
二
河
喩
の
顕
す
も
の

稲 

葉 

秀 

賢 

一
 

近
年
世
界
的
傾
向
と
し
て
自
殺
率
が
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
て. 

殊
に
若
年
層
の
自
殺
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
憂
慮
す
べ
き
現
象
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

自
殺
は
自
己
破
壊
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
個
人
の
精
神
的
問
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
自
己
破
壊
的
行
為
は
偶
然
的
に
起
る 

も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
誘
発
す
る
社
会
環
境
に
基
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
自
殺
は
個
人
の
精
神
的
問
題
で
あ
る
と 

共
に
、
社
会
的
な
病
理
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
が
持
つ
矛
盾
や
欠
陥
が
社
会
生
活
の
中
で
弱
い
部
分
に
吹
き
出 

し
、
或
は
若
年
層
、
或
は
管
理
職
層
、
或
は
老
年
層
の
自
殺
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
若
年
層
に
於
け
る
家
出
、
登
校
拒
否' 

受
験
失
敗
な
ど' 

そ
れ
は
個
人
的
な
問
題
の
如
く
見
え
つ
つ
、
そ
の
背
景
に
は
深
い
社
会
的
病
理
が
横
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な 

ら
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
的
病
理
に
悩
む
現
代
は
、
不
安
の
時
代
、
混
迷
の
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
病
源
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ 

ろ
う
か
。

単
に
自
殺
と
い
う
現
象
の
み
を
捉
え
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
国
家
の
政
治
態
勢
、
国
民
性' 

先
進
国
後
進
国
と
呼
ば
れ
る
文
化
程 

度
の
相
違
、
気
候
風
土
等
の
凡
ゆ
る
社
会
現
象
が
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
明
で
き
な
い
複
雑
な
要
因
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
け
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れ
ど
も
こ
れ
ら
の
複
雑
な
社
会
現
象
の
底
に
流
れ
て
い
る
も
の' 

そ
れ
が
現
代
社
会
の
特
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
代
人
が
自
己
の
依
る 

べ
き
真
実
の
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

近
代
文
化
は
た
し
か
に
我
々
の
生
活
を
外
面
的
に
向
上
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
然
し
巨
大
な
機
械
文
明
の
発
達
は
人
間
す
ら
も
機
械
化 

し
て' 

却
っ
て
人
間
は
人
間
と
し
て
の
生
き
甲
斐
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
不
安
と
混
迷
の
原
因
が
あ
る
。
文
化
が
花
や
か
で
あ 

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
精
神
的
虚
し
さ
が
わ
れ
わ
れ
を
不
安
と
混
迷
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
な
虚
し
さ
は
、
如
何
な
る
物
質 

的
文
化
の
恩
恵
を
以
て
し
て
も
満
す
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
殺
す
る
人
は
こ
う
し
た
人
生
の
虚
し
さ
と
淋
し
さ
に
堪
え 

得
な
い
で
、
遂
に
自
己
破
壊
に
走
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
的
虚
し
さ
は' 

如
何
に
わ
れ
わ
れ
の
社
会
体
制
が
変
化
し
て
も
、
そ
れ 

に
依
っ
て
満
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
現
代
の
混
迷
と
不
安
を
将
来
し
た
根
本
に
は
人
間
の
生
き
方
の
問
題
が
あ
る
の 

で
あ
っ
て
、
人
間
の
生
き
方
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
二
河
喩
は
人
間
の
生
き
方
に
於
け
る
原
点
を 

示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。二

思
う
に
二
河
喩
は
単
な
る
譬
喩
で
は
な
く
、
善
導
自
身
の
体
験
で
あ
ろ
う
。
彼
の
内
心
に
燃
え
る
ひ
た
す
ら
な
求
道
心
の
体
験
内
容
を 

さ
な
が
ら
に
象
徴
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

「
一
切
の
往
生
人
等
に
白
さ
く
」
と
云
い' 

「行
者
の
為
に
」
と
い
っ
て
も
、
こ
の 

譬
喩
に
於
い
て
彼
が
顕
さ
ん
と
す
る
も
の
は' 

「信
心
を
守
護
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
彼
自
身
の
信
体
験
に
外
な
ら
な
い. 

そ
れ
は
善
導
の
信
体
験
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
一
切
の
往
生
人
、
或
は
行
者
と
い
わ
れ
る
求
道
者
の
道
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
生
の
虚 

し
さ
が
内
面
化
せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
虚
し
さ
の
壁
を
破
っ
て
流
れ
込
む
光
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
最
後
の
依
拠
で
あ
り
、
こ
う
し
た
帰
依 

の
場
所
を
見
失
っ
た
と
こ
ろ
に
現
代
の
混
迷
と
不
安
が
あ
っ
た
と
い
っ
た
ら
云
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
譬
喩
は' 

「
人
あ
り
」
と
い
う
一
語
か
ら
説
き
始
め
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
人
あ
り
と
い
う
人
間
存
在
の
自
覚' 

そ
こ
か
ら
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凡
ゆ
る
問
題
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
然
も
そ
の
人
は
常
に
単
独
で
あ
る
。
人
の
数
は
多
い
。
け
れ
ど
も
数
が
多
け
れ
ば
多
い
程
、
人
は 

単
独
者
と
し
て
の
孤
独
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
殊
に' 

心
の
触
れ
合
い
と
い
っ
た
人
間
の
原
点
が
忘
れ
ら
れ
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
 

群
集
の
な
か
の
孤
独
が
泌
々
と
実
感
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
単
独
者
の
孤
独
を
ま
ぎ
ら
す
為
に' 

人
は
愈
々
混
迷
と
不
安
の 

な
か
に
身
を
投
ず
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
て
真
に
人
間
の
依
る
べ
き
真
実
を
見
失
っ
て
い
る
の
が
特
に
現
代
の
姿
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
こ
と
は
逆
に
云
え
ば
、
人
が
真
実
に
依
る
べ
き
も
の
を
模
索
し
て
い
る
姿
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
願
生
道
の
現
代
的 

意
味
が
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

思
う
に
二
河
喩
は
善
導
自
ら
の
体
験
の
表
白
で
あ
る
と
共
に
、
人
間
生
活
の
原
点
を
象
徴
的
に
語
れ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
譬
喩
そ
の 

も
の
は
必
ず
依
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
っ
て' 

開
悟
院
師
は
こ
れ
を
喩
依
と
喩
体
と
い
う
こ
と
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
喩
依
と
は 

『
涅
槃
経
』(
北
本.•
二
三•

六)

で
あ
る
こ
と
は
否
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
『
涅
槃
経
』
に
説
く
と
こ
ろ
と
善
導
の
二
河
譬
と 

の
間
に
は
頗
る
相
似
た
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
四
疋
の
毒
蛇
を
以
て
四
大
に
譬
え
、
五
旃
陀
羅
を
以
て
五
蘊
に' 

六
大
賊 

を
六
境
に
譬
う
る
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
勿
論
善
導
は
『
観
経
疏
』
の
な
か
で
、
殊
に
廻
向
発
願
心
の
下
で
こ
の
譬
喩
を
出
し
て
い
る 

こ
と
か
ら
、
そ
れ

が

『
観
経
』
の
義
に
基
く
こ
と
は
否
む
こ
と
が
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
喩
依
と
し
て
は
ま
ず
第
一
に
『
涅
槃
経
』
を
挙 

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
類
似
の
譬
喩
は
『
大
論
』
、

『
法
華
経
』

「
譬
喩
品
」'

『
安
楽
集
』
な
ど
が
先
徳
に
依
っ
て
指
摘
せ
ら
れ 

て
い
る
。
更
に
喩
体
が
『
観
経
』
の
三
心
で
あ
る
こ
と
は' 

三
心
の
下
に
こ
の
譬
喩
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
否
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

た
だ
古
来
こ
れ
を
三
心
の
総
喩
と
す
る
か' 

或
は
回
向
発
願
心
の
別
喩
と
す
る
か
に
就
い
て
は
諸
説
区
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
譬
喩
が
信 

心
を
守
護
す
る
為
と
云
い
、

「
二
尊
之
意
に
信
順
し
て
」
等
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
三
即
一
の
深
心
の
釈
で
あ
る
こ
と
は
否
む
こ
と 

が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
宗
祖
が
『
愚
秃
鈔
』
下
廿
五
に

「
此
の
深
信
に
就
い
て' 

ー
譬
喩
、
二
異
、
二
別
、

一
問
答
、
二
廻
向
有
り
」

と
標
し
て
、
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「
一
譬
喩
と
は
此
の
心
深
信
す
る
こ
と
金
剛
の
如
し
と
な
り
」

と
云
い
、
更
に

「
一
問
答
に
就
い
て
、
六
悪
、
六
譬

乃
至
二
必
有
り
」

と
し
、
六
譬
と
は
と
標
し
て
、
そ
の
第
六
に
「
二
河
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
二
河
譬
は
明
か
に
深
信
の
譬
と
す
べ
き
で
あ
る
。
 

然
る
に
善
導
は
こ
の
譬
喩
を
廻
願
心
の
下
に
出
し' 

宗
祖
も
ま
た
欲
生
釈
の
下
に
引
用
せ
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し' 

こ 

の
譬
喩
は
聖
道
の
外
邪
異
見
に
対
し
信
心
を
守
護
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
浄
二
門
相
対
の
所
明
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
信 

心
を
出
す
に
願
往
生
心
を
以
て
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
願
往
生
心
は
願
生
浄
土
の
信
心
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て' 

二
河
喩
が
人
間
の
真 

実
な
る
生
き
方
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
我
々
の
現
実
意
識
と
遊
離
せ
る
が
如
く
に
見
え
る
。
我
々
の
現
実
意
識
か
ら
す
れ
ば' 

浄
土 

は
理
想
の
世
界
と
考
え
ら
れ' 

理
想
の
世
界
な
れ
ば
、
そ
れ
を
現
実
の
な
か
に
実
現
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浄
土
は
現
実
の
世
界
に
建
設
せ 

ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て' 

徒
ら
に
彼
岸
的
世
界
と
し
て
願
生
す
る
と
い
う
が
如
き
は
、
い
や
し
く
も
生
け
る
現
実
を
問
題
と
す
る
も
の
に 

と
っ
て
、
観
念
的
夢
想
に
過
ぎ
ぬ
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

然
し
、
現
実
に
浄
土
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
で
あ
る
如
く
に
見
え
て
、
極
め
て
観
念
的
な
意
識
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
ず
に 

い
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
深
い
現
実
意
識
は
深
刻
な
人
生
の
事
実
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
現
実
意
識
に
醒
め
た
も
の
は
、
 

却
っ
て
彼
岸
の
世
界
と
し
て
の
浄
土
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
深
刻
な
人
生
の
事
実
、
そ
れ
が
水
火
二
河
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
二
河
は
深
く
し
て
底
な
く
南
北
に
辺
り
な
く
広
が
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
覚
し
た
現
実
意
識
に
於
い
て
、
我
々
は
如
何
に
し
て 

此
土
に
浄
土
を
建
設
す
る
と
い
う
が
如
き
夢
想
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
て
二
河
の
闊
さ
百
歩
と
あ
っ
て
、
そ
れ 

は
人
寿
百
歳
に
譬
え
る
と
あ
る
か
ら' 

人
生
そ
の
者
の
実
相
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
深
い
現
実
意
識
に
あ
っ
て
，
 

は' 

貪
欲
の
深
さ
底
な
く'

そ
の
広
り
も
ま
た
極
り
な
く'

見
る
も
の
聞
く
も
の
凡
て
貪
欲
の
対
象
と
な
ら
ぬ
も
の
は
な
い
。
ま
こ
と
に
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限
り
な
く
落
ち
て
ゆ
く
ほ
か
な
き
欲
望
の
世
界
で
あ
る
。
人
は
こ
の
欲
望
の
故
に
限
り
な
く
争
う
の
で
あ
っ
て
、
物
が
豊
か
に
な
れ
ば
な 

る
ほ
ど
、
そ
の
争
い
は
益
々
冷
酷
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
又
火
の
河
に
象
徴
さ
れ
る
瞋
恚
の
世
界
も
わ
れ
わ
れ
の
深
い
現
実
意
識
に
あ 

っ
て
は
限
り
な
く
深
く
、
限
り
な
く
広
が
る
苦
悩
の
世
界
で
あ
る
。
人
間
は
何
故
に
か
く
も
深
く
愛
憎
の
こ
こ
ろ
に
縛
ら
れ
る
の
で
あ
ろ 

う
か
。
問
う
て
も
答
え
の
な
い
人
間
の
悲
し
み' 

そ
れ
は
徒
ら
に
貪
る
な' 

徒
ら
に
憎
む
な
と
い
う
如
き
道
徳
意
識
を
以
て
し
て
も
ど
う 

に
も
な
ら
ぬ
無
底
の
深
淵
で
あ
る
。
こ
の
深
淵
に
立
っ
て
誰
か
彼
岸
の
浄
土
を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
願
生
浄
土
こ
そ
、 

最 

も
深
い
現
実
意
識
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
の
如
く
無
底
の
深
淵
に
立
つ
現
実
意
識
に
あ
っ
て
は
、

愈
々
深
く
往
生
浄
土
の
願
い
を
発
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
 

「
正
し
く
水
火
の
中
間
に
一
つ
の
白
道
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
限
り
な
く
深
い
現
実
意
識
に
於
い
て
の
み
見
出
さ
れ
る
白
道
で
あ
る
。
 

自
殺
者
は
人
生
的
虚
し
さ
の
壁
に
た
ぢ
ろ
ぎ
、
遂
に
自
己
破
壊
と
い
う
逃
避
の
道
を
選
ぶ
の
で
あ
る
が' 

真
実
に
現
実
意
識
に
立
つ
も
の 

は
、
そ
の
壁
が
ど
ん
な
に
堅
固
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
か
ら
逃
避
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
殺
を
人
生
か
ら
の
逃
避
の
道
と
き
め
つ
け
る
こ
と 

は
自
殺
者
の
心
理
を
知
ら
ぬ
も
の
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
人
生
の
矛
盾
と
不
安
に
悩
む
現
実
意
識
に
あ
っ
て
は' 

自
殺 

は
そ
の
矛
盾
と
不
安
の
解
決
に
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
矛
盾
と
不
安
の
現
実
が
深
か
け
れ
ば
深
い
程
、
却
っ
て
そ
の
不
安
と
矛
盾
の
中
に 

道
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
常
に
道
は
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
道
は
狭
少
で
あ
っ
て' 

そ
の
闊
さ
四
五
寸
に
過
ぎ
な
い
。
狭 

い
け
れ
ど
も
、
そ
の
道
は
「東
の
岸
よ
り
西
の
岸
に
到
る
」 

「
長
さ
百
歩
」
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
一
生
を
通
じ
て
、
願 

生
浄
土
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
人
間
の
一
生
は
西
に
向
っ
て
行
く
道
で
あ
り
、
そ
の
西
と
は
帰
依
の
方 

向
で
あ
り
、
人
生
の
矛
盾
と
不
安
を
解
消
す
る
涅
槃
の
世
界
で
あ
る
。
必
ず
涅
槃
に
到
る
道
は
常
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
も
そ 

の
白
道
は
「
衆
生
貪
瞋
煩
悩
中
に
能
く
清
浄
願
往
生
心
を
生
ぜ
し
む
」
と
云
わ
れ
る
如
く
、
深
い
現
実
意
識
の
中
に
見
出
さ
れ
る
白
道
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誠

に

「中
間
に
白
道
あ
り
」
と
い
う
善
導
の
指
示
は
我
々
の
現
存
在
を
底
か
ら
ゆ
り
動
か
す
よ
う
な
ひ
び
き
を
与 

え
る
。
人
生
の
矛
盾
と
不
安
を
な
く
す
る
の
で
は
な
く
、
矛
盾
と
不
安
の
な
か
に
白
道
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
白
道
と
は' 

宗
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祖
に
よ
れ
ば

「能
生
清
浄
願
往
生
心
と
言
う
は
、
無
上
の
信
心
、
金
剛
の
真
心
を
発
起
す
る
な
り' 

こ
れ
如
来
廻
向
の
信
楽
な
り
」 

と
示
さ
れ
た
。
ま
こ
と
に
本
願
を
信
楽
し' 

如
来
の
願
心
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
、
人
生
の
白
道
な
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
白
道
は
如 

何
に
し
て
開
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

「人
有
っ
て
西
に
向
っ
て
行
か
ん
と
欲
す
る
に
」 

「
忽
然
と
し
て
中
路
に
二
河
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は' 

ま
さ
に
善
導
の
現
実
意
識
を 

あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
少
欲
知
足
と
教
え
ら
れ
、
知
足
第
一
富
と
説
か
れ
て
も
貪
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
わ
が
身' 

憎
む
と
い
う
こ
と
は 

悪
と
知
り
な
が
ら
憎
ま
ず
に
い
ら
れ
な
い
現
実
の
矛
盾
、
然
も
そ
の
矛
盾
は
限
り
な
い
広
が
り
と
底
の
な
い
深
さ
を
も
っ
て
、
我
が
現
実 

意
識
を
苛
む
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
と
不
安
は
外
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く'

わ
が
身
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
河
喩
に
あ
っ
て
は
、
 

行
人
の
単
独
な
る
を
見
て
、

「多
く
の
群
賊
悪
獣
あ
っ
て
」
、

「競
い
来
っ
て
殺
さ
ん
と
欲
す
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
譬
の
な
か
で
云
え
ば
、
 

行
人
の
外
に
群
賊
悪
獣
が
あ
る
が
如
く
思
わ
れ
る
。
然
し
、

「
群
賊
悪
獣
詐
り
親
し
む
と
い
う
は
、
即
ち
衆
生
の
六
根
、
六
識
、
六
塵
、
 

五
蘊' 

四
大
に
譬
う
る
な
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
我
々
は
人
生
の
矛
盾
と
不
安
が
他
か
ら
将
来
せ
ら
れ
る
如
く
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故 

に
、
政
治
が
悪
い
と
云
い
、
社
会
が
悪
い
と
い
っ
て
、
政
治
や
社
会
の
構
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
が
解
決
す
る
が
如
き
過
誤
を
冒
し
て 

い
る
。
け
れ
ど
も' 

ど
れ
だ
け
政
治
が
革
っ
て
も
、
ま
た
社
会
組
識
が
変
っ
て
も
、
人
間
自
身
が
持
つ
矛
盾
が
あ
る
限
り
、
そ
の
矛
盾
が 

解
決
せ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
貪
愛
瞋
憎
の
悩
み
は
外
か
ら
来
る
悩
み
で
な
く
、
四
大
五
蘊
の
身
に
即
し
て
、
六
根
、
六
識
か
ら
生
ず
る 

の
で
あ
る
。
然
も
我
々
は
六
根
六
識
に
詐
り
親
し
ん
で
、
人
生
の
虚
し
さ
を
忘
れ
、
徒
ら
に
一
生
を
空
過
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
死
に 

逼
ら
れ
て
愕
然
と
し
て
恐
れ
お
の
の
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
は
死
の
怖
し
さ
に
追
わ
れ
て
、
直
ち
に
西
に
向
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
時' 

た
だ
便
り
に
な
る
も
の
は
「
諸
々
の
行
業
を
廻
し
て
」
と
い
う
功
徳
善
根
で
あ
る
。
然
し
そ
の
功
徳
善
根
は
水
火
二
河
の
前
に
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立
っ
て
、
ひ
と
つ
も
便
り
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
貪
愛
瞋
憎
の
心
は
凡
ゆ
る
法
財
を
焼
き
尽
す
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
前 

面
に
道
を
遮
る
も
の
は' 

貪
欲
と
瞋
恚
の
二
の
河
で
あ
る
。
死
に
直
面
し
、
水
火
二
河
に
は
ば
ま
れ
て
わ
れ
ら
は
如
何
に
す
べ
き
で
あ
ろ 

う
か
。

譬
喩
は
こ
こ
で
行
者
の
念
言
と
恐
怖
を
如
何
に
も
現
実
意
識
に
即
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
即
ち
前
に
進
ま
ん
と
す
れ
ば
、 

中
間
の
白 

道
は
極
め
て
狭
少
で
あ
っ
て
、
「今
日
定
め
て
死
せ
ん
こ
と
疑
わ
ず
」
、
と
白
道
を
行
く
こ
と
の
苦
難
を
悟
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
わ
れ 

ら
の
前
途
に
横
わ
る
も
の
は' 

貪
愛
瞋
憎
の
悩
み
で
あ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
は
貪
る
こ
と
で
あ
り' 

邪
魔
者
を
憎
み' 

争
う
ほ
か
に
現
実 

は
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
。
そ
の
中
に
、
水
火
に
溺
れ
ず
、
焼
か
れ
な
い
白
道
を
歩
む
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
行
く 

も
死
と
云
わ
る
ゝ
所
以
で
あ
る
。

ま

た

「到
り
回
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
群
賊
悪
獣
漸
々
に
来
り
逼
む
」
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
生
に
退
却
は
あ
り
得
な
い
。
生
れ
ざ
り
せ
ば 

と
歎
じ
て
み
て
も
、
自
ら
の
業
縁
は
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
群
賊
悪
獣
に
追
わ
れ
て
生
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

更

に

、南
北
に
避
け
走
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
悪
獣
毒
虫
競
い
来
り
て
我
に
向
う
」
の
で
あ
る
。
た
と
ひ
酒
色
に
身
を
ま
か
せ
て
も
、
内 

心
の
虚
し
さ
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逃
げ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
執
拗
に
矛
盾
と
不
安
が
逼
り
来
る
の
で
あ
る
。
ま
こ 

と
に
、
行
く
も
死
、
止
る
も
死
、
回
る
も
死
で
あ
っ
て
、
如
何
に
す
べ
き
、
如
何
に
す
べ
き
と
い
う
念
は' 

真
摯
な
求
道
者
が
必
ず
く
ぐ 

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
関
門
で
あ
る
。
元
祖
法
然
が
報
恩
蔵
に
こ
も
っ
て
、

「
わ
れ
は
三
学
の
器
に
あ
ら
ず' 

如
何
に
す
べ
き
」
と
悶
え
、
宗
祖 

が
六
角
堂
の
参
籠
か
ら
立
ち
上
っ
て' 

「
生
死
出
づ
べ
き
道
」
を
求
め
て
、
百
ヶ
日
照
る
に
も
、
降
る
に
も
法
然
聖
人
の
許
に
通
い
つ
め 

ら
れ
た
必
死
の
思
い
は
、
ま
さ
に
二
河
譬
の
三
定
死
の
関
門
に
立
つ
姿
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
、
真
に
眼
覚
め 

た
も
の
の
心
境
が
あ
る
。

一
度
眼
覚
め
た
も
の
は' 

も
は
や
貪
愛
瞋
憎
の
な
か
に
安
易
低
徊
し
て' 

無
明
長
夜
の
夢
を
貪
る
こ
と
は
で
き 

な
い
し
、
ま
た
酒
色
の
誘
惑
に
溺
れ
て
、
自
己
を
詐
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
然
も
真
に
目
醒
め
た
も
の
の
前
進
を
遮
る
も
の
は
水
火
の
二 

河
で
あ
る
。
忽
然
と
い
う
こ
と
は
こ
う
し
た
眼
覚
め
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し' 

必
ず
堕
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
水
火
二
河
の
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間
に
は
、
た
と
え
狭
少
で
あ
っ
て
も
白
道
が
あ
る
。
た
だ
そ
の
白
道
は
水
の
貪
欲
に
湿
さ
れ
、
瞋
恚
の
猛
火
に
焼
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

覚
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
水
火
の
恐
れ
が
愈
明
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
白
道
を
行
く
に
し
て
も
、
果
し
て 

渡
り
得
る
か
否
か' 

「惶
怖
ま
た
云
う
べ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
道
を
求
む
る
も
の
の
惑
い
は
深
い
の
で
越
る
。
然
し
惑
い
に
低
迷
す
る
限
り
、
道
は
開
か
れ
な
い
。
そ
こ
に
パ
ス
カ
ル
が
信 

仰
は
賭
で
あ
る
と
い
っ
た
言
葉
も
想
起
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て' 

今
や
行
者
に
は
ひ
と
つ
の
決
断
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
善
導
は
、
既
に
道
あ
り
、

「
必
ず
度
す
べ
し
」
と
決
断
す
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
そ
の
決
断
は
自
己
の
決
断
で
あ
る
が
如
く 

見
え
る
。
然
し
決
断
す
る
に
は
決
断
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ.
っ
て
、
そ
こ
に
直
感
せ
ら
れ
る
も
の
が
願
力
の
廻
向
で
あ
る
。
何 

故
な
ら
、

「道
あ
り
、
必
ず
度
す
べ
し
」
と
い
う
決
断
は' 

自
己
か
ら
決
断
す
る
の
で
な
く
て
、

「
道
あ
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
決
断 

が
成
就
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て' 

そ
の
道
が
釈
迦
の
発
遣
と
弥
陀
の
招
喚
に
よ
っ
て
、
明
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
決
断
し
て
二 

尊
の
遣
喚
が
聞
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
二
尊
の
遣
喚
を
聞
く
所
に
決
断
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
る 

た
だ
ー
た
び
の
廻
心
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
「信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
如
来
選
択
の
願
心
よ
り
発
起
し
、
真
心
を
開
闡
す
る
こ
と
は
大 

聖
矜
衷
の
善
巧
よ
り
顕
彰
」
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
二
河
喩
が
信
心
を
守
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
っ
て
、
善
導
が

「能
生
清
浄
願
往
生
心
」
と
あ
ら
わ
し
た
と
こ
ろ
に
も' 

能
の
一
字
に
よ
っ
て
他
力
の
願
心
が
示
さ
れ
、
清
浄
願
往 

生
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
純
粋
な
願
生
の
信
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
。

四

譬

喩
に
「
こ
の
念
を
作
す
時
」
と
い
う
時
は
「
既
に
こ
の
道
あ
り
、
必
ず
度
す
べ
し
」
と
い
う
決
断
の
時
で
あ
る
。
こ
の
時
「東
岸
に 

忽
ち
に
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。

「仁
者
た
だ
決
定
し
て
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
な
け
む
、
若
し
住
ら
ば
即
ち 

死
せ
ん
」
と
い
う
東
岸
の
声
は
、

「
釈
迦
已
に
滅
し
て
後
の
人
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
も
、
な
ほ
教
法
あ
り
て
尋
ぬ
べ
き
に
喩
ふ
」
る
も
の
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で
あ
る
。
釈
迦
の
教
法
は
覚
え
る
も
の
で
な
く
て
、
た
だ
声
と
し
て
聞
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
教
法
を
覚
え' 

知
る
も
の
は
多
い
け
れ
ど 

も
教
法
を
声
と
し
て' 

身
に
聞
く
も
の
は
稀
で
あ
る
。

教
法
は
常
に
こ
の
念
に
相
応
し
、

感
応
し
て
聞
え
る
も
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
、
 

「
聞
と
言
う
は
仏
願
の
生
起
本
末
を
聞
い
て
、
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
」
 

と
聞
の
一
字
を
解
釈
せ
ら
れ
た
。
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
疑
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
疑
い
が
無
く
な
る
の 

で
あ
る
。
疑
が
な
く
な
る
の
は
教
法
の
声
を
聞
く
か
ら
で
あ
る
。
声
を
聞
く
と
こ
ろ
に
疑
心
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
疑
心
が
な
く 

な
る
の
は
ひ
と
え
に
教
法
の
力
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
聞
は
聞
く
と
い
う
よ
り
は
、
聞
え
て
く
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て' 

「
聞
其
名
号 

信
心
歓
喜
」
と
い
う
こ
と
は
、
釈
迦
の
教
法
を
通
し
て
本
願
の
ま
こ
と
が
聞
え
て
く
る
と
こ
ろ
に
信
心
の
喜
び
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す 

の
で
あ
る
。

聴
聞
と
い
う
と
き' 

聴
は
わ
れ
わ
れ
の
分
別
心
を
以
て
聞
く
の
で
あ
り' 

聞
は
却
っ
て
聴
を
通
し
て
聞
え
て
く
る
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。
 

聴
は
開
け
て
も
聞
が
開
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
他
力
信
心
の
深
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
蓋
し
聞
の
世
界
に
あ
っ
て
は' 

決
断
の
力
が
わ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
教
法
の
声
に
信
順
す
る
と
こ
ろ
に
、
決
断
が
あ
る
。

か
く
て
、
東
岸
の
勧
む
声
に
呼
応
す
る
も
の
が
西
岸
の
喚
声
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
に
声
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な 

ら
な
い
。
声
に
は
ひ
び
き
が
あ
る
。
真
に
声
を
聞
く
も
の
は
、
そ
の
声
の
ひ
び
き
を
聞
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「汝
一
心
正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
、
我
よ
く
汝
を
護
ら
む
、
衆
て
水
火
の
難
に
堕
す
る
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」 

と
い
う
声
に
は
「若
不
生
者
不
取
正
覚
」
の
大
悲
願
心
の
ひ
び
き
が
こ
も
っ
て
い
る
。
こ
の
ひ
び
き
を
聞
く
も
の
は
、
水
火
の
難
を
畏 

れ
ざ
る
真
実
の
決
定
心
を
得
し
め
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
、

「
西
岸
上
に
人
あ
り
て
喚
ぶ
と
言
う
は
、
即
ち
弥
陀
の
願
意
に
喩
ふ
」
る
も
の 

で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
声
は
常
に
第
十
八
願
の
願
意
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、

「
一
心
正
念
」
は

「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
」
 

で
あ
り
、

「我
能
汝
護
」
は

「若
不
生
者
不
取
正
覚
」
で
あ
る
と
開
示
せ
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
・
宗
祖
が

「
西
岸
上
に
人
あ
り
て
喚
ん
で
言
は
く
」
と
は
弥
陀
如
来
の
誓
願
な
り
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「
一
心
」
の
言
は
真
実
の
信
心
な
り

「
正
念
」
の
言
は
、
選
択
摂
取
の
本
願
な
り
、
又
第
一
希
有
の
行
な
り
、
金
剛
不
壊
の
心
な
り

「我
」
の
言
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
な
り
、
不
可
思
議
光
仏
な
り

「護
」
の
言
は
、
阿
弥
陀
仏
果
上
の
正
意
な
り' 

ま
た
摂
取
不
捨
を
形
は
す
貌
な
り' 

則
ち
是
現
生
護
念
な
り 

等
と
釈
せ
ら
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
西
岸
の
声
が
如
来
の
願
心
を
示
す
こ
と
を
明
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
東
岸
の
声
と
西
岸
の
声
と
の
呼
応
は
、
教
と
法
と
の
呼
応
で
あ
る
。
教
な
く
し
て
法
は
顕
れ
ず' 

法
を
顕
す
と
こ
ろ
に
教
の
意 

味
が
あ
る
。
従
っ
て
教
を
聞
い
て
法
を
聞
か
ざ
る
も
の
は
、
声
を
聞
け
ど
も
そ
の
ひ
び
き
を
聞
か
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
び
き
を
聞
か
ず 

し
て
、
声
を
聞
い
た
と
は
云
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
教
は
「
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
」
と
教
え
、
西
岸
の
声
は
そ
れ
に
呼
応
し 

て
、

「
直
ち
に
来
れ
」
と
喚
び
給
う
。
そ
こ
に
法
の
真
実
が
あ
る
。
然
し
法
の
真
実
を
決
定
す
る
も
の
は
、
教
で
あ
っ
て
、
教
に
教
え
ら 

れ
、
導
か
れ
て
、
法
の
真
実
を
信
証
す
る
決
断
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
釈
迦
諸
仏
と
い
う
と
き
釈
迦
の
教
は
釈
迦
の
独
断
で
は
な
く
、
 

そ
の
背
後
に
諸
仏
の
教
法
が
あ
り
、
諸
仏
の
証
誠
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
然
も
そ
の
教
が
帰
一
す
る
と
こ
ろ
に
弥
陀
の
法
が
あ
る 

の
で
あ
る
か
ら' 

諸
仏
阿
弥
陀
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
一
乗
は
大
乗
で
あ
り' 

大
乗
は
誓
願
一
仏
乗
に
極
る
の
で
あ
っ
て' 

か
く
の
如
き
教 

と
法
の
呼
応
を
通
し
て
、
真
実
の
信
心
が
成
就
す
る
遇
法
の
内
景
を
明
か
に
す
る
も
の
が
二
河
譬
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
四
大
五
蘊
と
云
わ 

る
る
人
間
の
機
能
は
、
人
生
の
混
迷
と
不
安
を
産
み
出
す
根
源
で
あ
っ
て
、
人
間
生
活
は
如
何
に
し
て
も
水
火
の
難
を
免
れ
る
こ
と
は
で 

き
な
い
。
そ
の
現
前
の
事
実
に
覚
め
た
現
実
意
識
は' 

そ
れ
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
現
実
意
識
の
な
か 

に
能
く
清
浄
願
往
生
心
の
白
道
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
法
は
人
間
の
苦
悩
を
な
く
す
る
道
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
超
え
る
智
慧
の 

道
で
あ
る
。
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五

「既
に
道
あ
り' 

必
ず
度
す
べ
し
」
と
い
う
決
断
が
成
就
し
て
も
、
そ
の
道
は
平
坦
な
道
で
は
な
い
。

「貪
愛
瞋
憎
の
雲
霧
、
常
に
真 

実
信
心
の
天
を
覆
へ
り
」
と
あ
る
が
如
く
、
そ
の
白
道
は
常
に
水
に
湿
さ
れ' 

火
に
焼
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「既
に
此
に
遣
は
し
彼
に
喚
ば
ふ
を
聞
き
て
、
即
ち
自
ら
正
し
く
身
心
に
当
り
て
、
決
定
し
て
道
を
尋
ね
て
、
直
ち
に
進
ん
で
疑
法
退 

心
を
生
ぜ
ず
」
と
あ
る
が
如
く'

彼
此
遣
喚
の
声
を
聞
く
も
の
に
は
、
狭
き
白
道
は
そ
の
ま
ま
自
然
の
大
道
と
な
り
、
疑
法
退
心
の
心
は 

消
え
て
、
直
進
の
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
道
は
疑
わ
し
い
。
何
故
な
ら
、
此
土
に
あ
っ
て
、
人
間
の
機
能
が
働
く 

限
り' 

分
別
の
迷
心
が
揺
れ
動
き
、

「
い
か
り
は
ら
た
ち
そ
ね
み
ね
た
む
こ
ゝ
ろ
」
は
絶
え
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
動
揺
に
乗
じ
て
、
群 

賊
悪
獣
は
更
に
誘
惑
の
手
を
さ
し
出
し
、

「
仁
者
か
へ
り
来
れ
、
此
の
道
険
悪
な
り
、
過
ぐ
る
こ
と
を
得
じ' 

必
ず
死
せ
ん
こ
と
疑
は
ず
、
 

我
等
衆
て
悪
心
あ
っ
て
相
向
う
こ
と
な
し
」
と
呼
び
返
さ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
弱
い
も
の
で
あ
る
。
余
程
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
退
転
な
き
菩
提
心
を
持
続
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
現
実 

意
識
は
と
も
す
れ
ば
無
明
の
闇
に
彷
徨
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
群
賊
悪
獣
と
は
、

「
即
ち
別
解
別
行
悪
見
の
人
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ 

れ
に
自
ら
の
見
解
を
以
て
、
互
に
惑
乱
し
、
罪
を
造
っ
て
退
失
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
別
解
別
行
の
人
と
は
、
聖
浄
相
対
の
上
で
云
え
ば
、
 

浄
土
の
教
法
に
対
し
聖
道
の
修
行
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

凡
そ
人
間
は
常
に
汝
と
対
向
し
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
と
汝
と
の
対
向
は
、
必
然
的
に
道
を
要
求
し
、
そ
の
道
に
背
く
悪
と
、
道 

に
順
う
善
と
の
相
剋
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
れ
ば
人
間
生
活
に
於
け
る
最
も
深
い
現
実
意
識
は
善
悪
と
い
う
道
徳
意
識
で
あ
る
。
 

こ
の
道
徳
意
識
な
し
に
、
人
間
生
活
は
あ
り
得
な
い
。
然
も
そ
の
道
徳
意
識
に
あ
っ
て
は
、
悪
を
廃
し
て
善
を
修
す
る
行
修
が
最
も
道
に 

か
な
う
も
の
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
、
こ
の
道
徳
意
識
に
従
う
限
り
、
た
だ
本
願
を
信
じ
念
仏
申
し
て
仏
に
な
る
浄
土
の
教
は
、
大
き
な 

背
理
で
あ
り' 

矛
盾
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
罪
悪
深
重
の
身
と
い
う
現
実
意
識
が
働
け
ば
働
く
ほ
ど
、
往
生
浄
土
の
信
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心
に
疑
法
退
心
を
生
ぜ
ず
に
い
な
い
。

更
に
悪
見
の
人
と
は' 

「僑
慢' 

懈
怠
、
邪
見
、
疑
心
の
人
な
り
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
善
に
僑
る
と
こ
ろ
に' 

懈 

怠
、
疑
心
を
起
し
て' 

邪
見
に
陥
る
の
で
あ
る
。
然
も
か
く
の
如
き
悪
人
は
自
己
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
身
の
内
に
あ
る
。
 

ま
こ
と
に
別
解
別
行
悪
見
の
人
と
い
っ
て
も' 

そ
の
人
は
自
身
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
自
ら
罪
を
造
り
て
退 

失
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
宗
祖
は

「群
賊
と
は
別
解
別
行
異
見
異
執
悪
見
邪
心
定
散
自
力
の
心
な
り
」
 

と
い
っ
て
、
惑
乱
の
主
体
が
自
ら
の
中
に
あ
る
こ
と
を
内
観
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
既
に
道
あ
り
、
必
ず
度
る
べ
し
」
と
い
う
決
断
は
か
く
の
如
き
定
散
自
力
の
心
か
ら
の
脱
皮
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
直
進 

し
て
疑
法
退
心
の
な
い
自
然
の
大
道
が
開
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
我
信
ず
」
、

「
我
疑
は
ず
」
と
い
う
直
進
の
道
に
立
つ
と
意
識
し
な
が 

ら
そ
の
意
識
の
底
か
ら
、
定
散
自
力
の
惑
乱
が
起
っ
て
直
進
の
方
向
を
見
失
う
危
機
に
迫
ら
れ
る
。
定
散
自
力
の
疑
心
は
如
何
に
深
く
心 

内
に
横
わ
っ
て
い
る
か
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
宗
祖
が
『
正
像
末
和
讃
』
に
疑
惑
和
讃
二
十
三
首
を
造
っ
て 

「
已
上
二
十
三
首
仏
智
不
思
議
の
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
を
う
た
が
ふ
っ
み
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
あ
ら
は
せ
る
な
り
」 

と
書
き
つ
け
、
最
後
の
和
讃
を

「
仏
智
う
た
か
ふ
っ
み
ふ
か
し
、
こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば' 

く
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
を
む
ね
と
し
て' 

仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し
」 

と
結
ば
れ
た
御
意
も
深
く
身
に
泌
み
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
西
岸
の
本
願
招
喚
の
勅
命
を
聞
け
る
も
の
に
は' 

「我
疑
は
ず
」
と
い
う
我
も
な
く
、
た
だ
本
願
の
大
悲
願
心
に
満
た
さ 

れ
て
、
疑
心
退
心
の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
宗
祖
は'

「信
心
と
い
ふ
は' 

如
来
の
御
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
、
う
た
か
ふ
こ
ゝ
ろ
の
な
き
な
り
」

と
釈
せ
ら
れ
た
。
疑
わ
ぬ
の
で
は
な
く
て' 

疑
う
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
得
生
の
喜
び
が
あ
る
。
然
も
そ
の
得
生
の
想
は
、
金
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剛
の
如
く
し
て
破
壊
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
さ
れ
ば
得
生
の
人
は

「
一
心
に
直
ち
に
進
ん
で
道
を
念
じ
て
行
け
ば
、
須
臾
に
し
て
即
ち
西
岸
に
到
り' 

永
く
諸
難
を
離
れ
、
善
友
相
見
て
慶
楽
す
る
こ
と 

已
む
こ
と
な
し
」

と
あ
ら
は
さ
る
ゝ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
願
生
浄
土
の
白
道
は
平
坦
で
は
な
い
。
常
に
惑
乱
の
悔
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
け
れ 

ど
も' 

仏
智
疑
う
罪
の
深
さ' 

惑
乱
の
根
元
で
あ
る
定
散
自
力
の
心
の
根
強
さ
に
覚
め
て' 

悔
ゆ
る
心
を
旨
と
し
て
、
不
思
議
の
仏
智
を 

た
の
む
と
こ
ろ
に
、
険
悪
の
道
が
そ
の
ま
ま
平
坦
の
道
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。

「仰
い
で
釈
迦
発
遣
し
て
指
へ
て
西
方
に
向
は
し
め
た
ま
ふ
こ
と
を
蒙
り
、
又
弥
陀
の
悲
心
招
喚
し
た
ま
ふ
に
よ
っ
て
、
今
ー
一
尊
の
意 

に
信
順
し
て
水
火
二
河
を
顧
み
ず' 

念
々
に
遣
る
こ
と
な
く
、
彼
の
願
力
の
道
に
乗
じ
て' 

捨
命
已
後
彼
の
国
に
生
ず
る
を
得
て
、
仏 

と
相
見
て
慶
楽
す
る
こ
と
何
そ
極
ら
ん
」

と
い
う
願
生
の
信
心
を
明
か
に
す
る
所
に
二
河
白
道
の
譬
喩
の
深
旨
が
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
東
岸
よ
り
西
岸
に
通
ず
る
四
大
五
蘊
の
白
道 

が' 

そ
の
ま
ま
彼
岸
に
到
る
願
力
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
い
う
仏
智
の
不
思
議
で
あ
ろ
う
か
。
さ
れ
ば
、
四
大
五
蘊
の
苦
難 

は
常
に
願
力
に
護
ら
れ
て
、
慶
楽
の
道
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
願
生
の
信
心
の
内
景
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
既
に
道
あ
り
、
必
ず
度
る
べ
し
」
と
い
う
決
断
は' 

釈
迦
の
教
と
弥
陀
の
法
の
呼
応
の
な
か
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
「
仏
法
は
聴
聞 

に
き
は
ま
る
こ
と
な
り
」
と
い
う
蓮
如
上
人
の
言
葉
が
ひ
し
ひ
し
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
四
大
五
蘊
の
白
道
が
そ
の
ま
ま
到
彼
岸
の 

願
力
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
我
々
の
生
き
方
を
決
定
す
る
た
だ
ひ
と
筋
の
道
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
を
行
く
ほ
か
に
人
生
は
な
い
の 

で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
業
縁
の
道
が
そ
の
ま
ま
願
力
に
乗
じ
て
ゆ
く
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 

何
と
い
う
不
可
思
議
で
あ
ろ
う
か
。
道 

は
常
に
開
か
れ
て
い
る
。
開
か
れ
て
い
る
道
に
眼
を
閉
じ
て
、
流
転
の
道
を
彷
徨
う
て
は
な
ら
な
い
。
深
い
現
実
意
識
に
立
っ
て' 

開
か 

れ
た
白
道
を
行
く
と
こ
ろ
に
、
如
何
な
る
現
実
の
苦
難
も
忍
受
せ
ら
れ' 

究
竟
の
帰
依
の
世
界
に
導
か
れ
て
、
光
明
の
広
海
に
浮
ぶ
喜
び 

が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
河
の
喩
は
単
な
る
喩
で
は
な
く
て
、
現
に
我
々
の
行
く
帰
依
の
道
を
教
え
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ー
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