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無
関
係
に
語
ら
れ
る
二
つ
の
問
題

今
日
、

い
の
ち

を
め
ぐ
っ
て
仏
教
が
関
わ
る
問
題
は
、
大
き
く
分
け
て
生
命
倫
理
と
葬
祭
儀
礼
の
二
つ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
者
は
生
者
を
対
象
と
し
、
後
者
は
死
者
を
対
象
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

し
か
も
、
生
命
倫
理
の
問
題
は
、
仏
教
の
教
義
や
原
則
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
、
時
に
は
現
実
か
ら
遊
離
し
た
議
論
も
交

わ
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
葬
祭
儀
礼
の
拠
り
所
を
仏
教
の
教
義
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
主
に
そ
れ
は
民
俗
的
、
慣
習
的
な

視
点
か
ら
語
ら
れ
て

１
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
問
題
は
僧
侶
の
側
か
ら
は
寺
院
経
営
と
い
う
経
済
的
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
傾
向
も

見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
程
ま
で
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
欠
く
ば
か
り
か
、
そ
れ
ぞ
れ
が
教
義
と
現
実
の
い
ず
れ

か
に
偏
っ
た
い
び
つ
な
形
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
世
間
か
ら
は
、
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
仏
教
界
の
意
見
は
現
実
的

で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
、
葬
祭
儀
礼
に
関
わ
る
仏
教
界
の
言
辞
は
単
な
る
自
己
弁
護
だ
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
、
仏
教
は
生
死
一
如
を
基
本
と
す
る
思
想
で
あ
り
、
生
と
死
を
截
然
と
区
別
す
る
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
人
生
の

目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
死
の
選
択
さ
え
を
も
容
認
す
る
要
素
を
仏
教
は
含
ん
で

２
い
る
。
つ
ま
り
、
死
を
生
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
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視
点
を
仏
教
は
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
生
命
倫
理
を
生
者
の
問
題
に
限
定
す
る
医
学
的
、
法
学
的
な
議
論
や
、
葬

祭
儀
礼
は
死
者
の
も
の
だ
と
い
う
通
俗
的
な
発
想
か
ら
、
仏
教
は
離
れ
る
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
、
生
命
倫
理
は
現
実
の
病
に
苦
し
む

人
々
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
過
度
に
仏
教
の
教
義
や
原
則
に
偏
っ
た
議
論
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
。
反
対
に
、
仏
教
が
葬
祭
儀

礼
に
関
わ
る
こ
と
の
意
義
は
、
教
義
的
な
論
拠
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
、
僧
侶
以
外
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
等
し
く

い
の
ち

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
同
一
の
枠
組
み
の
中
で
語
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

同
時
に
、
い
ず
れ
の
問
題
に
お
い
て
も
、
教
義
と
現
実
の

離
を
解
消
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
理
論
的
な

枠
組
み
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

二

解
決
し
て
お
く
べ
き
二
つ
の
疑
問

い
の
ち

を
語
る
た
め
の
包
括
的
な
枠
組
み
を

察
す
る
前
に
、
解
決
し
て
お
く
べ
き
課
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
界
が
生
命
倫

理
を
論
じ
て
も
、
本
当
に
実
効
的
な
成
果
を
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
と
、
そ
も
そ
も
僧
侶
が
葬
祭
儀
礼
に
関
わ
る
こ
と
は
、
釈
尊
の

教
え
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

前
者
の
批
判
に
は
幾
つ
か
の
理
由
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
の
一
つ
に
、
か
つ
て
の
臓
器
移
植
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
仏
教
界

の
意
見
が
賛
否
両
論
に
分
か
れ
て
一
元
化
で
き
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、

い
の
ち

の
問
題
は
各
人
の
人
生
観
や
心
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
善
悪
二
元
論
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
人
間
が
生
き
る
た
め
に
は
他
の
生
き
物
の
生
命
を
摂
取
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
、

生

は
常
に
な
に
が
し
か
の
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悪

と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、

い
の
ち

の
問
題
は
常
に
人
間
の
む
き
出
し
の
欲
望
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
問
題
に
絶
対
的
な

善

は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
生
命
倫
理
の
議
論
が
最
終
的
に
は
個
別
の
問
題
の
倫
理
的
な
是
非

の
判
定
を
目
的
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
最
終
的
な
判
断
の
み
が
唯
一
絶
対
の
視
点
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
続
け
る
こ
と
は
重
要

で

３
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
が
渦
巻
い
た
仏
教
界
の
議
論
は
、

い
の
ち

の
も
つ
多
面
性
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
葬
祭
儀
礼
に
関
わ
る
疑
問
は
、
明
確
に
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経

の
中
で
、
釈
尊
は
自
ら

の
葬
儀
方
法
を
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
言
い
遺
し
て

４
い
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
が
関
与
し
な
け
れ
ば
、
釈
尊
の
葬
儀
は
行
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
荼
毘
の
火
は
マ
ハ
ー
カ
ッ
サ
パ
の
礼
拝
を
待
っ
て
燃
え
上
が

５
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
荼
毘
の
際
に
僧
侶
が
中
心
的
役
割
を
果
た
す

こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
遺
族
の
悲
嘆
を
和
ら
げ
る
こ
と
も
葬
祭
の
重
要
な
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
衆
生
救
済
を
目
指

す
僧
侶
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
死
児
を
抱
え
た
キ
サ
ー
ゴ
ー
タ
ミ
ー
に
、
釈
尊
が
そ
の
死
を
悟
ら
せ
た
と
い
う
伝
承
は
、
釈
尊
自

身
が
葬
祭
の
一
面
に
積
極
的
に
関
与
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

加
え
て
、
葬
祭
を
行
う
際
に
は
死
者
の
霊
魂
の
存
在
が
前
提
と
な
る
け
れ
ど
も
、
仏
教
は
霊
魂
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
批
判

も
あ
る
。
だ
が
、
釈
尊
が
回
答
を
捨
置
し
た
の
は

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

の
形
而
上
的
特
徴
で
あ
り
、

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

の
存
在
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
釈
尊
が

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

の
存
在
を
否
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
説
く
不
変
の
実

体
と
し
て
の

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

で
あ
り
、
日
本
人
が

え
る
よ
う
な
霊
魂
、
す
な
わ
ち
感
情
を
持
っ
て
様
々
な
作
用
を
為
す
主
体
で

は

６
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
は
二
諦
説
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
も
し
も
仏
教
が
霊
魂
の
存
在
を
一
切
認
め
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は

勝
義
諦
の
領
域
で
あ
る
。
世
俗
の
立
場
で
死
者
の
弔
い
を
願
う
人
々
に
寄
り
添
う
こ
と
も
、
仏
教
界
が
そ
の
長
い
歴
史
の
中
で
背
負
っ
て

三
九
七

生
命
倫
理
と
葬
祭
仏
教
（
木
村
文
輝
）



き
た
重
要
な
役
割
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
命
倫
理
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
葬
祭
儀
礼
で
あ
れ
、
仏
教
が
そ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
言
説
は
、
必
ず
し
も

正
鵠
を
射
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
改
め
て
、
仏
教
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
わ
る
た
め
の
包
括
的
な
論
拠
を
、

い
の
ち

の
視
点
か
ら
準
備
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

拠
り
所
と
し
て
の
縁
起
の
思
想

生
命
倫
理
の
議
論
の
中
で
、
し
ば
し
ば
拠
り
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が

い
の
ち
の
尊
厳

で
あ
る
。
こ
の
概
念
を
利
用
し
て
、
生

命
倫
理
と
葬
祭
儀
礼
の
双
方
を
包
括
す
る
論
拠
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、

い
の
ち
の
尊
厳

に
は
い
わ
ゆ
る

生
命
の
尊
厳

と

人
間
の
尊
厳

の
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の

生

命
の
尊
厳

は
、
今
、
生
き
て
い
る
人
間
の

生
命

に
認
め
ら
れ
る
尊
厳
で
あ
り
、
そ
れ
を
死
者
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、

生
命
の
尊
厳

を
、
葬
祭
儀
礼
を
も
含
む
包
括
的
な

い
の
ち

の
枠
組
み
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
概
念
を
生
み
出
し
た
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
で
は
、
人
間
の
身
体
に
吹
き
込
ま
れ
た
神
の
息
が
人
間
の

生
命

の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
人
間
の
生
命
に
は

尊
厳
（sa

n
ctity

、
神
聖
性
）

が
あ
る

と
み
な
し
て

７
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の

生
命

は
神
の
息
と
い
う
具
体
的
な

も
の

に
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

仏
教
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

生
命

と
呼
ぶ
べ
き
具
体
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
、
あ
る
人
が

生
き
て
い
る

と

い
う
現
象
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

尊
厳

を
付
与
す
べ
き

生
命

が
不
在
で
あ
る
以
上
、
仏
教
の
観
点
か
ら

生
命
の
尊
厳

を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

三
九
八

生
命
倫
理
と
葬
祭
仏
教
（
木
村
文
輝
）



そ
こ
で
、

察
の
焦
点
に
な
る
の
が

人
間
の
尊
厳

で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
で
は
、
人
間
は
他
の
生
物
と
は
異
な

り
、
神
が
自
ら
の
似
姿
と
し
て
生
み
出
し
、
他
の
生
物
を
支
配
す
る
権
利
を
神
が

８
委
ね
、
神
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
を
神
が
定
め
た
存
在

で
あ
る
が
ゆ

９
え
に
、
人
間
に
は

尊
厳
（d

ig
n
ity

）

が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
で
は
、
神
が
人
間
の

生

命

の
尊
厳
の
拠
り
所
で
あ
る
と
同
時
に
、

人
間
の
尊
厳

の
拠
り
所
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

え
方
を
そ
の
ま
ま
仏
教
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
仏

教
で
は
人
間
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、

人
間
の
尊
厳

の
拠
り
所
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
私
は
縁
起
の
思
想
が
仏
教
的
人
間
観
の
基
本
に
な
る
と

10
え
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る

神

の
よ
う
な
絶
対
的
拠
り
所
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
誰
も
が
周
囲
の
人
々
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
同
時
に
、
周
囲

の
人
々
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
関
係
は
、
あ
る
人
の
行
為
が
他
の
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
因
果

関
係
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
親
の
存
在
が
子
供
を
支
え
、
子
供
の
存
在
が
親
を
支
え
る
と
い
う
相
互
依
存
の
場
合
も
あ
り
得
る
。
そ
れ
ら
を

仏
教
の
言
葉
で
表
せ
ば
、

縁
起

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
縁
起
の
関
係
網
は
、
私
と
私
の
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
成
立
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
私
の
周
囲
の
人
々
と
、
そ

の
ま
た
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
も
成
立
し
、
私
を
中
心
と
す
る
縁
起
の
関
係
網
は
、
周
囲
に
向
か
っ
て
際
限
な
く
拡
大
す
る
。
そ
の
結
果
、

私
達
の
誰
も
が
、

縁
起

と
い
う
名
の
無
限
の
関
係
網
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人
公
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
、

縁
起

の
思

想
に
も
と
づ
く

人
間
の
尊
厳

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
誰
も
が
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人

公
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
も
が

自
己
こ
そ
自
分
の
主
で

11
あ
る

と
い
う
心
構
え
で
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
主

体
性
を
生
き
る
こ
と
が
、
各
人
の
中
に
あ
る

人
間
の
尊
厳

を
具
現
化
す
る
手
段
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
私
が
世
界
の
主
人
公
だ
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
を
中
心
と
す
る
世
界
の
主
人

公
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
が
自
ら
の
主
体
性
を
生
き
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
も
自
ら
の
主

体
性
を
生
き
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
際
に
誰
も
が
自
ら
の
主
体
性
の
み
を
主
張
し
て
い
れ
ば
、
相
互
の
利
害
は
対
立

し
、
誰
一
人
と
し
て
自
ら
の
主
体
性
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。

む
し
ろ
、
自
ら
が
主
人
公
と
し
て
行
動
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
を
他
の
す
べ
て
の
人
々
か
ら
承
認
し
て
も
ら
う
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
ら
が
他
の
す
べ
て
の
人
々
を
主
人
公
と
し
て
尊
重
し
、
彼
ら
が
主
人
公
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
に
対
し
て
、

わ
が
身
に
引
き
く
ら

12
べ
て

接
す
る
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
。
そ
れ

こ
そ
が
、
誰
も
が

人
間
の
尊
厳

を
生
き
る
た
め
の
必
須
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

四

仏
教
的

尊
厳

に
関
わ
る
三
つ
の
弁
明

で
は
次
に
、
こ
の
よ
う
な

人
間
の
尊
厳

に
関
連
し
て
、
三
つ
の
事
柄
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
は
、

縁
起

と
い
う
語
の
解
釈
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
先
程
か
ら
論
じ
て
い
る

縁
起

の
解
釈
は
、
文
献
学
研
究
に
も
と

づ
く

教
義
仏
教

の
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
若
干
の
問
題
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
我
が
国
の
伝
統
的
、
慣

習
的
な

生
活
仏
教

に
お
け
る

縁
起

で
あ
り
、

俗
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
相
対
す
る
も
の
で
、
互
い
に
引
き
合

い
押
し
合
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
。
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の

13
関
係

と
い
う
意
味
に
近
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ

ど
も
、
私
達
が
現
実
生
活
の
中
で
仏
教
の
思
想
を
活
か
し
て
い
こ
う
と
す
る
時
に
、
仏
教
用
語
の
解
釈
に
関
し
て
、
常
に
イ
ン
ド
的
な

教
義
仏
教

の
そ
れ
に
厳
格
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
も
そ
も
宗
教
上
の

教
義

は
、
理
念
型
の
追
究
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
我
が
国
の
仏
教
界
や

生
活
仏
教

の
用
語
法
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
日
常
生
活
に
即
し
た
理
論
を
構
築
す
る

こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
誰
も
が
世
界
の
主
人
公
と
し
て
、
自
ら
の
主
体
性
を
生
き
る
こ
と
が

人
間
の
尊
厳

だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
各
人
の
も
つ

欲
望
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
欲
望
の
止
滅
を
説
く
教
え
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
目

標
に
少
し
で
も
近
づ
く
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
け
れ
ど
も
、
先
述
の
と
お
り
、
私
達
の

い
の
ち

は
常
に
欲
望
と
結
び

つ
い
て
お
り
、
す
べ
て
の
欲
望
の
止
滅
は
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
生
存
に
不
可
欠
な
欲
望
の
み
に
制
限
す
る
こ
と
も
、
実
際
に

実
践
で
き
る
人
は
稀
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
達
は
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の
理
念
に
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩
は
欲
望
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
自
ら
の
救

い
を
自
力
で
実
現
し
得
な
い
凡
夫
を
救
う
存
在
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
一
方
で
は
欲
望
か
ら
の
脱
却
を
人
々
に
求
め
な
が
ら
も
、
他
方
で

は
欲
望
と
と
も
に
し
か
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
あ
り
方
を
直
視
す
る
現
実
的
な
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
単
な
る
理
念
の
追
究
で
は

な
く
、
現
実
に
生
き
る
人
々
と
歩
む
仏
教
を
目
指
す
な
ら
ば
、
過
剰
な
欲
望
は
否
定
し
つ
つ
も
、
あ
る
程
度
の
欲
望
は
承
認
す
る
こ
と
も

重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
教
は
人
々
の
現
世
利
益
へ
の
祈
り
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
今
日
ま
で
生
き
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

人
間
の
尊
厳

の
有
効
範
囲
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

生
命
の
尊
厳

の
概
念
は
、
現

在
生
き
て
い
る
人
に
し
か
適
用
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
誰
も
が
世
界
の
主
人
公
だ
と
い
う
視
点
は
、
現
在
の
み
な
ら
ず
、
過
去
と
未
来

に
生
き
る
人
々
に
も
適
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
達
は
百
年
後
の
子
供
達
の
こ
と
を

わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て

え
る

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
主
体
性
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
地
球
環
境
を
守
る
努
力
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

未
来
の
子
供
達
の

尊
厳

を
守
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
。
一
方
、
既
に
亡
く
な
っ
た
者
達
に
対
し
て
、
私
達
は
そ
の
遺
志
を
受
け
継
ぐ
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努
力
を
し
た
り
、
追
悼
法
要
や
墓
参
等
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
故
人
を
縁
起
の
関
係
網
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人
公
と
み
な
し
、

そ
の

尊
厳

を
守
り
続
け
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
。

三
界
の
万
霊

の
幸
せ
を
願
う
仏
教
の
理
念
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
思
い
の

中
に
具
現
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

二
つ
の
問
題
へ
の

尊
厳

の
応
用

さ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
な

人
間
の
尊
厳

は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
生
命
倫
理
と
葬
祭
儀
礼
の
現
場
に
応
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
生
命
倫
理
が
語
ら
れ
る
現
場
で
は
、
患
者
の
誰
も
が

生
き
た
い

と
い
う
欲
望
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
欲
望
を
一
概
に
否
定

す
る
こ
と
な
く
、
生
と
死
の
は
ざ
ま
で
苦
し
ん
で
い
る
患
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
の
中
の

主
人
公
と
し
て
の
患
者
の

尊
厳

を
具
現
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
患
者
を
取
り
巻
く
家
族
の
意

思
を
尊
重
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
人
の
人
間
の
生
と
死
は
、
そ
の
周
囲
の
人
々
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
し
か
も
、
患

者
が
世
界
の
中
の
主
人
公
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
家
族
の
一
人
ひ
と
り
も
ま
た
、
世
界
の
中
の
主
人
公
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
家

族
の
意
思
を
無
視
し
て
、
患
者
一
人
の
意
思
で
物
事
を
決
す
る
こ
と
は
、
主
人
公
と
し
て
の
家
族
の

尊
厳

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
生
と
死
の
現
場
で
は
、
患
者
と
家
族
の
意
思
が
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
そ
の
両
者

の
意
思
が
完
全
に
は
合
致
し
な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
を
生
か
す
た
め
、
双
方
が
互
い
の
立
場
を

わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て

尊

重
し
、
そ
の
た
め
の
努
力
を
続
け
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。
そ
う
し
た
努
力
を
続
け
る
過
程
こ
そ
が
、
両
者
の

人
間
の
尊
厳

を
実
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現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
歩
み
に
な
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で

14
あ
る
。

一
方
、
葬
祭
儀
礼
と
い
う
行
為
は
、
死
者
の

人
間
の
尊
厳

を
守
る
方
策
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
世
か
ら
去
っ
た
後
で
さ
え
、

そ
の
人
の
存
在
を
覚
え
て
い
る
人
々
が
い
る
限
り
、
故
人
を
中
心
と
す
る
関
係
網
は
存
在
し
続
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
葬
祭
儀
礼
を
営
む
こ

と
は
、
そ
の
関
係
網
の
存
在
を
再
確
認
し
、
故
人
を
そ
の
中
心
に
生
か
し
続
け
る
手
段
と
な
る
。
反
対
に
、
故
人
を
追
悼
す
る
い
か
な
る

行
為
も
行
わ
な
い
こ
と
は
、
故
人
を
中
心
と
す
る
関
係
網
を
否
定
し
、
そ
の
者
の
存
在
を
忘
却
の
彼
方
へ
追
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
よ
う
と
も
、
故
人
を
偲
ぶ
葬
祭
儀
礼
は
、
そ
の
者
の

尊
厳

を
死
後
も

守
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
な
る
は
ず
で

15
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
生
命
倫
理
と
葬
祭
儀
礼
に
関
わ
る
こ
と
は
、
縁
起
の
思
想
に
も
と
づ
く

人
間
の
尊
厳

を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的

な
場
に
参
画
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
仏
教
が
こ
の
二
つ
の
問
題
に
関
与
す
る
現
代
的
な
意
義
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
で

16
あ
る
。

註１

も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の
教
義
的
な
側
面
か
ら
葬
祭
儀
礼
の
意
義
づ
け
を
行
っ
た
試
み
も
存
在
す
る
。
伊
藤
唯
真
・
藤
井
正
雄
編

葬
祭
仏
教

そ
の
歴
史
と
現
代
的
課
題

（
ノ
ン
ブ
ル
社
、
一
九
九
七
）、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
編

葬
祭

現
代
的
意
義
と
課
題

（
同
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
）
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

２

例
え
ば
、
釈
尊
の
捨
多
寿
行
や
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
記
さ
れ
た
種
々
の
捨
身
説
話
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
拙

稿

自
殺

を
是
認
す
る
仏
教
の
立
場

人
間
の
尊
厳

の
具
現
と
安
楽
死
問
題

生
命
倫
理

一
九
（
二
〇
〇
八
）
を
参
照

さ
れ
た
い
。
そ
の
他
、
同
拙
稿
註
３
に
示
し
た
各
論
文
、
並
び
に
拙
稿

生
命
尊
重
に
対
す
る
仏
教
的
異
見

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
物
語

を
も
と
に
し
て

教
化
研
修

五
一
（
二
〇
〇
七
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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３

拙
著

生
死
の
仏
教
学

人
間
の
尊
厳

と
そ
の
応
用

（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
）
八
｜
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
鷲

田
清
一

教
養
と
し
て
の

死

を

え
る

（
洋
泉
社
新
書
ｙ
、
二
〇
〇
四
、
一
二
四
頁
）
の
下
記
の
一
節
は
示
唆
的
で
あ
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
法
律
の
制
定
は
そ
の
心
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
を
軽
減
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
が
、
軽
減
さ
れ
た
分
、
そ
の
た
め
ら
い

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
本
当
は
こ
の
た
め
ら
い
が
大
事
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
敢
え
て
い
え
ば
、

そ
れ
が
倫
理
だ
と
思
う
の
で
す
。

４

M
ah
aparin

ibban
a
su
ttan

ta
 
V
.
11

12

（
中
村
元
訳

ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅

大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経

岩
波
文
庫
、
一
九
八

〇
、
一
三
二
｜
一
三
五
頁
）

５

M
ah
aparin

ibban
a
su
ttan

ta V
I.
21

22

（
中
村
前
掲
訳
書

ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅

一
七
一
｜
一
七
二
頁
）

６

過
去
の
仏
教
徒
達
は
、

我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）

と
は
異
な
る
輪
廻
の
主
体
と
し
て
、
プ
ド
ガ
ラ
や
阿
頼
耶
識
等
も

え
た
。
こ
れ
ら
の
存

在
も
、
日
本
人
の
宗
教
感
覚
で
は

霊
魂

と
訳
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

７

こ
の
教
義
の
論
拠
は

聖
書

創
世
記

第
二
章
七
（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
四
、

旧
約
聖
書

二
頁
）
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

主
な
る
神
は
土
の
ち
り
で
人
を
造
り
、
命
の
息
を
そ
の
鼻
に
吹
き
い
れ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
人
は
生
き
た
者
と
な
っ
た
。

８

こ
の
教
義
の
論
拠
は

聖
書

創
世
記

第
一
章
二
六
（
同
右
、

旧
約
聖
書

二
頁
）
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

神
は
ま
た
言
わ
れ
た
、

わ
れ
わ
れ
の
か
た
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
に
か
た
ど
っ
て
人
を
造
り
、
こ
れ
に
海
の
魚
と
、
家
畜
と
、
地
の
す
べ

て
の
獣
と
、
地
の
す
べ
て
の
這
う
も
の
と
を
治
め
さ
せ
よ
う

。

９

人
間
が

神
と
と
も
に
生
き
る

と
い
う
表
現
は
、
神
が
自
ら
の
ひ
と
り
子
で
あ
る
イ
エ
ス
を
人
間
と
す
る
こ
と
で
、
神
自
身
と
す
べ
て

の
人
間
と
を
一
致
さ
せ
た
こ
と
と
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
と
復
活
に
よ
っ
て
、
神
の
生
命
が
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
す
べ
て
の
人
間
に
与

え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

10

以
下
に
述
べ
る

人
間
の
尊
厳

に
関
す
る
私
の
見
解
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
掲
拙
著

生
死
の
仏
教
学

第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

11

D
h
am
m
apad

a 160

（
中
村
元
訳

ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
・
感
興
の
こ
と
ば

岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
、
三
二
頁
）

12

わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て

と
い
う
言
葉
は
、
例
え
ばS

u
ttan

ipata
 
705

（
中
村
元
訳

ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
、
一
五
三
頁
）
の
次
の
一
節
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

か
れ
ら
も
わ
た
く
し
と
同
様
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も
か
れ
ら
と
同
様
で
あ
る

と
思
っ
て
、
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
、（
生
き
も
の

四
〇
四

生
命
倫
理
と
葬
祭
仏
教
（
木
村
文
輝
）



を
）
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
他
人
を
し
て
殺
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
。

13

中
村
元

佛
教
語
大
辞
典

（
東
京
書
籍
、
一
九
七
五
）
一
一
八
頁

縁
起

の
項
目
。
な
お
、

縁
起

と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て
は

拙
稿

リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
射
程

自
己
決
定
権
の

自
己

と
は
誰
か

禅
研
究
所
紀
要

三
七
（
二
〇
〇
九
）
二
七
八
頁

註
６
を
参
照
。
ち
な
み
に
、
同
拙
稿
は
二
〇
〇
八
年
に
愛
知
学
院
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
五
十
九
回
学
術
大
会
に
お

け
る
パ
ネ
ル
発
表

現
代
人
の

い
の
ち

と
仏
教

の
報
告
書
の
一
部
で
あ
る
。

14

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
前
掲
拙
稿

リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
射
程

も
参
照
さ
れ
た
い
。

15

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
、
生
者
の

尊
厳

の
中
心
的
な
拠
り
所
を
、
神
と
人
間
の
霊
魂
と
の
つ
な
が
り
の
中
に
求
め
て
い
る
。
一
方
、

同
教
会
は

死
に
お
い
て
、
神
は
人
間
を
ご
自
分
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
ま
す

と
説
き
、

自
分
の
死
を
イ
エ
ス
の
死
に
結
び
つ
け
る
キ
リ
ス

ト
者
は
、
死
を
キ
リ
ス
ト
の
も
と
へ
行
き
、
永
遠
の
い
の
ち
に
入
る
こ
と
と
み
な
し

て
い
る
（
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
教
理
委
員

会
訳
・
監
修

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
二
、
三
〇
四
頁
、
三
〇
六
頁
）。
つ
ま
り
、
死
者

は
生
者
以
上
に
神
と
の
堅
固
な
つ
な
が
り
を
保
っ
て
お
り
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

尊
厳

を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
死
者
の

尊
厳

を
守
る
た
め
に
、
遺
さ
れ
た
人
々
が
祖
先
崇
拝
の
儀
式
を
行
う
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
今
日
で
は
日
本

の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
、
祖
先
崇
拝
は

日
本
人
が
先
祖
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
愛
と
尊
敬
と
家
族
の
情
緒
的
連
帯
感
か
ら
発
し
た
も
の

で
あ
る
と
評
価
し
、
様
式
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
う
し
た
行
為
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
（
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
宗

教
委
員
会
編

祖
先
と
死
者
に
つ
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
手
引

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
一
九
八
五
、
九
頁
他
）。

16

下
田
正
弘
氏
は

仏
教
の
倫
理
を

察
す
る
た
め
の
視
点

縁
起
か
ら
二
諦
へ

（

日
本
佛
教
学
会
年
報

七
四
、
二
〇
〇
九
）

の
中
で
、
仏
教
倫
理
を
構
築
す
る
た
め
に
は
縁
起
の
思
想
を
応
用
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
間
と
出
世
間
と
の
断
絶
に
注
目
し
、
そ
れ

を
さ
ら
に
凌
駕
す
る
自
覚
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
縁
起
の
思
想
は

世
間
、
此
岸
の
領
域
の
諸
現
象
を
説
明
す

る

も
の
で
あ
り
、

二
諦
と
い
う
次
元
の
異
な
っ
た
価
値
を
有
す
る
体
系
全
体
の
説
明
に
適
用
す
る
に
は
不
向
き
で
あ
る

。
の
み
な
ら
ず
、

世
間
と
出
世
間
と
い
う

こ
の
二
つ
の
相
反
す
る
向
き
の
努
力
が
邂
逅
し
て
拓
か
れ
て
く
る
仏
教
世
界
に

相
依
相
待
の
縁
起

を
適
用
し

た
の
で
は
、
浄
土
は
現
世
と
地
続
き
と
な
り
、
輪
廻
は
そ
の
ま
ま
で
涅
槃
と
な
っ
て
、
仏
教
の
存
在
意
義
は
き
れ
い
に
消
失
す
る

と
い
う

の
で
あ
る
（
一
二
頁
）。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
同
氏
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば

医
療
倫
理

が
医
療
や
技
術
者
を
対
象
、
領
域

と
す
る
倫
理
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、

仏
教
倫
理

を

仏
教
と
い
う
領
域
、
主
体
、
対
象
に
お
い
て
の
倫
理
的
方
法
あ
る
い
は
倫
理
的
態

四
〇
五

生
命
倫
理
と
葬
祭
仏
教
（
木
村
文
輝
）



度
を
課
題
と
す
る
概
念

（
四
頁
）
と
み
な
す
限
り
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
一
般
に

仏
教
倫
理

が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
は
仏
教
そ
の
も
の
を
領
域
や
主
体
と
す
る
倫
理
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
医
療
等
を
対
象
、
領
域
と
す
る
倫
理
を
、
仏
教
の
思
想
や
視
点
か
ら
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
対

象
と
な
る
の
は
常
に

世
間

的
な
課
題
で
あ
り
、
出
世
間
の
そ
れ
で
は
な
い
。

人
間
の
尊
厳

を
論
ず
る
際
に
も
、
そ
れ
は

世
間

の
領
域
で
応
用
し
得
る
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
反
対
に
、
出
世
間
に
お
い
て
は
生
も
死
も
執
着
す
べ
か
ら
ざ
る
事
柄
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
対
象
と
す
る
倫
理
を
構
築
す
る
必
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
稿
が
扱
う

生
命
倫
理
と
葬
祭
仏
教

も
、
そ
れ
が
き
わ
め
て

世
間

的
な
事
柄
で
あ
る
以
上
、
出
世
間
に
も
通
用
す
る
倫
理
を
準
備
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は

世
間
、
此
岸
の
領

域
の
諸
現
象
を
説
明
す
る

縁
起
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
一
般
に
、

世
間

と
い
う
語
が

社
会

の
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
、

西
欧
に
お
け
る

社
会

の
概
念
は
神
と
の
一
対
一
の
つ
な
が
り
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
個
々
に
尊
厳
を
有
す
る
個
人
の
集
ま
り
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る

世
間

は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
表
す
概
念
で
あ
り
、
個
々
人
は
、
そ
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
自
ら
の

存
在
を
支
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

社
会

は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
と
づ
く
個
人
の

尊
厳

を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
て
、

世
間

は

そ
れ
自
体
が
個
人
の

尊
厳

を
支
え
る
拠
り
所
で
あ
り
、
縁
起
の
思
想
の
具
体
的
な
現
れ
だ
と
言
い
得
る
も
の
で
あ
る
。

近
年
、
こ
の

世
間

の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
阿
部
謹
也
氏
が

世
間

と
は
何
か

（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
）
を
初
め
と

す
る
一
連
の
著
作
や
、
佐
藤
直
樹
氏
が

世
間

の
現
象
学

（
青
弓
社
、
二
〇
〇
一
）
等
の
諸
著
作
を
通
し
て

察
を
行
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
両
氏
の
論

に
お
い
て
は
、

世
間

は

う
る
さ
い

も
の
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

世
間
は
人
と
人
と
の
支
え
あ
い
の
関
係
で
あ
る
以
上
、
そ
の
関
係
が
過
剰
に
な
れ
ば

う
る
さ
い

も
の
に
な
る
こ
と
は
避
け
難
い
。
い
わ

ば
、
支
え
あ
い
の
関
係
と

う
る
さ
い

関
係
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
世
間
の
も
つ

う
る
さ
い

側
面
を
軽
減
し
、

支
え
あ
い
の
側
面
を
効
果
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
鴻
上
尚
史
氏
の

空
気

と

世
間

（
講
談
社
現
代

新
書
、
二
〇
〇
九
）
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら

世
間

を

察
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
世
間
が
縁
起
の

思
想
の
具
体
的
な
現
れ
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
仏
教
的
な
観
点
に
お
け
る

い
の
ち
の
尊
厳

を
追
求
す
る
た
め
に
も
、
仏
教
的
な
視
点
か

ら

世
間

の
再
評
価
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
世
間
に
お
け
る
様
々
な
事
柄
を
対
象
と
す
る

仏
教
倫

理

の
構
築
に
と
っ
て
、
ま
ず
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
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