な
く
て
も
、

全
て
を
知
っ
た
と
実
感
で
き
る
の
で
す
。

傲
慢
の
よ
う
で
す
が
、
哲
学
書
や
宗
教
書
の
よ
う
な
人
間
の
あ

、

。

り
方
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
本
も

読
ま
ず
し
て
分
か
る
の
で
す

別
に
読
ん
で
知
り
た
い
と
い
う
気
が
あ
ま
り
起
こ
ら
な
い
の
で

す
。
た
と
え
読
ん
で
み
て
も
、
自
分
の
基
本
的
な
考
え
方
を
変
え
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
に
は
出
会
い
ま
せ
ん
。
自
分
の

考
え
方
を
具
体
化
し
た
り
、
人
に
分
か
っ
て
も
ら
う
た
め
に
そ
れ

を
批
判
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
考
え
を
超
え
た
も
の
に
出
会
わ
な
い
の

で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
世
の
中
の
全
て
を
知
っ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
、
道
を
体
得
し
た
地
点
か
ら
学
問
を
始
め
ま
す
と
、

大
き
な
間
違
い
を
犯
さ
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
し
か
し
、
現

実
に
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
か
つ
て
、
人
の
経
済

的
な
関
わ
り
方
を
研
究
す
る
経
済
学
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
科

学
的
（
哲
学
的
）
知
識
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
や
、
そ
の
知
識

に
基
づ
い
て
方
々
で
流
血
の
共
産
革
命
が
行
わ
れ
、
そ
の
主
義
の

下
に
、
多
く
の
人
権
が
無
視
さ
れ
、
多
く
の
人
命
が
奪
わ
れ
て
来

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
類
に
と
っ
て
と
て
も
不
幸
な
こ
と
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。

こ
の
例
は
、
知
識
が
自
他
統
合
に
役
立
た
な
い
証
拠
の
一
つ
だ

と
言
え
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
は
何
も
、
科
学
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
哲
学
も
宗
教
も
、
そ
れ
が
知
識
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
き
、

同
じ
よ
う
に
人
に
余
計
に
執
ら
わ
れ
を
増
や
す
だ
け
に
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
そ
の
知
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
れ
ば
、
い
く
ら
で

も
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
先
月
号
の
第
四
十
一
章
に
も

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
人
類
が
、
小
賢
し
く
環
境
に
適
応
し
進
化

し
て
、
進
ん
で
い
る
積
も
り
が
、
悲
し
い
か
な
、
滅
亡
へ
と
退
い

て
い
る
の
で
す
。
科
学
は
そ
ん
な
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
次
の
自
然
の
理
法
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
す
。

道
を
体
得
し
ま
す
と
、
自
然
の
理
法
の
全
て
を
知
っ
た
と
実
感
で

き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
完
全
に
捨
て
る

と
い
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

「

」

、

（

）

現
代
人
は

自
己

に
執
ら
わ
れ
て

自
然
を
自
分

＝
人
間

の
自
由
に
ま
か
せ
て
享
受
す
れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は
、
科
学
的
知
識
に
基
づ
い
た
発
想
な
の

で
す
。
病
気
は
、
医
学
で
人
の
臓
器
を
移
植
し
た
り
、
遺
伝
子
ま

で
も
操
作
し
て
克
服
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
長
生
き
す
る
自

由
を
大
き
く
す
る
。
生
活
は
、
科
学
技
術
で
い
ろ
い
ろ
便
利
に
す

る
こ
と
で
、
人
間
の
生
活
上
の
自
由
の
度
を
大
き
く
し
て
い
く
。

食
料
も
科
学
技
術
で
生
産
し
、
多
く
の
人
口
が
豊
か
に
、
自
由
に

生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
ら

わ
れ
を
か
え
っ
て
増
や
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
す
ま
す
幸
せ
を
減

ら
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

道
を
体
得
し
て
、
自
己
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
た
境
地
に
至
れ

ば
、
自
然
は
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
だ
け
な
の
で
す
。
自
然
随
順

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
通
り
な
の
で
す
。
そ
う
な
り

ま
す
と
、
老
子
の
言
う
よ
う
に
、
自
然
の
全
て
を
知
っ
て
い
る
こ

と
と
同
じ
だ
と
言
え
る
の
で
す
。
自
然
の
理
法
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
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を
受
入
れ
、
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
に
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
の
で
す
。

最
後
の
部
分
に
進
み
ま
す
。
聖
人
は
出
か
け
な
い
で
知
り
、
見

な
い
で
明
ら
か
に
な
り
、
為
さ
な
い
で
成
る
と
い
う
部
分
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
聖
人
は
外
に
出
か

、

、

「

」

け
な
い
で
知
り

外
を
見
な
い
で
知
る
の
で
す
が

そ
れ
は

明

ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
為
さ
な
い
で
成
る
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
の
で
す
。

こ
の
明
は
、
こ
れ
ま
で
既
に
、
何
回
か
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
七
月
号
の
第
十
六
章
、
十
月
号
の
第
三
十
三
章
で
し
た
。
結

局
、
そ
れ
は
、
自
分
の
中
の
無
意
識
に
あ
る
「
生
命
蔵
」
と
「
如

」

。

、

来
蔵

を
統
合
す
る
こ
と
で
し
た

こ
こ
で
言
っ
て
い
る
こ
と
も

当
然
、
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。

残
り
の
、
為
さ
な
い
で
成
る
（
不
為
而
成

、
と
い
う
部
分
で

）

す
が
、
こ
れ
は
、
老
子
を
一
口
で
表
す
と
き
よ
く
使
わ
れ
る
、
無

。

、

。

為
自
然
に
通
じ
て
い
ま
す

為
す
こ
と
無
く

自
ら
然
る
の
で
す

、

、

自
分
の
外
を
知
ろ
う
と
は
か
ら
わ
な
い
か
ら

何
も
し
な
い
で
も

自
ず
と
成
っ
て
い
く
の
で
す
。
成
る
と
は
、
弘
法
大
師
さ
ん
で
言

え
ば
、
即
身
成
仏
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

難
し
く
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、

自
分
が
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
生
命
蔵
と
そ
こ
か
ら
迷
い
出
る
と

き
否
定
的
に
働
き
か
け
て
く
る
如
来
蔵
と
い
う
、
有
と
無
の
矛
盾

を
含
ん
で
、
人
間
は
成
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
て
、

成
っ
て
成
っ
て
、
遂
に
成
り
至
る
と
こ
ろ
が
、
成
仏
な
の
で
す
。

そ
れ
は
自
ら
を
は
か
ら
う
こ
と
な
く
、
仏
さ
ま
に
抱
か
れ
て
た
だ

あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
世
界
で
あ
り
、
超
越
者
に
全
て
を
お
ま
か
せ

し
て
生
き
る
世
界
な
の
で
す
。

こ
の
、
第
四
十
七
章
も
極
め
て
深
い
真
理
を
述
べ
て
い
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
感
動
し
ま
し
た
。

自
作
詩
短
歌
等
選

怠

り

な

ま

け

て

怠
り
て

さ
ら
に
ま
た

足
は
や
き

な
ま
け
し
人
の

眠
り
し
人
の

馬
が
お
そ
き
を

中
に
あ
り

中
に
あ
り

抜
き
去
り
て

一
人
つ
と
め
て

一
人
め
ざ
め
て

ひ
と
り
先
頭

励
み
し
人
は

思
慮
あ
る
人
は

駆
け
る
が
ご
と
し
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す

け

る

空

と

雲

自
分
は
だ
め
だ
と

す
け
る
空

思
っ
て

秋
の
夕
暮
れ

修
行
を

雲
ま
っ
か

重
ね
る
人

す

ば

ら

し

き

日

本

語

宇
宙
の
果
て
に

す
け
る
空

十
六
歳
で

雲
ま
っ
か

日
本
に
来
て

日
本
語
で

小
説
を
書
い
て
い
る

偉

い

人

・

だ

め

な

人

リ
ー
ビ
・
英
夫
氏
は

自
分
は
偉
い
と

言
う

思
っ
て

間
違
い
を

日
本
語
ほ
ど

重
ね
る
人

す
ば
ら
し
い
言
葉
は
な
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
で
は

自
分
は
だ
め
だ
と

よ
い
方
だ
と
思
え
る

思
っ
て
も

フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
も

何
も

ず
っ
と
よ
い

し
な
い
人

と

最
近

旬
の
野
花

私
も

日
本
語
ほ
ど

よ
く
で
き
て
い
る

野
を
飾
る

言
葉
は
な
い

数
あ
る
花
の

と
思
っ
て
い
た
の
で

そ
の
中
で

こ
ん
な
外
国
人
が
い
て

春
は
菜
の
花

印
象
に
残
っ
た

秋
は
コ
ス
モ
ス

人

生

は

一

方

通

行

コ

ス

モ

ス

人
生
は

そ
こ
こ
こ
の

一
方
通
行

土
手
や
空
き
地
の

た
だ

コ
ス
モ
ス
が

進
む
だ
け

美
し
か
り
き

ひ
た
す
ら

秋
の
盛
り
は

死
に

向
か
っ
て
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自
作
随
筆
選

大
伴
旅
人
の
妻
へ
の
挽
歌

十
一
月
十
三
日
（
日
）
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
「
こ
こ
ろ
の
時

代
」
は

「
万
葉
人
の
死
生
観
」
と
題
す
る
有
本
忠
雄
ア
ナ
ウ
ン

、

サ
ー
の
犬
養
孝
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
し
た
。

犬
養
孝
氏
は
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
で
現
在
八
十
七
歳
だ
と
い

う
こ
と
で
し
た
が
、
と
て
も
若
く
見
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
見
か

け
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
話
を
聞
い
て
い
て
も
、
と
て
も
情
感

的
、
感
動
的
で
、
心
の
若
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

特
に
、
大
阪
大
学
の
総
長
だ
っ
た
方
の
葬
儀
の
話
を
す
る
と
き

や
、
大
伴
旅
人
の
亡
き
妻
を
詠
む
歌
を
紹
介
す
る
と
き
な
ど
は
、

涙
声
で
し
た
。
そ
の
情
動
が
、
こ
ち
ら
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

番
組
で
紹
介
さ
れ
た
、
印
象
に
残
っ
た
大
伴
旅
人
の
妻
の
挽
歌

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
あ
ら
た
め
て
万
葉
集
の
魅
力
を

感
じ
ま
し
た
。

○
世
の
中
は

空
し
き
も
の
と

知
る
時
し

い
よ
よ
ま
す
ま
す

悲
し
か
り
け
り

○
吾
妹
子
が

見
し
鞆
の
浦
の

む
ろ
の
木
は

常
世
に
あ
れ
ど

見
し
人
そ
な
き

○
人
も
な
き

空
し
き
家
は

草
枕

旅
に
ま
さ
り
て

苦
し
か
り
け
り

○
吾
妹
子
が

植
え
し
梅
の
木

見
る
ご
と
に

心
む
せ
つ
つ

涙
し
流
る

な
お
、
大
伴
旅
人
の
歌
を
、
小
学
館
刊
の
日
本
古
典
文
学
全
集

「
万
葉
集
」
で
探
し
て
い
て
、
い
つ
も
正
確
に
思
い
出
せ
な
か
っ

た
、
山
上
憶
良
の
子
を
詠
ん
だ
歌
を
見
つ
け
ま
し
た
。

○
銀
も

金
も
玉
も

何
せ
む
に

優
れ
る
宝

子
に
し
か
め
や
も

釈
尊
の
こ
と
ば
（
三
○
）

―
法
句
経
解
説
―

第
九
章

悪

（
一
一
六
）
善
を
な
す
の
を
急
げ
。
悪
か
ら
心
を
退
け
よ
。

善
を
な
す
の
に
の
ろ
の
ろ
し
た
ら
、
心
は
悪
事
を
た
の
し
む
。

天
台
宗
や
真
言
宗
、
そ
の
他
の
宗
派
で
皆
さ
ん
が
お
使
い
に
な
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る
、
日
々
の
お
勤
め
の
次
第
書

「
在
家
勤
行
式
」
の
中
に
は
、

、

十
善
戒
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
毎
日
そ
れ
を
唱
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
を
退
け
、
善
を
な
さ
ん
と
つ
と
め
る
た
め
の

も
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
次
の
十
ケ
条
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
①

不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、
④
不
盲
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥

、

、

、

、

。

不
悪
口

⑦
不
両
舌

⑧
不
慳
貪

⑨
不
瞋
恚

⑩
不
邪
見
で
す

①
～
③
は
「
か
ら
だ
」
で
な
す
悪
、
④
～
⑦
は
「
あ
た
ま
」
で

、

「

」

。

な
す
悪

⑧
以
後
は

こ
こ
ろ

で
な
す
悪
を
戒
め
る
も
の
で
す

①
か
ら
③
の
か
ら
だ
で
な
す
悪
は
、
昔
は
殆
ど
が
刑
事
犯
で
し

た
。
し
か
し
、
今
は
③
の
不
邪
淫
戒
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
で
も
、
神
は
い
ま
、
現
代
人
の
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
へ
の
堕

落
を
た
し
な
め
る
た
め
に
、
エ
イ
ズ
を
こ
の
世
に
贈
ら
れ
て
い
ま

す
。
セ
ッ
ク
ス
を
楽
し
ん
で
も
、
人
間
は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
か
え

っ
て
、
性
へ
の
渇
き
を
助
長
す
る
だ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
な

に
も
、
性
に
つ
い
て
だ
け
言
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
も
、

人
よ
り
優
り
た
い
心
も
、
同
様
な
の
で
す
。
人
間
は
、
貪
欲
に
な

る
ほ
ど
、
そ
れ
へ
の
渇
き
を
感
じ
る
も
の
で
す
。
諺
に
言
い
ま
す

よ
う
に
、
金
持
ち
ほ
ど
お
金
に
汚
い
、
と
い
う
の
は
当
た
ら
ず
と

も
遠
か
ら
ず
な
の
で
す
。

私
は
、
人
間
の
基
本
的
な
欲
望
に
は
三
種
類
あ
る
と
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
食
欲
、
性
欲
、
優
越
欲
で
す
。
そ
れ
を
戒
め

る
の
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
⑧
の
不
慳
貪
戒
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
食
欲
（
物
欲
）
に
対
応
し
て
お
こ
る
行
為
を
戒
め
る

戒
律
が
、
②
の
不
偸
盗
戒
で
あ
り
、
性
欲
に
対
応
し
て
お
こ
る
行

為
を
戒
め
る
の
が
、
い
ま
見
ま
し
た
よ
う
に
、
③
の
不
邪
淫
戒
で

あ
り
、
優
越
欲
に
対
応
し
て
お
こ
る
行
為
を
戒
め
る
の
が
、
①
の

不
邪
淫
戒
な
の
で
す
。

貪
る
こ
と
は
、
厳
に
慎
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
④
か
ら
⑦
ま
で
の
四
つ
の
戒
律
は
、
口
、
つ
ま
り
言
葉

（
認
知
－
言
語
・
あ
た
ま
）
で
犯
す
過
ち
を
戒
め
る
も
の
で
す
。

個
人
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
で
は
、
自
分
を
主
張
す
る
こ
と
が
大
切

に
な
り
ま
す
。
す
る
と
ど
う
し
て
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
多
く
な
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
現
代
人
は
と
て
も
饒
舌
に
な
っ
て
い
ま
す
。

饒
舌
に
な
り
ま
す
と
ど
う
し
て
も
、
口
で
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
い

ま
す
。
大
学
の
先
生
は
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
商
売
で
す
か
ら
、
大
学

で
は
こ
の
戒
律
は
全
く
守
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
悲
し
む
べ
き
状
態

に
あ
り
ま
す
。

他
人
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
、
特
に
、
差
し
控
え
た
い
も

の
で
す
。

最
後
に
、
こ
こ
ろ
で
犯
す
悪
を
戒
め
る
戒
律
で
す
が
⑧
の
不
慳

貪
戒
に
つ
い
て
は
、
既
に
見
た
通
り
で
す
。
次
の
⑨
不
瞋
恚
戒
で

す
が
、
こ
れ
は
他
者
に
対
す
る
こ
こ
ろ
の
あ
り
方
を
戒
め
る
も
の

で
す
。
自
分
が
腹
が
立
っ
た
と
き
、
他
者
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に

戒
め
る
も
の
で
す
。
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腹
が
立
つ
原
因
に
は
、
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
番
、
我

、

。

慢
す
る
の
が
難
し
い
の
は

他
者
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
こ
と
で
す

そ
れ
も
自
分
よ
り
も
下
だ
と
思
え
る
人
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
る
と
き

で
す
。
次
に
、
一
般
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
物
事
が
自
分
の
思
う

通
り
に
行
か
な
い
と
き
で
す
。
更
に
、
自
分
の
気
分
が
す
ぐ
れ
な

い
時
、
例
え
ば
お
腹
が
空
い
て
い
る
、
二
日
酔
い
で
あ
る
、
病
気

で
あ
る
、
眠
い
、
と
い
っ
た
時
で
す
。

こ
の
戒
律
は
、
こ
う
し
た
時
で
も
、
他
者
に
は
笑
顔
で
応
対
で

き
な
け
れ
ば
て
ら
な
い
と
戒
め
て
い
ま
す
。

残
っ
た
⑩
の
不
邪

見
戒
で
す
が
、
こ
の
戒
律
が
、
一
番
難
し
い
戒
律
で
す
。
誤
っ
た

見
解
を
い
だ
か
な
い
よ
う
に
戒
め
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
誤
っ
た

見
解
と
は
何
な
の
か
が
、
難
し
い
の
で
す
。

私
は
、
こ
れ
は
無
意
識
に
あ
る
「
生
命
蔵
」
と
「
如
来
蔵
」
と

の
統
合
が
取
れ
る
よ
う
、
努
力
を
怠
ら
な
い
こ
と
を
戒
め
た
も
の

だ
と
思
う
の
で
す
。

人
間
は
、
自
分
の
生
き
る
力
（
生
命
蔵
）
を
確
か
に
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
自
分
を
超
え
た
力
＝
自
分
を
否
定
す
る
力
＝
自
分
を
生

か
す
力
（
如
来
蔵
）
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
多
く
の
人
は
、
自
分
の
生
き
る
力
＝
生
き
る
可
能

性
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
強
め
て
、

こ
こ
で
い
う
邪
見
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分

が
邪
見
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
な
く
な
っ
て
い
く
の

。

、

、

で
す

で
す
か
ら

自
分
で
は
よ
い
こ
と
を
し
て
い
る
積
も
り
で

悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と

す
ら
で
き
な
い
の
で
す
。
人
間
の
背
負
う
宿
業
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
戒
律
を
犯
す
よ
う
に
な

る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
偈
に
言
い
ま
す
よ
う
に
、
善
を
な
す
の
を
急

が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
は
悪
事
を
た
の
し
む
の
で
す
。
自
分
が
生

き
延
び
る
可
能
性
を
伸
ば
す
こ
と
は
、
伸
び
れ
ば
伸
び
る
ほ
ど
、

楽
し
い
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
楽
し
ん
で
自
分
で
は
気

づ
か
ず
に
悪
事
を
な
し
て
い
る
の
で
す
。

、

。

で
は

そ
れ
を
避
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か

こ
こ
が
人
生
で
は
一
番
大
切
な
点
で
す
。
そ
れ
は
、
既
に
見
ま

し
た
よ
う
に
、
意
識
の
統
制
の
届
か
な
い
、
潜
在
意
識
な
い
し
無

意
識
の
統
合
を
は
か
る
こ
と
な
の
で
す

「
生
命
蔵
」
と
「
如
来

。

蔵
」
と
の
統
合
を
は
か
る
こ
と
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
「
あ
た
ま
」
と
「
か
ら
だ
」
と
「
こ
こ
ろ
」
を

総
合
的
に
使
っ
て
、
修
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
に

は
い
つ
も
書
き
ま
す
よ
う
に
、
ヨ
ー
ガ
で
あ
り
、
修
法
（
し
ゅ
ほ

う
＝
真
言
密
教
の
お
祈
り
）
で
あ
り
、
坐
禅
で
あ
り
、
読
経
で
あ

り
、
瞑
想
な
の
で
す
。

ひ
た
す
ら
そ
う
し
て
い
る
と
き
、
無
意
識
の
中
の
統
合
が
も
た
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ら
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
ヨ
ー
ガ
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
ク
ン

ダ
リ
ニ
ー
が
シ
ュ
ス
ム
ナ
ー
を
通
っ
て
駆
け
上
が
る
と
き
が
く
る

の
で
す
。
真
言
密
教
で
言
い
ま
す
と
、
仏
さ
ま
と
自
分
が
一
体
で

あ
る
と
実
感
で
き
る
の
で
す
。
自
分
が
宇
宙
の
根
源
で
あ
る
と
実

。

、

。

感
で
き
る
の
で
す

つ
ま
り

即
身
成
仏
を
体
験
で
き
る
の
で
す

坐
禅
で
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
が
大
悟
で
あ
る
と
実
感
で
き
る
の
で

す
。「

善
を
な
す
の
を
急
が
な
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
は
悪
事
を
た
の
し

む
」
と
、
こ
の
偈
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
は
、
こ
こ
に
行

き
着
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
人
間
で
一
番

悲
し
い
の
は
、
自
分
が
過
ち
や
悪
事
を
重
ね
て
い
て
も
、
そ
れ
に

気
づ
け
な
い
こ
と
で
す
。
自
分
に
執
ら
わ
れ
て
い
て
、
自
分
で
は

悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
な
く
、
悪
い
こ
と
を
し
て

い
る
こ
と
で
す
。

仏
教
で
は
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
決
心

す
る
こ
と
を
発
心
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
発
心
し
て
、
仏
を
信
じ
、

法
を
信
じ
、
執
ら
わ
れ
か
ら
の
救
い
を
信
じ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行

に
励
む
と
き
、
既
に
、
そ
の
人
は
無
限
に
自
己
完
成
の
近
く
に
い

る
の
で
す
。

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

お
便
り

健
康
の
も
と
（
一
〇
）
故
泉
重
千
代
氏
の
一
一
九
歳
は
世
界
一
の

長
寿
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
平
安
の
初
期
に
も
一
〇
一
歳
、
一
一

九
歳
の
重
臣
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
今
様
の
時
代
な
ら
、
ゆ
う
に

一
二
〇
～
一
三
〇
歳
の
値
打
ち
が
あ
る
。

日
本
の
法
律
の
始
ま
り
は
大
宝
律
令
で
あ
る
が
、
そ
の
次
に
養

。

、

老
律
令
が
制
定
さ
れ
た

そ
の
施
行
細
則
で
あ
る
政
治
要
略
に
は

枸
杞
（
く
こ
）
を
飲
め
ば
健
康
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

文
章
は
、
漢
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
和
訳
し
て
、
三
人
の
み
記

す
。

「
長
寿
の
秘
伝
薬
を
用
い
て
老
化
を
と
ど
め
た
記
事
」
①
枸
杞
で

一
〇
一
歳

竹
田
千
継
は
、
京
都
愛
宕
郡
の
人
で
、
一
七
歳
で
典
薬
寮
（
医

薬
局
）
に
入
っ
て
医
者
に
な
っ
た
。
本
草
書
を
読
み
、
枸
杞
の
項

に
感
銘
し
て
全
文
を
暗
記
し
た
。
こ
れ
を
実
地
に
試
す
た
め
に
畑

二
反
を
買
い
、
枸
杞
を
植
え
て
春
夏
は
葉
を
、
秋
冬
は
茎
根
を
採

り
、
お
茶
、
枸
杞
酒
、
枸
杞
風
呂
に
用
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
七
〇

歳
に
な
っ
て
も
少
年
の
よ
う
に
若
く
、
髪
は
黒
く
、
皮
膚
に
は
光

沢
が
あ
り
、
耳
目
も
達
者
で
虫
歯
の
一
つ
も
な
い

「
本
年
九
七

。
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歳
で
す
」
と
文
徳
天
皇
の
問
い
に
答
え
た
の
で
、
天
皇
は
驚
い
て

侍
臣
に
命
じ
て
験
視
さ
せ
た
が
間
違
い
は
な
か
っ
た
。
天
皇
は
感

服
し
て
即
時
に
典
薬
寮
の
高
官
に
任
命
し
た
。
そ
こ
で
薬
草
園
を

管
理
さ
せ
、
大
量
の
枸
杞
を
植
え
さ
せ
た
。
千
継
は
学
識
が
高
く

よ
く
天
皇
の
御
意
に
か
な
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
後
左
馬
寮
と

宮
内
の
高
官
を
も
兼
ね
た
。
と
こ
ろ
が
千
継
は
極
め
て
多
忙
に
な

り
、
食
事
の
間
も
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
二
年
足
ら
ず
の
間
に
白

、

、

。

髪
に
な
り

し
わ
面
に
な
り

腰
は
曲
が
り
つ
え
を
必
要
と
し
た

千
継
は
つ
い
に
一
〇
一
歳
で
死
ん
だ
。
私
は
こ
の
事
を
先
の
天
皇

よ
り
聞
い
て
い
た
が
、
文
徳
天
皇
の
近
臣
者
の
語
る
と
こ
ろ
と
全

。

。

く
一
致
す
る

よ
っ
て
こ
の
事
を
後
世
の
た
め
に
記
録
し
て
お
く

②
枸
杞
で
一
一
九
歳

春
海
貞
吉
は
寛
平
年
間
の
人
で
、
宮
廷
の
奏
楽
や
舞
の
師
匠
で

爵
位
が
あ
っ
た
。
筆
者
が
四
五
歳
で
白
髪
に
な
り
衰
弱
し
た
時
、

貞
吉
は
大
変
心
配
し
て
「
な
ぜ
枸
杞
を
服
ま
な
い
か
？

だ
か
ら

そ
ん
な
に
老
化
す
る
の
だ
」
と
言
っ
た
。
私
は
、
枸
杞
の
効
果
は

聞
い
て
い
る
が
使
い
方
を
知
ら
な
か
っ
た

貞
吉
が
言
う
に
は

大

。

「

同
元
年
皇
室
の
舞
の
師
匠
に
な
り
、
二
六
歳
の
時
に
医
者
に
勧
め

ら
れ
て
一
町
歩
の
畑
に
ク
コ
を
栽
培
し
煮
て
飲
み
ま
た
ク
コ
風
呂

に
入
っ
た
。
今
年
一
一
六
歳
で
あ
る
」
と
。
な
お
少
年
の
顔
つ
き

で
養
生
法
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
の
後
貞
吉
は
寛
平
九
年
に
伝

、

。

染
病
患
者
の
親
し
い
家
を
見
舞
い
に
訪
ね

感
染
し
て
急
死
し
た

時
に
一
一
九
歳
で
あ
っ
た

（
阿
南
市
・
片
田
一
郎
）
短
歌

。

○
イ
タ
ド
リ
の

花
の
盛
り
を

眼
に
溜
め
て

明
日
よ
り
の

我
が
養
い
と
せ
む

○
聾
の
眼
は

小
さ
き
花
も

見
出
す
と

鳥
の
声
聴
く

友
は
よ
ろ
こ
ぶ

○
何
程
の

こ
と
に
も
あ
ら
ぬ

人
間
の

聾
を
充
た
し
て

溢
る
る
緑

（
東
京
都
・
高
木
由
紀
子
）
俳
句

○
ク
リ
ス
マ
ス

サ
ン
タ
待
つ
子
は
居
な
く
な
り

○
忘
年
会
共
呑
み
す
ぎ
て
肩
を
か
り

○
手
袋
を
買
っ
て
使
わ
ぬ
年
の
瀬
や

（
徳
島
県
・
小
原
白
峰
）
○
浮
寝
鳥

一
羽
の
鳥
に
動
か
さ
れ

○
石
垣
の
野
武
士
の
星
や
姫
椿

○
風
吹
け
ば
香
り
包
み
し
枇
杷
の
花

（
徳
島
県
・
須
藤
一
樹
）
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後
記

一
、
今
年
は
、
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス
さ
ん
の
ご
好
意
で
、
き
れ
い
な

印
刷
本
で
本
誌
を
発
行
し
て
参
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
値
段
が
高

か
っ
た
せ
い
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
発
行
部
数
も
伸
び
ず
、
皆

さ
ん
に
高
額
な
負
担
を
し
て
頂
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り

の
お
布
施
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
形
式
だ
け
の
こ
と
で
も
っ

た
い
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
残
念
な
の
で
す
が
ま
た
、
来
年
か

ら
は
元
の
コ
ピ
ー
本
に
戻
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
購
読
料
は
、
郵
送

料
や
封
筒
代
と
し
て
年
間
千
円
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
お
振
り
込
み
頂
い
た
購
読
料
は
、
月
割
り
で
先
送

り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

二
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス
社
長
の
池
田
肇
さ

ん
か
ら
次
の
お
便
り
を
頂
き
ま
し
た
。
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

一
年
間
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
の
制
作
を
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

「
人
の
心
」
を
活
字

。

に
す
る
重
要
さ
を
新
た
に
学
び
ま
し
た

「
人
に
お
役
に
立
つ
本

。

作
り
」
を
、
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
決
心
が
着
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
限
り
あ
る
資
源
な
の
に
、
無
駄
で
有
害
な
本
の

多
い
こ
と
、
い
ま
反
省
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
だ
と
思
い
ま

す

『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
の
ご
発
展
を
願
っ
て
い
ま
す
。

。
三
、
池
田
さ
ん
、
一
年
間
で
し
た
が
、
本
の
構
成
・
印
刷
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

四
、
今
年
一
年
は
、
私
に
と
り
ま
し
て
激
動
の
一
年
で
し
た
。
で

も
詳
し
く
は
、
書
け
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
よ
い
こ
と
は
、

本
が
二
冊
出
版
で
き
た
こ
と
で
す
。
よ
い
お
年
を
。

月
刊

平
成
六
年
十
二
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

第
五
巻

（
発
行
人
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

十
二
月
号

（
制
作
）
ユ
ニ
オ
ン
プ
レ
ス

（
通
巻

（
発
行
所
）

六
十
号
）

ひ
び
き
の
さ
と

エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
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１
│
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島
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勝
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星
の
岩
屋

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
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と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
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円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
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さ
い
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者
名

ひ
び
き
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さ
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