
      
 

人
生
は
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
。

『
好
事
魔
多
し
』
と
言
う
よ
う
に
、
良
い

と
思
え
る
事
の
裏
に
は
、
そ
れ
と
同
じ
く

ら
い
、
い
や
そ
れ
以
上
の
魔
も
潜
ん
で
い

る
と
い
う
戒
め
を
含
ん
だ
言
葉
で
す
。 

あ
る
い
は
『
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
』

と
い
う
様
に
、
目
の
前
の
災
い
自
体
に
目

を
奪
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
福
の

種
を
宿
し
て
い
る
の
だ
と
、
将
来
的
展
望

を
も
っ
て
捉
え
る
べ
き
言
葉
も
あ
り
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
達
の
《
心
》

の
持
ち
よ
う
が
鍵
を
握
り
ま
す
。 

 
 

心
の
柱
を
具
え
て
い
る
か
否
か
は
、

《
志
》
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
ま

す
。
志
が
あ
れ
ば
、
日
常
生
活
の
１
つ
１

つ
を
、
誠
心
誠
意
に
打
ち
込
ん
で
生
き
る

事
が
で
き
ま
す
。
志
の
無
い
人
は
、
残
念

な
が
ら
、
一
つ
物
事
に
気
持
ち
を
込
め
る

事
は
困
難
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

つ
ま
り
、
私
達
が
生
き
る
上
で
《
志
》

を
持
つ
事
の
必
要
性
が
こ
こ
に
あ
る
の
で

す
。
成
功
す
る
人
と
、
成
功
し
な
い
人
と

の
差
も
、
《
志
》
を
持
っ
て
い
る
か
、
持

っ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
志
の
大
小
に 

 

 

よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 

 

私
達
は
、
揺
る
ぎ
な
い
自
分
の
《
心
》
の

柱
を
建
て
る
為
に
、
大
き
な
《
志
》
を
持
ち
、

コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
に
課
せ
ら
れ
た
日
々
の
精

進
に
努
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
、
先

に
挙
げ
た
よ
う
な
格
言
の
よ
う
に
、
一
喜
一

憂
す
る
自
分
の
浅
い
心
を
一
蹴
（
い
っ
し
ゅ
う
）

す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 
そ
も
そ
も
「
災
い
」
や
「
幸
福
」
な
ど
は
、

何
を
も
っ
て
「
災
い
」
に
な
り
、
な
に
を
も

っ
て
「
幸
福
」
と
み
る
の
で
し
ょ
う
か
？
「
災

い
」
や
「
幸
福
」
の
定
義
な
ん
て
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？
そ
ん
な
定
義
は
、
こ
の
世
の
中

に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
「
幸
不
幸
」
は
自
分

の
心
が
決
め
る
も
の
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
事

は
分
か
っ
て
い
る
の
に
、
私
達
に
は
「
欲
」

が
あ
る
か
ら
、
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
常

に
人
と
比
較
を
し
て
、
「
あ
あ
で
も
な
い
、

こ
う
で
も
な
い
」
と
一
喜
一
憂
す
る
の
が
私

達
の
心
で
す
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
だ
か
ら

こ
そ
一
喜
一
憂
し
な
い
《
心
の
柱
》
を
建
て

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
《
志
》
…
そ

う
《
志
》
は
《
信
仰
心
》
と
も
言
い
換
え
ら

れ
ま
す
。
自
分
の
信
じ
た
一
道
を
行
く
の
で

す
。
何
が
あ
っ
て
も
、
比
較
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。 

 
 

 

野
に
咲
く
一
輪
の
花
、
あ
る
い
は
雑
草
も 

同
じ
事
、
隣
に
綺
麗
な
花
が
咲
き
誇
っ
て
い

よ
う
と
も
妬
ま
な
い
し
、
そ
れ
で
い
て
自
分

の
姿
を
変
え
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
た
す
ら
自
分

な
り
の
花
を
咲
か
せ
る
様
に
努
め
て
い
ま

す
。
私
達
も
今
あ
る
環
境
の
中
で
、
《
信
仰

心
》
を
持
っ
て
、
１
に
も
２
に
も
周
り
と
比

べ
ず
努
力
精
進
し
な
け
れ
ば
、
心
に
ス
キ
が

で
き
、
せ
っ
か
く
の
福
が
災
い
に
転
じ
て
し

ま
う
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

《
信
仰
心
》
を
持
つ
事
の
大
切
さ
を
今
一
度

自
覚
い
た
し
ま
し
ょ
う
。 

  

（
前
号
ま
で
の
続
き
） 

 

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
前
号
ま
で
の
続
き
を

記
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

京
都
は
、
世
界
遺
産
に
も
認
定
さ
れ
て
い

る
『
醍
醐
寺
（
だ
い
ご
じ
）
』
に
詣
で
ま
し

た
。
こ
の
日
は
年
に
１
度
の
『
五
大
力
尊
仁

王
会
』
の
大
祭
の
日
で
す
。
『
醍
醐
寺
』
に

到
着
し
た
時
、
境
内
の
真
ん
中
で
は
、
ち
ょ

う
ど
「
餅
（
持
ち
）
上
げ
力
奉
納
（
力
供
養

…
巨
大
な
お
餅
を
抱
え
、
何
分
何
秒
抱
え
て

い
ら
れ
る
か
を
競
う
）
」
が
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
京
都
駅
に
は
「
餅
上
げ
力
奉
納
」
に

使
用
さ
れ
る
大
鏡
餅
（
紅
白
）
が
展
示
さ
れ

て
い
る
の
で
、
一
見
の
価
値
あ
り
で
す
。
因

み
に
展
示
さ
れ
て
い
る
紅
白
の
大
鏡
餅
は
、 

 

 

男
性
競
技
用
の
も
の
で
、
重
さ
は
な
ん
と 

１
５
０
㎏
も
あ
る
そ
う
で
、
大
き
さ
は
紅 

色
が
直
径
５
０
㌢
、
白
色
が
８
０
㌢
（
な 

お
、
女
性
競
技
用
は
重
さ
９
０
㎏)

だ
そ
う 

で
す
。
「
餅
上
げ
力
奉
納
」
で
は
、
こ
の 

鏡
餅
を
持
ち
上
げ
続
け
る
時
間
を
競
う
の 

で
す
が
…
自
信
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
富
山 

県
代
表
で
参
加
し
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ 

う
か
（
笑
）
？ 

 

昨
年
の
大
会
に
は
、
何
人
挑
戦
し
た
の 

か
詳
し
く
は
知
ら
な
い
が
、
数
十
人
挑
戦 

し
て
い
た
事
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で
私
が
観
戦
し
は
じ
め
た
時
の
挑 

戦
者
は
女
性
で
し
た
。
そ
し
て
、
結
果
的 

に
そ
の
女
性
が
、
歴
代
最
高
記
録
を
た
た 

き
出
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
や
っ
て
の
け 

た
瞬
間
を
目
の
当
た
り
に
す
る
事
が
で
き 

た
の
で
す
。
そ
の
結
果
を
知
っ
た
の
は
、 

夜
の
地
元
ニ
ュ
ー
ス
で
の
こ
と
で
し
た
。 

「
ア
ッ
…
こ
の
女
性
は
、
ち
ょ
う
ど
観
戦 

し
て
い
た
時
の
、
あ
の
時
の
人
じ
ゃ
ん
！
」

正
直
驚
い
た
。 

 

こ
れ
は
何
と
は
な
い
小
さ
な
事
で
す
が
、

何
か
こ
う
い
う
節
目
と
い
う
か
、
タ
イ
ミ 

ン
グ
で
必
ず
居
合
わ
せ
さ
せ
て
頂
け
る
事 

実
に
、
「
幸
福
」
を
感
じ
ま
し
た
。
私
は 

た
ま
た
ま
〈
居
合
わ
せ
た
〉
の
で
は
な
く
、

〈
居
合
わ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
〉
と
い 

 

行
脚
を
通
し
て
伝
わ
る 

「
神
仏
の
慈
悲
」
⑫
… 

 



 
う
事
な
の
だ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 

 
 

高
野
山
で
の
『
五
坊
寂
静
院
』
の
時
も

そ
う
だ
が
、
「
た
ま
た
ま
の
偶
然
」
と
し

て
、
私
が
受
け
止
め
て
い
た
の
な
ら
、
そ

の
後
の
行
脚
も
平
凡
な
体
験
に
し
か
な
ら

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
と
さ
え
思
い

ま
す
。
そ
ん
な
事
に
段
々
気
付
く
自
分
に

な
っ
て
き
た
時
に
、
常
日
頃
か
ら
導
い
て

下
さ
っ
て
い
る
神
仏
様
の
お
計
ら
い
に
、

感
謝
の
念
を
改
め
て
強
く
す
る
の
で
し

た
。 

 
 

「
下
醍
醐
」
を
参
拝
し
て
廻
り
、
次
は

「
上
醍
醐
」
へ
の
登
山
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
。
「
上
醍
醐
」
へ
の
入
山
は
、
普
段
は

入
山
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

こ
の
大
祭
中
に
限
り
、
無
料
入
山
で
き
る

の
で
、
お
勧
め
で
す
よ
。 

 
 

「
上
醍
醐
」
へ
の
登
山
は
汗
ビ
ッ
シ
ョ

リ
に
な
り
な
が
ら
、
行
き
交
う
方
々
と
「
ご

苦
労
様
で
す
。
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
。
も

う
少
し
で
す
よ
。
頑
張
り
ま
し
ょ
う
」
等
々

…
。
暖
か
い
言
葉
が
飛
び
交
う
、
気
持
ち

の
良
い
登
詣
だ
っ
た
。 

 
 

行
き
交
う
人
同
士
は
、
勾
配
の
キ
ツ
イ

信
仰
の
お
山
を
、
お
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
信

仰
の
気
持
ち
で
登
山
し
て
い
る
の
で
、
心

も
素
直
に
清
浄
に
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ

う
ね
。
街
や
境
内
で
は
な
か
な
か
交
わ
す 

 

 

こ
と
の
な
い
労
い
の
言
葉
や
、
励
ま
し
の
言

葉
を
、
誰
彼
構
わ
ず
掛
け
合
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
達
と
言
葉
を
交

わ
す
事
は
、
日
常
生
活
の
中
に
あ
っ
て
は
、

珍
し
い
。
こ
れ
ほ
ど
新
鮮
で
、
有
り
難
い
気

持
ち
に
な
れ
る
の
は
登
詣
の
魅
力
。
身
延
山

の
七
面
山
登
詣
の
際
も
同
じ
光
景
に
触
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
こ
と
自
体

に
、
信
仰
の
御
利
益
が
現
れ
て
い
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 
何
は
と
も
あ
れ
、
「
上
醍
醐
」
登
詣
に
よ

り
、
『
醍
醐
寺
』
の
神
聖
な
空
気
を
感
じ
る

事
が
出
来
た
。 

 

「
上
醍
醐
」
か
ら
の
下
山
は
、
時
間
が
足
り

な
い
の
も
あ
っ
て
、
ま
さ
に
飛
ぶ
様
に
し
て

下
り
て
き
た
。 

 

も
ち
ろ
ん
信
仰
の
お
山
で
す
。
騒
が
し
い

下
山
は
神
仏
様
が
嫌
い
ま
す
。
《
志
》
が
曲

が
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
登
詣
し

た
時
と
同
じ
様
に
、
途
中
で
登
詣
者
と
挨
拶

を
交
わ
し
た
り
、
励
ま
し
合
っ
た
り
と
、
感

謝
し
な
が
ら
の
下
山
を
心
掛
け
ま
し
た
。 

 

こ
れ
は
笑
い
話
な
の
で
す
が
、
飛
ぶ
様
に

下
山
す
る
私
の
姿
を
見
て
、
周
り
の
登
詣
者

は
「
わ
ぁ
ー
！
」
と
歓
声
を
上
げ
て
い
ま
し

た
。
私
に
は
天
狗
さ
ん
の
羽
根
が
付
い
て
い

る
か
の
様
な
、
自
分
で
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま

し
た
。
頂
上
か
ら
境
内
ま
で
１
３
分
と
い
っ 

 

 

た
と
こ
ろ
だ
。
も
し
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

に
、
『
下
山
大
会
』
が
あ
れ
ば
、
私
は
日
本

代
表
選
手
に
選
考
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い

（
笑
）
と
、
く
だ
ら
な
い
事
も
頭
を
よ
ぎ
っ

て
い
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
「
上
醍
醐
」
か
ら
下
山
し
て
「
下

醍
醐
」
の
各
お
堂
を
参
拝
し
た
の
だ
が
、「
上

醍
醐
」
を
登
詣
す
る
前
と
、
全
然
違
う
景
色

に
映
っ
て
い
た
。
や
は
り
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
土
地
の
持
つ
力
は
大

き
く
有
り
難
い
こ
と
を
実
感
し
た
。 

（
来
月
号
へ
続
く
） 

 
 

 
 

 

合
掌  

 
 

副
住
職 

谷
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 「
鯉
の
ぼ
り
」
の
お
は
な
し
で
す 

◆
わ
が
家
に
男
児
が
誕
生
し
た
と
天
の
神
に

告
げ
、「
こ
の
子
を
守
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」

と
守
護
を
願
っ
て
目
印
に
し
た
も
の
が
鯉
の

ぼ
り
で
す
。  

 

  

・「
鯉
が
竜
門
の
滝
を
登
る
と
竜
と
な
っ
て 

天
を
か
け
る
」
と
い
う
中
国
の
故
事
が
あ 

り
ま
す
。 

「
登
竜
門
」
と
い
う
「
男
児
の
成
長
と
出 

世
を
願
う
」
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。 

 

も
と
も
と
鯉
は
、
清
流
だ
け
で
な
く
、
池 

で
も
沼
で
も
生
き
ら
れ
る
生
命
力
の
強
い 

魚
で
す
。 

 

こ
の
中
国
の
伝
説
か
ら
、
鯉
の
ぼ
り
は 

環
境
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
立
派 

に
成
長
し
、
立
身
出
世
す
る
よ
う
に
願
っ 

て
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ 

て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
、
武
家
に
男
の
子
が
で
き
た 

ら
玄
関
の
前
に
馬
印
や
の
ぼ
り
を
立
て
て 

祝
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
般 

に
も
広
ま
っ
て
の
ぼ
り
を
立
て
る
よ
う
に 

な
り
、
庶
民
に
よ
っ
て
鯉
の
ぼ
り
が
考
案 

さ
れ
ま
し
た
。
鯉
の
ぼ
り
は
町
人
の
家
庭 

で
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言 

わ
れ
て
い
ま
す
。  

登
竜
門
の
話
を
「
鯉
の
ぼ
り
」
と
い
う 

形
で
、
青
空
を
泳
が
せ
る
と
い
う
発
想
は
、

世
界
に
類
を
見
な
い
日
本
人
独
特
の
感
性 

で
す
。 


