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だ
れ
の

言げ
ん
で
あ
ろ
う
か

　
四
十
過
ぎ
た
ら

　
自
分
の
顔
に

　
責
任
を
持
て

ひ
と
つ

ま
た 

ひ
と
つ

日
々
の
意
識

振
る
舞
い
が

我
が
顔
面
を

相そ
う
お
う応
に
刻
み
ゆ
く

美
し
い
シ
ワ
と

美
し
い
ハ
ゲ

美
し
い
笑
顔
は

自み
ず
から
が
創つ

く
る

人
生
の
芸ア
ー
ト術

智
慧
の
年
輪
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【
語
意
】
真
理
を
明
ら
か
に
し
、
悟
り
を
開
く

　
　
　
は
た
ら
き
。
宗
教
的
叡
知
。



般は
ん
に
ゃ若
波は

ら

み

つ

羅
蜜 

⑦ 

智
慧

　
六
波
羅
蜜
の
最
後
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
智
慧
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

prajn

～a ―
（
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
）、
パ
ー

リ
語
で
はpan
～n
～a ―

（
パ
ン
ニ
ャ
ー
）

と
い
い
、
般
若
は
そ
の
音
写
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
前
の
五
波
羅
蜜
の
実
践

は
、
こ
の
智
慧
の
完
成
を
導
く
た
め
の

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
で
は
、
そ
の
智
慧
と
は
い
か
な
る
も

の
か
、
三
つ
の
仏
伝
を
ヒ
ン
ト
に
考
え

て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
先
ず
一
つ
目
は
、
初し
ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

転
法
輪
で
す
。

釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
悟
り
を
開
か
れ
た

後
、
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿ろ
く
や
お
ん

野
苑
）
で
、

か
つ
て
の
五
人
の
修
行
仲
間
（
五ご

比び

丘く

）
に
、
初
め
て
仏
法
の
教
義
を
説
い

た
と
い
う
伝
承
で
す
。

　
そ
の
内
容
は
、
四し
た
い諦
、
四し
し
ょ
う
た
い

聖
諦
と
も

い
い
、四
つ
の
真
理
と
い
う
こ
と
で
す
。

①
苦く
た
い諦

（
こ
の
現
実
世
界
は
苦
で
あ
る

と
い
う
真
理)

、
②
集じ
っ
た
い諦
（
苦
の
原
因

は
迷
妄
と
執
着
に
あ
る
と
い
う
真
理)

、

③
滅め
っ
た
い諦

（
迷
妄
を
離
れ
、
執
着
を
断
ち

切
る
こ
と
が
、
悟
り
の
境
界
に
い
た
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
真
理)

、
④
道ど
う
た
い諦

（
悟
り
の
境
界
に
い
た
る
具
体
的
な
実

践
方
法
は
、
八は
っ
し
ょ
う
ど
う

正
道
で
あ
る
と
い
う
真

理
）
の
四
つ
で
す
。

　
こ
の
教
え
は
、
し
ば
し
ば
治
病
原
理

に
た
と
え
ら
れ
、
苦
諦
は
病
状
を
知
る

こ
と
、
集
諦
は
病
因
を
知
る
こ
と
、
滅

諦
は
回
復
す
べ
き
健
康
状
態
の
こ
と
、

道
諦
は
良
薬
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
釈
尊
最
初

の
説
法
の
内
容
が
、
四
聖
諦
で
あ
っ
た

こ
と
、
実
践
方
法
と
し
て
八
正
道
を
あ

げ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
次
い
で
二
つ
目
は
、
釈
尊
の
弟
子
の

中
で
、
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
た
シ
ャ
ー

リ
プ
ト
ラ
（
舎し
ゃ
り
ほ
つ

利
弗
）
に
ま
つ
わ
る
伝

承
で
す
。

　
当
時
、
懐
疑
論
者
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
一

番
弟
子
で
あ
っ
た
舎
利
弗
が
、
ラ
ー

ジ
ャ
グ
リ
ハ
（
王お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
）
の
街
で
清す
が
す
が々

し
い
修
行
僧
、
ア
ッ
サ
ジ
を
見
か
け
、

「
あ
な
た
の
師
は
誰
か
。
そ
し
て
そ
の

師
の
教
え
と
は
ど
ん
な
も
の
か
」
と
尋

ね
ま
し
た
。「
師
は
釈
尊
で
す
。
し
か

し
、
弟
子
と
な
っ
て
ま
だ
日
が
浅
く
、

詳
し
く
そ
の
教
え
を
説
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
」
と
い
う
と
「
少
し
で
も
い
い

か
ら
」
と
の
求
め
に
、
ア
ッ
サ
ジ
は
偈げ

文も
ん

を
も
っ
て
答
え
ま
し
た
。「
も
ろ
も

ろ
の
こ
と
は
因
あ
り
て
生
ず
。
仏
陀
は

そ
の
因
を
説
き
た
も
う
」
と
。
そ
れ
を

聞
い
た
舎
利
弗
は
、
そ
の
教
え
が
い

か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
た
ち
ど

こ
ろ
に
理
解
し
、
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
弟
子

二
百
五
十
人
を
引
き
連
れ
て
、
釈
尊
の

弟
子
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
因い
ん
ね
ん縁
（
縁え
ん
ぎ起
）
の
法
こ

そ
が
、
仏
陀
の
教
え
の
中
核
を
な
す
も
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の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
着
目
す
べ

き
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
三
つ
目
は
、
釈
尊
最
後
の
説

法
の
と
き
の
伝
承
で
す
。
釈
尊
は
、
ク

シ
ナ
ガ
ラ
の
郊
外
の
二
本
の
サ
ー
ラ
樹

（
沙さ
ら
そ
う
じ
ゅ

羅
双
樹
）
の
下
で
入
滅
さ
れ
る
の

で
す
が
、
付
き
添
っ
て
い
た
ア
ー
ナ
ン

ダ
（
阿あ
な
ん難

）
は
、「
頼
る
べ
き
師
を
失
っ

て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の

で
す
か
」
と
、
泣
い
て
そ
の
寂
し
さ
を

訴
え
ま
す
。
そ
の
と
き
、「
自み
ず
から

を
灯

明
と
し
、
自
ら
を
拠よ

り
所ど
こ
ろと

し
て
、
他

人
を
拠
り
所
と
せ
ず
、法
を
灯
明
と
し
、

法
を
拠
り
所
と
し
て
、
他
の
も
の
を
拠

り
所
と
す
る
な
か
れ
」
と
仰
っ
た
の
で

し
た
。
こ
れ
が
有
名
な
、「
自じ
と
う
み
ょ
う

灯
明
」

「
法ほ
う

灯と
う
み
ょ
う

明
」
の
教
え
で
す
。
灯
明
と
は
、

島
あ
る
い
は
洲す

と
も
訳
さ
れ
、
そ
れ
は

水
害
の
と
き
安
全
な
場
所
、
つ
ま
り
、

拠
り
所
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
こ
で
の
着
目
は
、「
自
己
を
拠
り

所
と
し
、
法
を
拠
り
所
と
せ
よ
」
と
い

う
釈
尊
の
遺
言
と
い
う
、
重
き
言
葉
に

あ
り
ま
す
。

　
さ
て
、
以
上
、
釈
尊
が
到
達
さ
れ
た

智
慧
を
探
る
た
め
、
そ
の
生
涯
に
お
い

て
、
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
三
つ
の

伝
承
に
着
目
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

こ
こ
に
共
通
し
て
あ
る
の
は
、「
法
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
ら
ば
、「
法
」

こ
そ
が
「
智
慧
」
の
正
体
と
い
え
そ
う

で
す
が
、
た
だ
、
こ
の
法
を
定
義
す
る

こ
と
は
、
は
な
は
だ
難
し
い
こ
と
と
い

わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
釈
尊
の
滅
後
、
南
方
仏
教
（
上
座
部

仏
教
）
と
北
方
仏
教
（
大
乗
仏
教
）
と

い
う
大
き
な
二
つ
の
流
れ
が
で
き
、
さ

ら
に
は
い
く
つ
も
の
宗
派
が
で
き
た
の

は
、
そ
の
証
左
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
四

聖
諦
・
因
縁
、
さ
ら
に
、
諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
・

諸し
ょ
ほ
う
む
が

法
無
我
・
涅ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

槃
寂
静
と
い
う
仏
教
教

理
の
特
徴
を
表
す
三
つ
の
印し
る
し（

三
法
印
）

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
つ
な
が

り
を
た
ど
っ
て
い
き
ま
す
と
「
空く
う

」
に

行
き
当
た
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
の

『
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
』
が
説
く
と
こ

ろ
の
教
え
で
す
。

　
自
分
自
身
、
生
ま
れ
る
前
は
影
も
形

も
な
か
っ
た
の
が
、
不
思
議
な
因
縁
に

よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
生
を
享う

け
、

そ
し
て
、
目
に
見
え
る
も
の
、
目
に
見

え
な
い
も
の
、
計
り
知
れ
な
い
縁
、
お

陰
を
い
た
だ
い
て
今
を
生
き
て
い
る
。

す
べ
て
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
動
い
て
お

り
、
偉
そ
う
に
、
自
分
の
も
の
だ
と
威

張
り
散
ら
し
て
い
る
、
財
産
・
才
能
・

我
が
肉
体
さ
え
、
縁
を
い
た
だ
け
な
く

な
っ
た
ら
、
生
ま
れ
る
以
前
の
状
態
戻

る
し
か
な
い
…
…
。

　
こ
の
空
の
教
え
は
、
執
し
ゅ
う
じ
ゃ
く
着
の
心
を
取

り
去
り
、
感
謝
の
心
を
呼
び
起
こ
す
、

智
慧
の
神
髄
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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て
い
た
り
す
る
が
、
あ
れ
も
実
は
帽
子

の
一
つ
な
の
だ
。

　
ち
な
み
に
、『
勧
進
帳
』
の
弁
慶
の

よ
う
に
、
修し
ゅ
げ
ん験
道
の
山
伏
が
か
ぶ
る
白

黒
の
布
作
っ
た
小
さ
な
冠
は
「
頭と
き
ん巾
」

「
頭と
き
ん襟
」「
兜と
き
ん巾
」
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ま

た
、
帽
子
の
一
種
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

　

▼
鯉
の
ぼ
り

　
鯉
の
ぼ
り
は
、
風
が
な
く
て
垂
れ
下

が
っ
て
い
る
と
な
ん
と
な
く
頼
り
な

く
、
や
は
り
、
薫く
ん
ぷ
う風

に
勢
い
よ
く
泳
い

で
い
て
欲
し
い
も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
ま
た
、
風
が
強

す
ぎ
る
と
、
よ
く
ぞ
ま
ぁ
と
い
う
ほ
ど

に
絡か
ら
ま
っ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
い
も
の
で
す
。

◆
散
歩
猫
見
上
げ
る
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
鯉
の
ぼ
り
　
沐
魚

は
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

◎
帽ぼ
う
し子

　
仏
教
で
は
「
帽
子
」
と
書
い
て
も
う
、

、

す、

と
読
む
場
合
が
多
い
。
戒
律
で
は
、

寒
い
と
き
に
は
僧
が
頭
を
包
む
こ
と
が

許
さ
れ
て
お
り
、
中
国
で
は
六
世
紀
頃

に
布
製
の
帽
子
が
生
ま
れ
、
創
始
者
宝ほ
う

誌し

の
名
を
と
っ
て
、
誌し
こ
う公

帽
子
と
名
が

つ
け
ら
れ
て
い
た
と
か
。

　「
烏え

ぼ

し
帽
子
」
な
ど
が
日
本
で
一
般
的

に
な
る
の
は
平
安
朝
の
こ
ろ
か
ら
だ
か

ら
、
ど
う
や
ら
こ
の
語
は
、
中
国
の
仏

教
界
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
ち
な
み
に
現
在
で
は
、
浄
土
宗
な
ど

の
「
誌し
こ
う
も
う
す

公
帽
子
」、禅
宗
の
「
立た
て
も
う
す

帽
子
」、

日
蓮
宗
の
「
燕え
ん
び
ぼ
う
し

尾
帽
子
」
な
ど
が
知
ら

れ
て
お
り
、
多
く
は
折
り
た
た
み
式
に

な
っ
て
い
る
。
よ
く
、
Ｇ
Ｉ
ハ
ッ
ト
の

よ
う
に
折
り
た
た
み
式
の
頭ず
き
ん巾
を
か
ぶ

◎
法は
っ
ぴ被

　
着
物
の
上
に
着
る
、
羽
織
に
似
た
裾す
そ

の
短
い
上
着
の
こ
と
。「
袢は
ん
て
ん纏
」
と
も

い
う
が
、
実
は
こ
の
「
法
被
」
の
ほ
う

が
格
は
上
。
法
被
に
は
胸
に
ひ
も
を
つ

け
る
乳ち

が
つ
い
て
い
る
が
、
袢
纏
に
は

そ
れ
が
な
い
。
そ
れ
に
、
江
戸
時
代
に

は
、
下
級
武
士
た
ち
も
法
被
を
着
た
と

い
う
実
績
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
法
被
の
起
こ
り
は
禅

宗
か
ら
。
か
つ
て
は
禅
宗
で
は
儀
式
の

際
に
、
高
僧
の
座
る
席
に
豪
華
な
金き
ん
ら
ん襴

の
掛
け
布
を
フ
ワ
ッ
と
掛
け
た
。
こ
れ

が
、
実
は
法
被
の
語
源
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
単
な
る
装
飾
語

で
、
ど
う
考
え
て
も
後
世
の
上
に
は
お

る
法
被
と
は
結
び
つ
か
な
い
。し
か
し
、

上
に
掛
け
る
、
フ
ワ
ッ
と
か
ぶ
せ
る
と

い
う
状
態
に
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
案
外
、
こ
の
両
者
の
結
び
つ
き
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