
「光
」
と

「闇
」
を
め
ぐ
る

「循
環
小
数
」

―

小
林
多
喜
二

ｏ
櫛
田
民
蔵

・
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ

・
バ
ル
ビ

ュ
ス
ー

１
　

「
闇
が
あ
る
か
ら
光
が
あ
る
」

〓
闇
が
あ
る
か
ら
光
が
あ
る
」
／
そ
し
て
闇
か
ら
出
て
き
た
人
こ
そ
、

一
番
ほ
ん
と
う
に
光
の
有
難
さ
が
分
る
ん
だ
」
―
―
こ
の
小
林
多
喜
二
の

言
葉
は
、
小
樽
入
舟
町
の
や
ま
き
屋
と
い
う
小
料
理
屋
で
酌
婦
を
し
て
い

た
田
ロ
タ
キ
に
宛
て
た

一
九
二
五
年
二
月
二
日
の
書
簡
の
冒
頭
に
使
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
北
海
道
拓
殖
銀
行
小
樽
支
店
に
勤
務
し
て
い
た
多
喜
二

は
タ
キ
の
境
遇
を
案
じ
な
が
ら
、
「不
幸
と
い
う
の
が
片
方
に
あ
る
か
ら
、

幸
福

っ
て
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
。
だ
か
ら
、
俺
た
ち

が
本
当
に
い
ゝ
生
活
を
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
う
ん
と
苦
し
い
こ
と
を
味

っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
と
も
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
た
し
か

め
合
い
、
た
と
え
今
は

「闇
」
の
な
か
に
あ
ろ
う
と
も

「光
」
の
あ
る
こ

と
を
信
じ
て
生
き
る
よ
う
に
激
励
す
る
。
小
樽
郊
外
の
高
島
郡
高
島
村
で

生
ま
れ
た
タ
キ
は
、
商
売
に
失
敗
し
た
父
親
玉
蔵
に
よ
つ
て
本
人
の
知
ら

な
い
ま
ま
室
蘭
の
銘
酒
屋
に
売
ら
れ
、　
一
九
二
三
年

一
二
月

一
七
日
玉
蔵

が
若
竹
町
踏
切
で
鉄
道
自
殺
を
す
る
と
、
死
後
四
カ
月
日
に
室
蘭
か
ら
転

売
さ
れ
て
き
た
。
手
塚
英
孝
氏
に
よ
れ
ば
、
多
喜
二
よ
り
五
歳
下
の
タ
キ

尾

西

康

充

は
多
喜
二
と
出
会

っ
た
当
時

一
七
歳
、
「不
幸
に
ひ
し
が
れ
た
内
攻
的
な

つ

つ
ま
し
さ
の
な
か
に
、
の
ろ
わ
れ
た
生
活
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
す
る
必
死

の
願
い
を
ひ
め
て
い
た
」
女
性
と
さ
れ
、
小
樽
で
は

「そ
ば
屋
」
と
呼
ば

れ
る
や
ま
き
屋
の
よ
う
な

〈曖
味
屋
〉
に
足
を
踏
み
入
れ
た
多
喜
二
は
そ

れ
ま
で
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
暗
い
世
界
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
「非
人
間

的
な
生
活
を
し
い
ら
れ
て
い
る
そ
こ
で
働
く
女
た
ち
の
世
界
を
、
知
れ
ば

知
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
彼
に
ふ
か
い
感
慨
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
み
じ
め
な
境
遇
か
ら
、
の
が
れ
出
よ
う
と
し
て
絶
望
的
な
苦

し
み
に
も
だ
え
て
い
る
田
回
の
姿
は
、
や
が
て
彼
を
と
ら
え
て
は
な
さ
な

い
も
の
と
な

っ
た
」
と
い
う

（↓
。
手
塚
氏
が
切
実
な
多
喜
二
の
気
持
ち

を
的
確
に
描
い
た
よ
う
に
、
多
喜
二
は

「光
」
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て

―
―
多
喜
二
自
身
も
銀
行
員
と
し
て
厚
遇
さ
れ
た
生
活
に
甘
ん
じ
る
こ
と

な
く
―
―
東
京
商
科
大
学
を
受
験
し
て
自
己
を
高
め
よ
う
と
す
る
希
望
を

持

っ
て
生
き
て
い
た
。
「光
」
と

「闇
」
を
め
ぐ
る
多
喜
二
の
思
考
は
、
田

ロ
タ
キ
を
若
竹
町

一
人
番
地
の
自
宅
に
住
ま
わ
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら

の

一
九
二
六
年
五
月
二
九
日
の
日
記
に

「自
分
の
人
生
観
の
暗
さ
と
、
そ
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の
暗
か
ら
何
等
か
の
明
る
さ
を
求
め
よ
う
と
す
る
気
持
の
焦
燥

（四
を
三

で
割

っ
て
行

っ
て
、　
一
、
三
二
三
…
…
と
な
る
時
、
丁
度
何
時
か
そ
う
し

て
行

っ
た
ら
、
四
で
も
立

つ
時
が
来
な
い
か
、
と
思
う
、
そ
れ
！
と

が
あ

る
と
す
る
記
述
や
、
六
月

一
日
の
日
記
に

「あ
る
境
地
が
あ
る
、
そ
こ
ヘ

は
”
曙卜∞
Ｆ
①
目
静
ｏ
“
”
Ｆ

か
ら
と
、
∪
翼
Ｆ
①
●
警
ｏ
ｃ
∞
ｒ

か
ら
行
く

「両
方
」

の
道
が
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
み
ら
れ
、
〈闇
が
あ
る
か
ら
光
が
あ
る
の
か
〉
、

あ
る
い
は

〈光
が
あ
る
か
ら
闇
が
あ
る
の
か
〉
は
、
い
つ
ま
で
経

っ
て
も

割
り
切
れ
な
い

「循
環
小
数
」
の
よ
う
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
多
喜
二
が

プ

ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
出
発
す
る
起
点
と
な

っ
た
こ
の
よ
う
な
思
考

は
、
何
に
影
響
さ
れ
て
深
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
同
時
代
の
い

く
つ
か
の
言
説
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

２
　
河
上
肇
と
櫛
田
民
蔵

小
樽
商
科
大
学
附
属
図
書
館
に
は
、
多
喜
二
の
個
人
蔵
書
九
二
点

（和

書
九
〇
冊
、
和
雑
誌
三
種
）
、
家
族
の
蔵
書

一
〇
〇
点

（和
書
七
九
冊
、

和
雑
誌
二

一
種
）
、
そ
の
他

一
一
点

（写
真
ア
ル
バ
ム
他
）
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
多
喜
二
の
個
人
蔵
書
と
し
て

『
近
代
劇
全
集
』

（第

一
書
房
）

や

『
近
代
劇
大
系
』

（近
代
劇
大
系
刊
行
会
）
な
ど
の
外
国
戯
曲
集
の
ほ

か
に
、
福
田
徳
三
の

『
経
済
学
講
義
』

（
『
経
済
学
全
集
』
第

一
集
、　
一

九
二
五
年
二
月
、
同
文
館
）
や

『
経
済
原
論
　
河
上
博
士
講
述
　
大
正
十

二
年
度
』
と
い
う
経
済
学
の
専
門
書
が
含
ま
れ
て
い
る
。
『
河
上
肇
全
集
』

別
巻

（
一
九
人
六
年
五
月
、
岩
波
書
店
）
著
作
年
表
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
経

済
原
論
』
に
は
四
種
類
の
異
本
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
河

上
本
人
の
校
閲
を
経
な
い
ま
ま
河
上
が
講
述
し
た
内
容
を
三
分
冊
に
ま
と

め
て
京
都
経
済
学
研
究
会

（代
表
佐
藤
哲
治
）
が
発
行
し
た
も
の
で
、
刊

行
年
月
日
の
記
載
が
な
く
非
売
品
で
あ

っ
た
。
河
上
の
『
経
済
原
論
』
は
、

多
喜
二
が

一
九
二

一
年
か
ら
二
四
年
ま
で
小
樽
高
等
商
業
学
校
で
学
ん
だ

と
き
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、倉
田
稔
氏
に
よ
れ
ば
、

小
樽
高
商
の

「若
い
経
済
学
関
係
の
教
師
た
ち
は
、
彼
ら
の
多
く
が

一
橋

で
学
ん
だ
福
田
徳
三
の
学
風
の
ほ
か
に
、
流
入
し
つ
つ
あ

っ
た
マ
ル
ク
ス

主
義
経
済
学
を
背
景
と
し
て
の
河
上
肇
、
櫛
田
民
蔵
な
ど
の
学
問
の
影
響

の
も
と
に
あ

つ
た
」
と
い
う

（ι

。
多
喜
二
の
個
人
蔵
書
に
は
、
表
紙

に

「第
参
巻

（下
）
」
と
鉛
筆
書
き
さ
れ
、
内
容
は
第
二
編
分
配
に
当
た

る
。　
一
九
二

一
年
四
月
か
ら
二
二
年
六
月
ま
で
小
樽
高
商
で
教
鞭
を
ふ
る

っ
た
大
熊
信
行
は
、
病
気
療
養
の
た
め
の
体
職
を
し
た
後
二
五
年
二
月
に

退
職
す
る
。
多
喜
二
が
二
年
生
に
進
級
し
た

一
九
二
二
年
に
経
済
原
論
の

講
義
を
担
当
し
て
い
た
が
、
担
当
年
度
を
考
え
て
も
学
説
の
性
質
か
ら
も

み
て
も
大
熊
は
河
上
の
講
義
録
を
テ
キ
ス
ト
に
使

っ
た
と
は
思
え
な
い
。

大
熊
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
多
喜
二
は
経
済
原
論
の
授
業
で

「
こ
ん
な
こ
と

で
も
お
れ
は
や
れ
ば
で
き
る
の
だ
」
と
い
わ
ん
ば
か
り
に

「中
途
退
場
」

し
た
こ
と
が
あ

っ
た
と
い
う

（こ

。
倉
田
氏
は
多
喜
二
の
級
友
福
田
勇

一
郎
に
取
材
し
、
資
料
提
供
の
み
な
ら
ず
実
際
に
乗
船
し
て
の
直
接
調
査

な
ど

「蟹
工
船
」
執
筆
に
全
面
的
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
る
乗
富
道
夫
と

多
喜
二
と
福
田
と
の
二
人
が
高
商
前
の
地
獄
坂
を
下
っ
て
い
た
と
き
、
多

喜
二
が

マ
ル
ク
ス
の
顔
を
尋
ね
た
の
で
、
坂
の
途
中
か
ら
図
書
館
に
引
き

返
し
、
河
上
の

『
貧
乏
物
語
』

（
一
九

一
七
年
二
月
、
弘
文
堂
書
房
）
を
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借
り
て
マ
ル
ク
ス
の
写
真
を
み
せ
た
こ
と
が
あ

っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
福
田
か
ら
聞
き
出
し
て
い
る

（ι

。

「驚
く
べ
き
は
現
時
の
文
明
国
に
於
け
る
多
数
人
の
貧
乏
で
あ
る
」
と

書
き
出
さ
れ
る

『
貧
乏
物
語
』
は
、

「大
阪
朝
日
新
聞
」
に
五
三
回
連
載

（
一
九

一
六
年
九
月

一
二
日
～

一
二
月
二
六
日
）
し
た
内
容
を
単
行
本
と

し
て
出
版
さ
れ
、
「如
何
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
居
る
乎
」
（上
編
）
「何

故
に
多
数
の
人
が
貧
乏
し
て
居
る
乎
」

（中
編
）

「如
何
に
し
て
貧
乏
を

根
治
し
得
べ
き
乎
」
（下
編
）
と
い
う
三
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
潔
癖

と
も
い
え
る
河
上
の
倫
理
観
も
と
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
『
貧
乏
物
語
』
は
、

第

一
次
世
界
大
戦
に
際
し
て
輸
出
関
連
企
業
は
も
と
よ
り
海
運
業
や
造
船

業
な
ど
が
好
況
に
沸
い
て
経
済
が
急
成
長
し
、
多
く
の
成
金
が
生
ま
れ
た

反
面
、
物
価
高
騰
の
た
め
に
貧
民
層
を
急
増
さ
せ
て
い
た
日
本
社
会
に
お

い
て
、
出
版
と
同
じ
年
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
空
前

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な

っ
て
い
た
。
し
か
し
同
書
の
な
か
で
河
上
は

「思

ふ
に
吾
々
の
今
問
題
に
し
て
居
る
貧
乏
の
根
絶
と
云
ふ
が
如
き
こ
と
も
、

若
し
社
会
の
凡
て
の
人
々
が
其
心
掛
を

一
変
し
得
る
な
ら
ば
、
社
会
組
織

は
全
然
今
日
の
ま
ま
に
し
て
置
い
て
も
、
問
題
は
直
ぐ
に
も
解
決
さ
れ
て

仕
舞
ふ
の
で
あ
る
。
其
心
掛
と
は
、
各
個
人
が
無
用
の
贅
沢
を
已
め
る
と

云
ふ
事
只
其
れ
だ
け
の
事
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
。

人
道
主
義
的
な
社
会
改
良
に
止
ま

っ
て
い
た
河
上
の
学
説
に
対
し
て
根

本
的
な
批
判
を
お
こ
な

っ
た
の
は
、
彼
の
弟
子
で
あ

っ
た
櫛
田
民
蔵
で
あ

っ
た
。
櫛
田
の
代
表
的
論
文

「社
会
主
義
は
間
に
面
す
る
か
光
に
面
す
る

か
　
河
上
博
士
著

『
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
』
に
関
す
る

一
感
想
」

「
改
造
」
第

一
四
巻
第
七
号
、　
一
九
二
四
年
七
月
）
は
、
『
資
本
主
義
経

済
学
の
史
的
発
展
』
貧

九
二
三
年
人
月
、
弘
文
堂
書
房
）
を
批
判
の
対
象

に
し
て
い
た
。
河
上
に
よ
れ
ば
、
「個
人
主
義
の
社
会
組
織
の
も
と
で
は
そ

の
道
徳
原
理
の
う
え
で
当
然
利
己
主
義
が
是
認
せ
ら
れ
、
社
会
全
体
の
繁

栄
は
、
そ
の
成
員
が
お
の
お
の
自
己
の
利
益
を
計
る
と
い
う
前
提
の
も
と

に
は
じ
め
て
な
し
と
げ
う
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
「各
個
人
が
経
済
上
に

お
い
て
遺
憾
な
く
自
己
の
利
益
を
追
求
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
期
せ
ず
し

て
社
会
全
体
の
経
済
的
繁
栄
を
も
た
ら
す
に
い
た
る
」
。
こ
の
よ
う
な

「利

己
心
是
認
の
道
徳
原
理
」
は
資
本
主
義
経
済
学
の
う
え
に

「反
射
」
し
て

資
本
主
義
経
済
学
の
た
め
の
指
導
原
理
と
な

っ
て
い
る
。
経
済
学
の
発
展

を
も
た
ら
し
て
き
た
道
徳
論
や
哲
学
論
は

「な
ん
ら
か
の
奥
義
と
し
て
天

才
の
体
得
す
る
も
の
」
と
さ
れ
、
「天
才
」
は

「
一
子
相
伝
の
方
法
に
お
い

て
相
続
継
承
」
す
る
も
の
と
い
う
。

し
か
し
櫛
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
河
上
の
主
張
は

「階
級
支
配
の

も
と
に
お
け
る
特
権
階
級
の
最
高
の
代
表
者
」
で
あ
る

「
一
般
的
抽
象
的

天
才
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る

「人
道
史
観
」
で
し
か
な
く
、
「時
代
に
お

け
る
生
産
力
の
発
達
お
よ
び
そ
れ
よ
り
必
然
的
に
発
生
す
る
生
産
関
係
」

に
よ
つ
て

「階
級
意
識
や
そ
れ
よ
り
発
生
す
る
諸
政
策
」
が
決
定
さ
れ
る

と
考
え
る

「唯
物
史
観
」
と
は
別
物
で
あ
る
。
河
上
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者

を
自
任
し
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
を
理
解
で
き
て
い
な
い
。
「社
会
主
義
は

間
に
生
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
の
み
光
を
産
む
の
で
あ

っ
て
、
光
に
面
す
る
が

ゆ
え
に
光
を
産
む
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
り
多
く
闇
に
面
す
る
に

よ
っ
て
よ
り
多
く
光
に
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
。
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大
内
兵
衛
に
よ
れ
ば
、
河
上
の
学
説
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
た
櫛
田
と
い

う
人
物
に
関
し
て
、
日
本
資
本
主
義
論
争
で
は

「講
座
派
の
人
々
は
も
と

よ
り
世
間
の
人
々
は
彼
を
労
農
派
の
理
論
家
と
分
類
し
た
が
彼
自
身
は
そ

う
い
う
セ
ク
ト
性
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
」
と
い
う

（３
。

櫛
田
か
ら
の
批
判
を
受
け
た
河
上
は
、
櫛
田
の
言
葉
に
従

っ
て
マ
ル
ク

ス
主
義
研
究
を
深
化
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
し
、
経
済
学
原
論
の
講
義

ノ
ー
ト
も

「大
正

一
二
年
度
版
」
で
は
第

一
編

「生
産
」
第
二
編

「交
換
」

第
二
編

「分
配
」
と
い
う
構
成
で
あ

っ
た
の
を
、
「大
正

一
四
年
度
の
講
義

プ
リ
ン
ト
」
で
は
第

一
編

「資
本
ノ
生
産
過
程
」
第
二
編

「資
本
ノ
流
通

過
程
」
第
二
編

「資
本
ノ
総
過
程
」
と
い
う

弓
資
本
論
』
体
系
に
準
拠
し

た
も
の
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た

（３
。
多
喜
二
が
持

っ
て
い

た
講
義
ノ
ー
ト
は
、
櫛
田
に
よ
る
批
判
以
前
に
執
筆
さ
れ
て
い
た

「大
正

一
二
年
度
版
」
で
、
内
容
は
第
二
編

「分
配
」
に
当
た
る
部
分
で
あ

つ
た
。

多
喜
二
は

一
九
二
七
年
二
月
二
日
の
日
記
に

「
マ
ル
ク
ス
の

「資
本
論
」

を
読
み
出
し
て
い
る
。
そ
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
、
科
学
的
頭
脳
に
は
ホ
ド

ノ
ヽ
感
心
し
て
し
ま

つ
た
。
カ
ー
ル
・
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
も
の
や
、
河
上
肇
、

高
畠
素
之
氏
の
も
の
な
ど
を
そ
ば
に
置
い
て
、
や

つ
て
ゆ
ぐ
積
り
だ
」
と

認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
河
上
は
福
本
和
夫
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
雑
誌
「社

会
問
題
研
究
」
第
七
七
～
人
三
、
人
五
、
人
七
、
人
人
冊

（
一
九
二
七
年

二
～
四
、
六
～
八
月

〔人
月
は
五
、　
一
五
日
二
冊
刊
行
〕
、
二
人
年
六
、　
一

〇
、　
〓

一月
）
に

「唯
物
史
観
に
関
す
る
自
己
清
算
」
を

一
〇
回
連
載
す

る
。
第

一
～
三
回
ま
で
は

「従
来
発
表
せ
し
見
解
の
誤
謬
を
正
し
、
か
ね

て
福
本
和
夫
氏
の
批
評
に
答
ふ
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
第

一
回
か
ら
第
二
回
ま
で
は
三
木
清
の
現
象
学
的
解
釈
学
に
近
い
立
場
か
ら

自
己
批
判
し
、
第
四
回
か
ら
第
七
回
ま
で
は
レ
ー

ニ
ン

『
唯
物
論
と
経
験

批
判
論
』
に
依
拠
し
な
が
ら
福
本

へ
の
反
論
を
お
こ
な

っ
た

（こ
。
多
喜

二
は

一
九
二
七
年
四
月

一
〇
日
の
日
記
に
、
福
本
和
夫
の

「社
会
の
構
成

並
び
に
変
革
の
過
程
」
、
「経
済
学
批
判
の
方
法
論
」
と
い
う
論
文
の
タ
イ

ト
ル
を
あ
げ
、
前
書
に
は

「読
了
」
、
「全
部
唯
物
的
弁
証
法
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
非
常
に
感
激
し
た
最
初
の
本
」
と
読
後
感
を
記
す

一
方
、
「河

上
肇
。
「社
会
問
題
研
究
」
（唯
物
史
観
の
自
己
清
算
）
平
明
で
、
い
ゝ
。

・（
・福

・本

・―こ
つ
い

・れ

・て
、・

・
自

・己

・
清

・
算

・
を

Ｆ
生
懸
命
や

っ
て
い
る
。
）
／
唯
物
論

的
弁
証
法
の
核
心
を
捕
え
よ
う
と
思
う
」
と
認
め
て
い
る
。

櫛
田
が
大
山
郁
夫
と
と
も
に
公
開
講
義
の
た
め
に
小
樽
高
商
を
訪
れ
た

の
は
、
小
樽
高
等
商
業
学
校
編
纂
部
に
よ

つ
て
創
刊
さ
れ
た

「緑
丘
」

第

一
号

（
一
九
二
五
年
六
月
五
日
）
お
よ
び
第
二
号

（七
月

一
日
）
に
、

大
山
の
講
演
録

「社
会
科
学
の
人
生
価
値
」
が
連
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、　
一
九
二
五
年
四
、
五
月
頃
で
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
講
演
を

聴
講
し
た
手
嶋
恒
二
郎
に
よ
れ
ば
、
「私
は
資
本
論
を
い
ま
ま
で
に
五
十
三

回
も
読
み
か
え
し
ま
し
た
、
と
い
う
言
い
出
し
に
は
じ
ま

つ
た
、
い
か
に

も
櫛
田
さ
ん
ら
し
い
淡
々
と
し
た
話
し
ぶ
り
は
、
恰
も
資
本
論
の
研
究
等

が
多
く
の
人
び
と
の
間
で
熱
心
に
進
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
う
し
た
折
で
あ

っ
た
だ
け
に
そ
れ
を
聴
く
み
ん
な
に
対
し
て
は
、
大
山
先
生
以
上
の
深
い

印
象
と
収
穫
と
を
与
え
た
よ
う
で
あ

つ
た
」
と
い
う

（こ
。
多
喜
二
は
前

年
の
二
四
年
二
月
に
小
樽
高
商
を
卒
業
し
て
い
る
の
で
、
学
生
と
し
て
講

演
会
に
出
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
大
山
と
櫛
田
の
来
学
に
は
強
い
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関
心
を
持

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ち
な
み
に
講
演
会
と
同
じ
二
五
年

の

一
〇
月
に
は
小
樽
高
商
で
軍
事
教
練
反
対
運
動
が
展
開
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

３
　
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ

「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」

多
喜
二
は

一
九
二
六
年
六
月
七
日
の
日
記
に

「
こ
の
世
の
生
活
事
実
を

考
え
、
体
験
し
て
き
た
ら
、
矢
張
り
こ
の
世
の
中
を
見
る
態
度
が
色
々
に

分
れ
る
。
人
生
は
つ
い
に
循
環
小
数
の
中
か
ら
出
れ
な
い
。
闇
が
あ
る
か

ら
光
が
あ
る
、
そ
し
て
人
は
闇
と
光
の
中
を
グ
ル
ノ
＼
廻
っ
て
歩
い
て
い

る
、
四
を
三
で
割

っ
て
行

っ
て
、
恰
か
も
四
が
何
時
か
立
た
な
い
か
と
望

ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
」
と
記
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

の
年
の
四
月
末
に
田
ロ
タ
キ
を
若
竹
町

一
人
番
地
の
自
宅
に
住
ま
わ
せ
る

よ
う
に
な

っ
て
お
り
、
「析
々
帳
」
と
名
付
け
ら
れ
た
多
喜
二
の
日
記
に
は
、

タ
キ
の
手
紙
箱
に
ほ
か
の
男
性
か
ら
の
手
紙
が
入
っ
て
い
た
た
め
に
タ
キ

に

「疑
惑
」
を
抱
い
た
こ
と
や
、
「支
那
料
理
屋
」
で

「綺
麗
な
女
」
に

「自

分
だ
け
が
、
殊
の
ホ
カ
も
て
た
」
こ
と
か
ら

「男
の
不
思
議
な

「不
貞
」

を
反
省
す
る
も
の
の

「ナ
オ
そ
の
フ
ザ
け
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
の
出
来

な
い
、
不
思
議
な
気
持
」
を
味
わ
い
、
「タ
キ
子
の
前
の
生
活
に
於
て
、
彼

女
も
亦

（あ
ん
な
に
自
分
に
誓

っ
て
た
の
に
）
色
々
な
男
に
あ
ゝ
し
て
ひ

か
れ
た
ん
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
い
を
強
め
た
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ

て
い
る

（五
月
二
九
日
）
。

六
月
七
日
の
日
記
に
は
、
ア
ン
リ

・
バ
ル
ビ

ュ
ス
の
言
葉
と
し
て
、
こ

の
世
で
は

「悲
哀
は
歓
喜
と
同
じ
く
絶
対
で
あ
る
」
こ
と
が
真
理
で
あ
る

と
い
う

一
節
が
引
用
さ
れ
、
も
し
こ
の
主
張
に
従
え
ば

「真
理
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
は
悲
哀
を
変
じ
な
い
」
こ
と
に
な
る
と
し
、
多
喜
二
は
バ
ル

ビ

ュ
ス
の
考
え
に
対
し
て
懐
疑
的
な
見
解
を
示
し
た
う
え
で
、　
つ
ぎ
の
よ

う
な
ヨ
ハ
ン

ｏ
ア
ウ
グ
ス
ト

・
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
戯
由
に
登
場
す
る
セ

リ
フ
を
引
用
す
る
。
な
お
多
喜
二
は
こ
の
作
家
の
名
前
を
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

ル
ク
と
表
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
通
用
の
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
と
表
記

す
る
こ
と
に
す
る
。

「暗
は
何
処
か
ら
。
」

「光
そ
の
も
の
か
ら
…
…
で
な
け
れ
ば
私
は
分
ら
な
い
。
」

「そ
れ
は
多
分
ほ
ん
の
影
で
あ

っ
た
の
だ
。
な
ぜ
と
云
っ
て
影
に
は

光
が

つ
き
も
の
だ
か
ら
ね
。
し
か
し
暗
に
は
光
が
必
要
で
な
い
」

「
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
切
り
が
な
い
、
も
う
お
止
め
」

こ
の
日
の
日
記
の
末
尾
に

「…
…
何
処
迄
続
け
て
行

っ
て
も
キ
リ
の
な

い
こ
の
二
つ
の
も
の
…
…

「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
の
あ
の
光
と
闇
の
最
後
の

会
話
が
思
い
出
せ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
右
の
セ
リ
フ

は
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
作
家
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
長
編
戯
曲

「ダ

マ
ス
ク
ス

ヘ
」
最
後
の
場
面
に
登
場
す
る
会
話
で
あ
る
。　
一
九
二
六
年

一
〇
月
二
四

日
の
日
記
で

「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
全
編
を
三
度
通
読
し
た
と
し
、
「ズ
バ
抜

け
て
鋭
い
頭
で
、
五
十
年
間
経
験
し
た
こ
と
を
ス
ツ
カ
リ
自
分
の
も
の
に

し
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
、
表
現
だ
。
ま
ず
こ
の
事
が
く
る
。
深
い
。
こ
う

い
う
の
を
深
い
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
」
と
読
後
感
を
記
し
て
い
る
。
ス
ト
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リ
ン
ド
ベ
リ
晩
年
の
「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
は
第

一
二
一編
が

一
人
九
八
年
、

第
二
編
が

一
九
〇

一
年
に
発
表
さ
れ
た
大
作
で
、
主
人
公

「知
ら
れ
ぬ
人
」

は
、
医
師
と
結
婚
し
て
い
る

「夫
人
」
を
自
分
の
も
の
に
す
る
が
、
愛
と

憎
し
み
の
相
克
す
る
心
理
的
葛
藤
に
苦
し
ま
さ
れ
る
。
第
二
編
は
、
「知
ら

れ
ぬ
人
」
が
山
頂
に
あ
る
僧
院
で
の
出
家
を
目
指
し
い
聖
な
る
儀
式
に
参

加
す
る
。
愛
慾
地
獄
の
起
源
を
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
し
た
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ

に
よ
れ
ば
、
男
性
と
女
性
が
争
い
続
け
て
い
る
の
は
、
イ
ブ
が
ア
ダ
ム
を

誘
惑
し
て
以
来
で
あ
る
の
だ
が
、
イ
ブ
を
そ
そ
の
か
し
た
蛇
は
、
そ
も
そ

も
だ
れ
が
登
場
さ
せ
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は

「最

上
の
も
の
、
唯

一
の
も
の
、
最
後
の
も
の
、
生
活
に
価
値
を
与

へ
る
も
の
」

―
―
す
な
わ
ち
神
―
―
で
あ

っ
た
と
い
う
。
悪
は
善
か
ら
、
闇
は
光
か
ら

到
来
す
る
と
い
う
右
の
引
用
に
み
ら
れ
る
対
話
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
リ

ン
ド
ベ
リ
が
晩
年
に
到
達
し
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
と
さ

れ
、
「
い
つ
ま
で
経

っ
て
も
切
り
が
な
い
、
も
う
お
止
め
」
と
い
う
セ
リ
フ

は
、
全
知
全
能
の
神
の
前
で
は
人
間
は
無
力
な
存
在
で
し
か
な
く
、
神
に

帰
依
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
人
間
に
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
翻
訳
し
た
茅
野
爺
々
に
よ
れ
ば
、

「ダ

マ
ス

ク
ス
ヘ
」
が
読
者
に
伝
え
て
い
る
の
は

「知
識
に
よ
つ
て
世
界
を
理
解
す

る
こ
と
の
困
難
か
ら
信
仰

へ
趨
く
経
路
で
あ
り
、
無
常
極
ま
り
な
き
人
間

的
評
価
に
煩
は
さ
れ
な
い
魂
の
発
展
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
女
性
に

よ
つ
て
の
人
生
の
救
済
を
断
念
し
て
神
の
支
配
に
身
心
を
委
託
し
、
罪
悪

の
観
念
か
ら
解
脱
す
る
こ
と
」
で
あ

っ
た

（３

。
「
い
つ
ま
で
経

っ
て
も

切
り
が
な
い
、
も
う
お
止
め
」
と
い
う
セ
リ
フ
の
後
、
懺
悔
僧
と
僧
た
ち

が
行
列
を
な
し
て
現
れ
、
誘
惑
者
は

「左
様
な
ら
」
と
い
つ
て
隠
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
戯
由
の
最
後
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
セ
リ
フ
で
舞
台
の
幕
が
下

り
る
。懺

悔
僧

「
〔大
き
な
黒
い
棺
布
を
も
つ
て
〕
主
よ
。
永
遠
の
休
息
を
与

へ
た
ま

へ
」

合
唱

「又
永
遠
の
光
も
て
照
し
た
ま

へ
」
、

誘
惑
者

Д
よ
そ
の
人
を
棺
布
の
中
に
包
む
〕
平
和
の
中
に
休
み
ま
し

た
」

合
唱

「ア
ー
メ
ン
」

「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
結
末
は
、
神
の
光
の
も
と
で
人
間
は
平
安
を
享
け

る
と
い
う
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
多
喜
二
は
、
ど
の
邦
訳
を
通
じ
て

「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
を
読

ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
邦
初
訳
と
な
る
山
本
有
三
訳
は

「白
樺
」
第

七
巻
第

一
〇
号

（
一
九

一
六
年

一
〇
月
）
～
第
人
巻
第
四
号

（
一
九

一
七

年
四
月
）
に
掲
載
さ
れ
た

（
１０
）
。
楠
山
正
雄
訳
は

『
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル

ク
戯
曲
全
集
』
第
二
巻

（
一
九
二
三
年

一
一
月
、
新
潮
社
）
に
収
録
、
茅

野
請
々
訳
は
『
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
全
集
』
第

一
巻

（
一
九
二
四
年
二
月
、

岩
波
書
店
）
と

『
近
代
刻
全
集
』
第
二
巻
北
欧
篇

（
一
九
二
人
年
七
月
、

第

一
書
房
）
に
収
録
さ
れ
た
。
小
樽
商
科
大
学
附
属
図
書
館
に
は
、
多
喜

二
の
個
人
蔵
書
と
し
て
『
近
代
劇
全
集
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
第

一
・

一
一
。
一
二

・
一
四

ｏ
二
五

・
四

一
巻
の
六
冊
が
あ
る
だ
け
で
残
念
な
が
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ら
第
二
巻
は
欠
け
て
い
る
。
多
喜
二
が
引
用
し
た
言
葉
か
ら
推
測
し
て
、

多
少
表
記
に
異
同
が
あ
る
も
の
の
、
多
喜
二
が
実
際
に
読
ん
で
い
た
の
は

楠
山
訳

『
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
戯
曲
全
集
』
第
二
巻
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

右
に
引
用
し
た
部
分
は
同
書

（二
九
四
～
二
九
五
頁
）
に
あ
る
。
多
喜
二

は
小
樽
高
商
の
卒
業
論
文
と
し
て
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
を
取
り
上
げ
よ
う
と

し
た
が
、
「純
文
学
と
い
う
理
由
で
担
任
の
教
師
に
反
対
」
さ
れ
た
た
め

（
ｎ
）、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

『
パ
ン
の
略
取
』
第
五
章

「食
物
」
の
邦
訳
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
ス
ー
ト
ロ
の
戯
曲

「見
捨
て
ら
れ

た
人
」
全
訳
を
加
え
、
「自
己
の
態
度
と
覚
書
」
と
い
う
序
文
を
添
え
て
提

出
し
た
。
担
任
の
名
前
は
根
岸
正

一
、
卒
業
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は

「見
捨

て
ら
れ
た
人
と
パ
ン
の
征
服
及
び
そ
れ
に
対
す
る
附
言
」
、
序
文
の
扉
に
は

「さ
う
だ
、
此
の
世
に
は

一
つ
の
神
が
存
在
す
る
。
／
吾
々
の
広
大
な
内

的
生
命
を
導
引
く
た
め
に
は
、
／
ま
た
、
全
人
類
の
生
命
の
う
ち
に
含
ま

れ
て
ゐ
る
分
担
を
導
引
く
た
め
に
は
／
決
し
て
そ
れ
か
ら
眼
を
外
ら
し
て

は
な
ら
な
い

一
つ
の
神
が
存
在
す
る
。
／
真
理
と
い
ふ
神
だ
」
と
い
う
バ

ル
ビ

ュ
ス
の

「ク
ラ
ル
テ
」
結
末
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
卒
業
論

文
で
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
多
喜
二
は
ス
ト
リ
ン
ド

ベ
リ
の
研
究
を
継
続
し
、　
一
九
二
四
年

一
〇
月

一
四
日
評
論

「
ユ
リ
イ
嬢

に
あ
ら
わ
れ
た
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
思
想
と
そ
の
態
度
」
を
完
成
さ
せ

た
。
と
こ
ろ
が

「十
二
の
南
京
玉
―
―
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
の
話
―
―
」
「
小

樽
新
聞
」

一
九
二
七
年
五
月
二
〇
日
）
に
よ
れ
ば

「此
頃
に
な

っ
て
、
ス

ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
経
済
思
想
、
社
会
思
想
及
び
そ
れ
を
貫
い
て
い
る
方

法

（メ
ト
ー
デ
）
が
実
に
た
わ
い
も
な
い
反
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
り
か
け
て
来
た
」
と
し
、
「プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
の
所
謂
芸
術
に
於
け
る

「客

観
的
尺
度
―
―
形
式
と
観
念
の
合
致
」
か
ら
見
て
、
自
分
が
あ
れ
程
崇
拝

し
研
究
し
た
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
の
偶
像
が
自
分
の
眼
の
前
で
ガ
タ
ノ
＼

と
崩
壊
し
て
ゆ
く
気
が
す
る
」
と
告
白
し
て
い
る
。

４
　
バ
ル
ビ

ュ
ス

「地
獄
」
「
ク
ラ
ル
テ
」

多
喜
二
は
、
支
配
欲
や
嫉
妬
心
な
ど
田
ロ
タ
キ
に
対
す
る
性
的
な
と
ら

わ
れ
か
ら
抜
け
出
し
、
清
浄
な
魂
を
も
つ
て
タ
キ
に
向
か
い
合
お
う
と
し

た
。
だ
が
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
よ
う
に
神

へ
の
帰
依
に
よ
つ
て
自
己
が
救

済
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
の
場
合

「光
」
は
議
論
の
余
地
な
く
絶
対
的
な
も
の
で
、
神
の

「光
」
の
絶
対
性

を
証
明
し
て
み
せ
、
神
の
愛
が
人
間
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
示
し
て
み
せ
る

た
め
に

「暗
」
―
―

「光
」
が
欠
如
し
た
部
分
で
あ
る

「影
」
―
―
が
存

在
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
し
て
多
喜
二
の
場
合

「闇
が
あ
る
か
ら
光

が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
と
社
会
を
取
り
巻

く

「闇
」
の
深
さ
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も

「光
が
あ
る
か
ら
闇
が
あ
る
」

の
で
は
な
く

「闇
が
あ
る
か
ら
光
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
認
識
は
タ

キ
の
生
活
に
触
れ
て
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
た
実
感
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
「闇
か
ら
出
て
き
た
人
こ
そ
、
一
番
ほ
ん
と
う
に
光
の
有

難
さ
が
分
る
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
タ
キ
に
対
す
る
深
い
愛
情
に
裏
打

ち
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
多
喜
二
の

一
九
二
六
年
六
月

一
日
の
日
記
に

は

「三
、
四
日
、
彼
女
の
働
き
振
り
は
素
晴
ら
し
い
。
〓
ｏ
諄
霧

が
そ
の

事
を
自
分
に
云
っ
た
、
自
分
の
事
の
よ
う
に
嬉
し
か
っ
た
。
こ
う
い
う
女
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を
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
に
見
せ
て
、
安
心
さ
し
て
や
り
た
か
つ
た
」
と
あ

っ
て
、
三
度
の
不
幸
な
離
婚
体
験
に
も
と
づ
く
不
信
感
に
満
ち
た
ス
ト
リ

ン
ド
ベ
リ
の
女
性
観
に
支
配
さ
れ
た
「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
と
は
ち
が

つ
て
、

多
喜
二
に
は
タ
キ
に
対
す
る
絶
大
な
信
頼
が
あ

つ
た
。

北
海
道
拓
殖
銀
行
小
樽
支
店
に
勤
め
は
じ
め
た
の
と
同
じ

一
九
二
四
年

四
月
、
多
喜
二
は
島
田
正
策
や
蒔
田
栄

一
、
片
岡
亮

一
、
斎
藤
次
郎
、
新

宮
正
辰
、
戸
塚
新
太
郎
、
宇
野
長
作
た
ち
と
同
人
雑
誌

「ク
ラ
ル
テ
」
を

創
刊
し
た
。
誌
名
は
社
会
主
義
的
な
反
戦
運
動
を
フ
ラ
ン
ス
で
お
こ
な

っ

て
い
た
バ
ル
ビ

ュ
ス
の
小
説

「ク
ラ
ル
テ
」
か
ら
と
ら
れ
、
創
刊
号
の
扉

に
は
小
説
の
結
末
で
使
わ
れ
た
言
葉
―
―
卒
業
論
文
の
序
文
の
扉
と
同
じ

も
の
―
―
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
布
野
栄

一
氏
に
よ
れ
ば

「恐
ら
く
小
説

『
ク
ラ
ル
テ
』
の
英
訳
本
か
ら
の
重
訳
と
思
わ
れ
る
そ
の

一
節
」
を
多
喜

二
が
掲
載
し
た
と
さ
れ
る
が

（
１２
）、
小
牧
近
江

・
佐
々
木
孝
丸
訳
か
ら
同

じ
作
品
結
末
の
部
分
を
引
用
す
る
と

「神
は
存
在
し
な
い
…
…
然
し
否
。

此
の
世
に
は
た

つ
た

一
つ
の
神
が
存
在
す
る
。
人
類
が
そ
の
生
を
正
当
に

導
く
た
め
に
は
、
こ
の
秩
序
を
秩
序
で
あ
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
断
じ
て

そ
れ
か
ら
目
を
外
し
て
は
な
ら
な
い
神
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
真
理
と
呼

ぶ
神
で
あ
る
！
」
と
い
う
言
葉
で
あ

っ
た
。
第

一
次
世
界
大
戦
に
志
願
兵

と
し
て
従
軍
し
、
戦
場
の
非
人
間
性
を
否
応
な
く
目
撃
さ
せ
ら
れ
た
バ
ル

ビ

ュ
ス
は
神
の
光
で
は
な
く
自
然
の
光
、
す
な
わ
ち
近
代
合
理
主
義
に
よ

っ
て
社
会
の
悪
や
不
条
理
を
解
決
す
る
こ
と
を
信
じ
、
科
学
的
社
会
主
義

に
も
と
づ
く
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
鼓
吹
し
て
〈世
界
的
共
生
国
〉

の
到
来
を
予
言
し
た
。
多
喜
二
は
こ
の
考
え
に
賛
意
を
示
し
、
バ
ル
ビ

ュ

ス
の

「地
獄
」
貧

九
〇
八
年
）
に
登
場
す
る

「悲
哀
は
歓
喜
と
同
じ
く
絶

対
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
た
の
で
あ

っ
た
。

「地
獄
」
貧

九
〇
八
年
）
で
は
、
銀
行
員
に
な
ろ
う
と
し
て
パ
リ
に
や

っ
て
き
た
三
〇
歳
男
性
は
、
自
分
が
宿
泊
し
て
い
る
素
人
下
宿
屋
の
部
屋

の
壁
に
割
れ
目
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
隣
室
を
覗
く
よ
う
に
な
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
人
間
に
よ

つ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
情
痴
の
世
界
が
目
撃
さ
れ
る

な
か
で
、
ほ
か
の
男
性
と
不
倫
を
し
て
い
た
エ
エ
メ
と
い
う
名
前
の
女
性

が

「私
は
今
こ
ん
な
に
し
て
こ
ん
な
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
ん
で
す
か
ら
」
と

い
う
と
、
彼
女
の
夫
は

「苦
悩
、
そ
れ
は
重
大
な
言
葉
だ
！
　
そ
れ
は
明

か
に
わ
れ
ノ
＼
を
こ
の
偉
大
な
法
則
の
前
に
導
く
の
だ
。
そ
の
法
則
に
よ

れ
ば
、
幸
福
は
目
的
物
で
な
け
れ
ば
、
数
字
か
ら
割
り
出
し
た
も
の
で
も

な
い
。
幸
福
と
い
ふ
も
の
は
不
幸
か
ら
生
れ
、
全
然
不
幸
に
纏
ひ
つ
い
て

ゐ
る
も
の
で
、
光
と
闇
が
離
せ
な
い
や
う
に
、
歓
喜
と
苦
痛
と
は
引
離
す

こ
と
の
出
来
な
い
も
の
だ
。
人
間
か
ら
こ
の
二
つ
を
離
さ
う
と
す
れ
ば
、

両
方
と
も

一
緒
に
な
く
な

つ
て
し
ま
ふ
の
だ
」
と
応
え
る
。
こ
の
作
品
の

訳
者
で
あ
る
田
辺
貞
之
助
に
よ
れ
ば
、
「バ
ル
ビ

ュ
ス
は
人
間
の
悲
惨
と
孤

独
と
を
極
め
て
抒
情
的
に
馴
快
し
た
の
ち
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
脱
却
し

え
な
い
宿
命
な
ら
ば
―
―
神
を
信
ぜ
ざ
る
が
ゆ
え
に
―
―
あ
る
が
ま
ま
の

姿
に
お
い
て
幸
福
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
間
が
光
を
あ
ら
し

め
る
よ
う
に
、
地
獄
が
天
国
を
あ
ら
し
め
る
と
説
き
、
人
間
苦
の
肯
定
の

上
に
人
間
の
偉
大
を
打
ち
立
て
る
」
と
い
う

（
１３
）ｏ
多
喜
二
は

「バ
ル
ビ

ュ
ッ
ス
は
、
光
と
闇
の
存
在
を
絶
対
と
見
た
け
れ
ど
、
「も
う
お
止
め
、
い

つ
ま
で
経

っ
て
も
切
り
が
な
い
」
と
云
っ
て
い
な
い
。
こ
ゝ
に
ス
ト
リ
ン
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ド
ベ
ル
ク
と
バ
ル
ビ

ュ
ッ
ス
と
の

「時
代
の
差
」
か

「思
想
の
差
」
か
、

「実
際
的
方
面
に
対
す
る
態
度
の
差
」
か
ゞ
あ
る
」
と
し
、
バ
ル
ビ

ュ
ス

に
共
感
を
抱
い
て
い
る

（
一
九
二
六
年
六
月
七
日
日
記
）
。
一
九

一
九
年
社

会
主
義
的
な
反
戦
運
動
で
あ
る
ク
ラ
ル
テ
運
動
を
は
じ
め
、
二
三
年
フ
ラ

ン
ス
共
産
党
に
入
党
し
て
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し

た
バ
ル
ビ

ュ
ス
の
生
き
方
は
、
多
喜
二
が
目
指
し
て
い
た
も
の
に
重
な
る

と
い
え
よ
う
。
多
喜
二
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
想
、
櫛
田
の
言
葉
で
い
え

ば
「社
会
主
義
は
闇
に
生
ま
れ
る
が
ゆ
え
に
の
み
光
を
産
む
の
で
あ

っ
て
、

光
に
面
す
る
が
ゆ
え
に
光
を
産
む
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
り
多
く

闇
に
面
す
る
に
よ

つ
て
よ
り
多
く
光
に
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
」
と
い
う
、
「闇
」
の
な
か
か
ら

「闇
」
を
克
服
し
て

「光
」
を
放
と
う

と
す
る
社
会
的
実
践
の
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

多
喜
二
は

「十
二
の
南
京
玉
」
の
な
か
で

「そ
う
云
え
ば
、
し
ツ
面
倒

臭
い
議
論
よ
り
は
、
ま
ず
！
　

（ま
ず
、
で
あ
る
。
）
あ
の

「淫
売
婦
」

や

「セ
メ
ン
ト
樽
」
に
よ
つ
て
無
産
階
級
意
識
を

（頭
か
ら
で
は
な
し
に
）

胸
か
ら
把
握
し
た
人
達
が
素
晴
ら
し
く
多
い
の
を
知

っ
て
、
そ
う
か
と
思

っ
た
」
と
認
め
て
い
る
。
葉
山
嘉
樹
の
名
作

「淫
売
婦
」

（
「文
芸
戦
線
」

第
二
巻
第

一
一
号
、　
一
九
二
五
年

一
一
月
）
と

「セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手

紙
」

（
「文
芸
戦
線
」
第
二
巻
第

一
号
、　
一
九
二
六
年

一
月
）
に
触
れ
な

が
ら
、

「頭
」
か
ら
で
は
な
く

「胸
」
か
ら

「無
産
階
級
意
識
」
を
把
握

す
る
人
た
ち
が
多
い
こ
と
に
感
嘆
し
て
い
る
。
多
喜
二
が
目
指
し
た
プ

ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
も
、
理
屈
で
は
な
く
共
感
に
根
差
し
た
作
品
の
創
作
を
基

本
に
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

註
引
用
し
た
本
文
に
関
し
て
、
「ダ

マ
ス
ク
ス
ヘ
」
は
楠
山
正
雄
訳

『
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

ル
ク
戯
曲
全
集
』
第
二
巻

（
一
九
二
三
年

一
一
月
、
新
潮
社
）
、
「ク
ラ
ル
テ
」
は
近
江

小
牧

・
佐
々
木
孝
丸
訳

『
ク
ラ
ル
テ
』
貧

九
二
三
年
四
月
、
叢
文
閣
）
、
「地
獄
」
は

小
牧
近
江
訳

『
世
界
文
学
全
集
』
第
二
二
巻

「現
代
仏
蘭
西
小
説
集
」
２

九
二
九
年

二
月
、
新
潮
社
）
に
拠

っ
た
。

（１
）
手
塚
英
孝

『
小
林
多
喜
二
』
上

（
一
九
七
〇
年
七
月
、
新
日
本
出
版
社
、　
一
〇

〇
～

一
〇

一
頁
）

（２
）
倉
田
稔

『
小
林
多
喜
二
伝
』

（二
〇
〇
三
年

一
二
月
、
論
創
社
、　
一
四
六
頁
）

（３
）
大
熊
信
行

『
文
学
的
回
想
』

（
一
九
七
七
年

一
一
月
、
第
二
文
明
社
、
二

一
五

頁
）

（４
）
、
前
掲

（２
）
と
同
じ
、
三
二
四
頁
。

（５
）
大
内
兵
衛

「櫛
田
民
蔵

「
『
共
産
党
宣
言
』
の
研
究
」
補
修
」

（
一
九
七
〇
年

一
二
月
、
青
木
書
店
）
、
引
用
は

『
大
内
兵
衛
著
作
集
』
第

一
一
巻

（
一
九
七
五

年

一
〇
月
、
岩
波
書
店
、
二
五
〇
頁
）
か
ら
お
こ
な

っ
た
。

（６
）
杉
原
四
郎

「河
上
肇
と
古
典
派
経
済
学
―
―

「資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
」

を
中
心
と
し
て
」
電
立
命
館
経
済
学
」
第

一
九
巻
第
六
号
、
一
九
七

一
年
二
月
、

四
七
頁
）

（７
）

『
河
上
肇
全
集
』
別
巻

「年
譜
」

（
一
九
人
六
年
五
月
、
岩
波
書
店
、
二
四

一

頁
）

（８
）

『
あ
る
情
熱
の
記
録
＝
手
嶋
恒
二
郎
伝
＝
』

（
一
九
人

一
年
二
月
、
保
険
研
究

所
、
人
三
～
人
三
頁
）

（９
）

『
近
代
劇
全
集
』
第
二
巻
北
欧
篇

（
一
九
二
人
年
七
月
、
第

一
書
房
、
五
四
六

～
五
四
七
頁
）

（
１０
）

『
図
説
翻
訳
文
学
総
合
事
典
』
第
二
巻

（二
〇
〇
九
年

一
一
月
、
大
空
社
、
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五

一
〇
頁
）

（
Ｈ
）
、
前
掲

（１
）
と
同
じ
、
人
九
頁

（
‐２
）
布
野
栄

一

「解
説
」

（
『
復
刻
版
　
ク
ラ
ル
テ
』

一
九
九
〇
年
七
月
、
不
二

出
版
い
四
頁
）

（
‐３
）
田
辺
貞
之
助

「解
説
」

（
『
地
獄
』
、　
一
九
五
四
年
九
月
、
岩
波
書
店
、
三

五
二
頁
）

［
お
に
し

。
や
す

み

つ
　

本
学
教
員
］




