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で
い
は
ん
と
す
る
憎
み
と
は

ん
一
不
感
へ
の
悩
み
と
一
育
っ
た
か
ら
と
て
、
本
化
宗
撃
が
卑
賎
低
叡

た
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
。
と
云
っ
て
本
化
宗
拳

が
余
り
に
賢
建
且
大
で
る
る
が
故
に
究
理
困
越
の
世
界
に
あ
り
す

ぎ
る
と
云
ふ
筋
合
で
も
左
い
の
で
あ
る
。
勿
論
脳
沼
守
丘
四
伯
に
は

－
泣
い
で
も
た
い
。
悌
陀
は
此
法
華
経
は
難
解
難
入
と
説
か
れ
た
桂

で
あ
る
か
ら
。
さ
れ
ど
幸
故
、
宗
凪
は
唱
題
b
L
以
っ
て
米
法
の
易

行
と
遊
ば
さ
れ
て
下
さ
れ
た
が
故
に
阜
信
流
入
す
る
事
の
出
来
る

と
と
は
下
慢
の
喜
悦
と
す
ペ
き
所
で
あ
る
。
さ
れ
ば
何
か
と
一
足
ふ

に
本
化
宗
曲
学
の
質
践
性
‘
行
動
性
に
つ
い
て
現
在
の
寺
院
の
制
度

下
に
於
け
る
宗
徒
が
如
何
に
宗
串
の
指
示
泊
り
に
生
き
て
ゐ
左
い

か
、
或
は
ゐ
ら
れ
な
い
か
と
一
式
ふ
点
で
あ
る
。
勿
論
と
れ
は
た
ど

｛
一
市
徒
の
罪
と
す
べ
き
で
は
な
い
が
宗
徒
と
し
て

M
畳
む
べ
き
所
も

-Jt 
0 
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要

多
々
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。
と
の
迷
み
は

事
幾
分
述
ふ
か
も
知
れ
な
い
が
且
て
中
村
文
衛
氏
の
「
信
後
の
悩

み
」
ハ
宗
救
公
論
問
答
二
披
）
に
も
似
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
と
忠
ふ
。ニ

、
宗
皐
の
行
動
性

本
化
宗
曲
牢
b
L
大
分
し
て
こ
と
し
、
救
相
門
と
費
時
門
と
分
つ
。

敬
相
は
五
網
佐
立
て
賞
践
門
は
三
秘
即
一
秘
の
唱
題
の
貨
践
化
と

一
式
ふ
事
に
な
っ
て
所
謂
身
口
意
の
三
業
に
賀
行
せ
よ
と
一
足
ふ
の
で

あ
る
。
成
程
折
口
理
的
に
考
へ
で
も
宇
宙
の
真
理
性
で
る
る
法
華
経

本
逃
雨
門
の
梓
を
取
っ
て
．
そ
れ
を
賞
践
化
し
、
而
も
現
在
ま
で

そ
の
宜
践
行
動
が
槙
い
て
ゐ
る
事
は
事
貨
で
あ
る
。
と
の
唱
題
の

行
法
に
よ
っ
て
弱
者
も
強
者
に
蘇
り
所
謂
利
径
と
一
民
ふ
も
の
を
得



て
ゐ
る
。
友
れ
ど
も
現
杭
に
於
て
日
蓮
上
人
の
如
く
、
調
自
の
信

念
の
も
と
に
法
華
経
で
な
け
れ
ば
H

と
う
し
で
も
救
済
さ
れ
な
い
と

如
何
な
る
迫
害
の
下
に
も
言
ひ
切
る
も
の
は
幾
人
あ
る
で
あ
ら
う

か
。
あ
り
と
す
れ
ば
皐
信
の
徒
の
聞
に
は
い
行
蛇
の
警
の
如
く
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
遁
詮
の
宗
徒
は
「
ゐ
れ
で
は
な
い
、
日
蓮
上
人

が
か
く
言
は
れ
た
ま
で
を
信
じ
た
ま
で
だ
」
と
遁
齢
し
、
時
に
よ

り
て
日
蓮
上
人
の
本
意
す
ら
も
曲
解
し
て
、
勢
力
に
如
同
せ
し
め

ん
と
す
る
傾
向
す
ら
も
つ
も
の
が
多
い
。
少
く
と
も
日
蓮
上
人
の

調
自
の
信
念
の
如
き
も
の
を
吾
等
も
持
た
な
け
れ
ば
今
後
の
宗
皐

の
存
立
の
意
義
が
危
い
。
現
に
僻
敬
の
敬
圏
も
既
成
的
存
在
以
上

に
出
た
い
限
り
は
泣
落
の
過
程
に
ゐ
か
れ
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で

あ
ら
う
か
。
そ
れ
何
故
か
と
云
ふ
に
現
在
の
帥
敬
寺
院
の
存
績
は

漸
く
に
し
て
土
日
時
か
ら
の
因
襲
に
よ
り
て
、
そ
の
命
脈
を
得
て
ゐ

る
も
の
で
あ
る
去
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
良
き
因
襲
は
既
成
救
国

の
経
済
と
精
神
的
安
定
の
礎
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
因
襲
の
弱
き

寺
院
は
正
に
浅
薄
は
目
捷
で
あ
る
。
何
々
山
何
士
守
の
名
稿
は
最

に
し
て
一
左
れ
ど
門
家
の
徴
た
る
も
の
如
何
に
多
く
あ
る
か
は
生

宗

星持

み

，、、

fT) 

悩

活
す
る
も
の
L
み
の
知
る
現
欣
で
あ
る
。
と
の
故
情
は
ど
ろ
す
れ

ば
よ
い
か
、
私
は
一
目
ふ
、
本
化
白
川
島
一
止
教
ら
れ
た
る
五
網
敬
判
を

現
代
的
に
見
直
し
て
進
む
と
と
が
第
一
保
件
で
あ
り
、
第
二
は
救

聞
の
組
織
的
統
制
に
あ
る
。
と
の
こ
僚
件
の
完
備
は
本
化
宗
製
の

再
生
で
あ
り
、
敬
閣
の
勃
興
で
あ
る
と
思
ふ
。

＝
一
、
敬
判
の
見
直
し

先
に
述
べ
た
如
く
敬
判
は
鞍
機
時
間
序
の
五
綱
で
あ
る
。
初
の

較
で
あ
る
が
鰐
牟
出
世
の
本
懐
で
あ
る
法
華
経
と
云
ふ
信
念
は
結

構
で
あ
る
。
と
の
信
念
を
如
何
に
法
華
経
で
な
け
れ
ば
駄
目
で
あ

る
か
c
救
済
さ
れ
た
い
か
と
一
五
ふ
点
を
確
同
に
敬
接
的
論
擦
を
貰

詩
的
に
掴
ん
で
頂
き
た
い
。

弐
に
閣
柄
も
時
も
機
も
遣
っ
た
近
時
の
欣
勢
で
あ
る
。
と
れ
が

－
な
け
れ
ば
序
所
謂
流
通
宣
停
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
人
の

一
般
的
機
風
は
何
時
も
法
を
求
め
て
ゐ
る
。
叉
法
に
飢
え
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
な
れ
左
も
明
治
維
新
以
来
反
宗
教
的
敬
育
の
下
に
科

曲
学
的
に
進
歩
し
た
近
代
人
も
近
頃
漸
く
信
仰
の
必
要
さ
を
知
っ
て

九
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来
た
が
．
そ
れ
は
何
宗
祇
で
よ
い
或
は
宗
祇
で
な
く
と
も
自
己
の

牲
に
合
ふ
も
の
で
さ
へ
あ
れ
ば
と
一
足
ふ
の
で
あ
る
か
ら
宗
敬
心
は

幾
分
な
き
て
も
経
K

寺
院
と
人
心
と
隔
離
さ
れ
つ
L
あ
る
は
必
然

の
理
で
あ
る
。
と
の
人
心
に
針
機
説
法
的
に
な
も
ね
て
行
け
と
一
民

ふ
の
で
は
在
い
。
と
の
人
心
を
し
て
如
何
に
本
化
の
教
で
る
り
行

に
依
ら
・
な
け
れ
ば
救
情
さ
れ
な
い
遣
で
あ
る
か
と
云
ふ
事
を
殺
ゆ

る
だ
け
の
力
あ
る
敬
理
と
行
動
形
態
を
大
衆
的
た
ら
し
め
た
い
と

一
五
ふ
の
で
あ
る
。
具
体
実
は
斯
遣
の
犬
家
に
特
っ
と
同
時
に
吾
等

も
休
験
的
信
念
よ
り
研
究
し
だ
そ
う
と
思
ふ
。

回
、
教
国
の
組
織
的
続
制

次
に
私
は
現
救
国
を
組
織
的
統
制
あ
る
も
の
に
す
る
事
が
教
圏

の
復
白
血
円
で
あ
り
勃
興
で
あ
る
と
述
べ
た
い
。
そ
れ
は
る
た
が
ち
今

日
の
統
制
ば
や
り
の
言
葉
に
支
配
さ
れ
て
云
ふ
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
現
政
府
の
統
制
問
題
た
る
米
穀
に
し
ろ
産
繭
に
し
ろ
、
そ
れ

等
に
劃
し
て
は
む
し
ろ
反
封
の
意
見
を
も
っ
私
で
あ
る
。
さ
れ
ど

敢
闘
に
封
し
で
は
統
制
は
必
要
で
あ
ら
う
。
と
れ
も
一
冊
一
隔
た
寺
蒔

ヨL

と
法
子
相
続
に
よ
る
も
の
は
反
針
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
耐
情
な
る

家
族
制
寺
院
生
活
に
倣
れ
た
人
聞
の
本
能
的
思
想
に
あ
る
エ
ゴ
イ

ズ
ム
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
寺
院
に
到
す
る
宗
務
と
一
五
ふ

も
の
は
酷
評
す
れ
ば
恐
ら
く
机
上
の
皮
算
用
よ
り
割
出
さ
れ
た
宗

費
等
の
取
り
立
て
の
統
制
以
外
に
は
何
も
の
も
な
い
と
云
ふ
現
欣

で
あ
る
。
と
れ
で
一
体
宗
門
稜
展
、
阿
梅
同
妙
の
理
想
の
官
現
と

云
ふ
事
が
行
は
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
に
同
じ
て
本
末
寺
院
の

関
係
に
於
て
も
然
ら
ん
と
一
ー
ひ
た
い
。
或
は
五
口
人
の
尚
解
か
も
知

れ
左
い
が
、
か
L
る
感
情
を
持
た
し
め
る
現
般
に
見
ゆ
る
事
は
悲

し
い
事
貨
で
あ
る
。
此
底
に
於
て
私
の
意
見
が
あ
る
c
都
合
寺
院

は
い
ざ
知
ら
や
農
村
寺
院
の
現
在
に
於
け
る
安
定
せ
る
生
活
欣
態

は
檀
信
の
多
数
を
有
し
、
師
檀
関
係
の
因
襲
的
援
助
関
係
が
深
く

結
ば
れ
、
寺
誌
の
耐
一
隔
に
有
す
る
所
に
存
慢
の
可
能
が
あ
る
。
然

る
に
か
L
る
関
係
薄
く
宏
批
な
る
額
破
的
殿
堂
を
有
し
、
僅
か
の

・
寺
財
た
る
不
動
産
に
は
二
重
課
税
が
あ
て
ら
れ
、
慣
信
の
用
務
少

き
寺
院
は
有
名
無
貨
な
存
在
で
る
る
事
は
今
夏
言
を
侠
た
い
。
正

に
旋
落
淵
店
に
沿
か
れ
で
あ
る
の
で
あ
る
。



と
れ
を
知
っ
て
知
ら
左
い
も
の
L
多
い
の
が
現
主
の
本
山
で
あ

り
・
宗
務
院
で
あ
る
。
た
ど
役
目
的
危
事
務
に
の
み
波
頭
し
て
ゐ

て
少
し
も
伸
張
さ
す
ぺ
き
機
闘
に
具
体
的
集
が
た
い
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
的
集
と
は
土
地
、
般
勢
、
人
筑
に
劃
し
て
、
人
材
の
該

地
に
趨
す
る
や
否
や
の
問
題
が
起
っ
て
来
る
。
此
慮
に
所
謂
敬
事

の
趨
用
に
よ
る
組
織
的
統
制
、
即
ち
敬
は
前
に
論
じ
た
故
に
機
時

間
序
の
誼
用
を
進
言
し
た
い
の
で
あ
る
。
例
せ
ば
農
村
寺
院
に
於

け
る
と
の
地
、
と
の
民
に
‘
と
の
人
気
に
封
し
て
は
如
何
ゃ
う
た

入
聞
が
誼
鷹
し
殻
展
さ
せ
得
る
か
。
或
は
と
の
都
合
寺
院
に
は
と

云
ふ
や
う
に
敬
師
の
按
配
、
法
器
の
活
用
の
上
に
組
織
的
統
制
あ

ら
し
め
た
い
事
を
今
回
信
行
道
場
が
身
延
山
に
建
設
さ
れ
る
に
つ

け
で
も
感
や
る
所
で
あ
る
。
更
に
敬
聞
の
構
能
を
枇
合
的
に
力
あ

ら
し
め
る
と
一
区
ふ
事
が
、
岡
家
施
政
方
針
か
ら
云
つ
で
も
敬
化
運

動
を
徹
底
に
た
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る
事
を
痛
感
し
つ
L
項－
D
L
格

る。

企去，
耳ミ

事

情

み

の

玉
、
暗
路
に
あ
が
く

現
在
宗
撃
は
意
義
な
き
も
の
‘
活
動
性
な
き
も
の
で
あ
る
と
は

云
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
自
己
の
恐
を
費
表
す
る
も
の
で
あ
ら

ぅ
。
置
に
妙
法
は
高
速
で
あ
り
‘
永
遠
不
滅
の
毘
理
で
あ
り
‘
字

宙
の
定
規
で
あ
り
、
法
理
で
あ
る
事
は
感
や
る
。
な
れ
ど
も
現
代

の
人
心
の
上
か
ら
は
宗
敬
心
、
信
仰
心
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
且

濃
依
せ
ん
と
し
た
が
ら
も
現
在
の
寺
院
か
ら
遠
ざ
か
ら
ん
と
す
る

傾
向
が
あ
る
。
敬
遠
的
に
忌
越
せ
ん
と
す
る
あ
る
を
見
る
時
、
敬

圏
人
の
救
国
の
意
義
、
存
在
の
慣
値
を
認
識
せ
し
め
る
事
が
大
切

で
あ
る
。
敬
国
人
が
敬
遠
を
沿
そ
れ
で
俗
化
し
て
行
く
時
は
敬
圏

模
能
は
薄
ら
が
し
め
る
事
多
き
に
失
す
る
。
且
て
潰
岡
本
悠
帥
が

農
村
寺
院
改
革
に
つ
い
て
の
意
見
に
｝
村
二
一
部
、
・
学
院
の
公
合
致

化
等
の
改
革
意
見
が
か
L
れ
で
あ
っ
た
が
．
理
想
と
す
れ
ば
誠
に

結
構
で
あ
り
、
宮
現
可
能
な
ら
し
め
ば
申
分
た
し
と
一
ー
ひ
た
い
が

哀
れ
た
る
哉
一
般
人
心
は
そ
れ
を
改
革
せ
し
め
る
程
理
解
が
友
い

と
同
時
に
近
時
至
る
底
貧
弱
乍
ら
も
公
合
管
一
を
別
建
立
し
て
ゐ
る

九
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の
で
欲
し
ゃ
う
と
し
な
い
。
さ
り
と
て
寺
院
の
伽
躍
に
封
し
て
縮

少
す
る
事
に
も
喜
ば
・
な
い
。
「
た
ら
が
村
さ
の
沿
ホ
ご
と
一
五
ふ
肉
襲

的
観
念
は
活
動
た
き
淋
れ
た
ま
L
乍
ら
も
あ
る
を
喜
ぶ
が
村
人
の

心
・
：
・
：
此
庭
に
像
法
的
遺
物
た
る
伽
藍
は
向
上
も
時
に
は
退
歩
を

見
乍
ら
も
現
欣
維
持
の
露
命
、
住
職
は
粛
？
と
し
て
法
燈
相
続
伽

軍
相
績
に
寺
門
丹
誠
だ
、
養
誌
も
す
る
、
同
植
も
す
る
、
養
版
養

日
連
翠
人

御

遠

粗

藤

原

=ff: 
ノ、

序

日
蓮
大
聖
人
の
御
先
砲
に
封
し
て
は
古
来
色
々
の
設
が
あ
り
ま

し
て
一
定
し
ま
せ
ん
c
日
蓮
大
聖
人
は
伸
様
の
御
使
だ
か
ら
御
先

組
や
御
系
闘
等
は
ど
う
で
も
良
い
と
言
ふ
人
が
あ
り
ま
す
、
然
し

如
何
に
大
聖
人
が
三
千
年
の
昔
本
悌
沿
轄
迦
様
の
前
で
法
議
・
経
の

:IL 
l早｜

鶏
と
聖
借
行
基
た
ら
ん
と
す
る
7

さ
れ
ど
こ
の
巾
に
豪
mは
あ
り

貴
州
い
あ
り
す
る
、
農
村
寺
院
に
あ
り
な
が
ら
由
民
に
同
じ
て
行
基
の

行
を
な
し
得
宇
法
熔
淡
き
に
悲
し
む
も
の
あ
り
。
吠
風
サ
ツ
／
＼

と
立
初
む
る
法
窓
の
紙
舵
ぶ
れ
て
、
火
の
消
え
ざ
る
を
む
そ
れ
て

ゐ
る
o
時
正
に
日
鞍
交
戦
の
非
常
時
局
皇
軍
の
武
運
長
久
を
念
じ

つ
L

。

資

,F¥. 
品~

鈴

木

智

久

御
附
嘱
を
受
け
末
法
の
今
日
本
化
上
行
主
口
薩
の
再
誕
と
し
て
法
華

粧
を
弘
む
の
行
者
で
あ
り
ま
し
で
も
、
御
隔
親
が
・
な
く
て
は
此
の

世
の
中
に
御
生
れ
に
な
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
で
せ
う
し
、
叉
御

雨
親
も
共
の
御
先
祖
が
・
な
く
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

古
来
偉
人
と
か
賢
人
と
か
、
又
は
聖
人
と
か
言
は
れ
る
人
は
犬
山
崎

小
さ
い
時
か
ら
家
庭
教
育
、
御
用
親
の
救
化
に
よ
っ
て
後
年
偉
大


