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も
し
そ
れ
真
の
意
味
に
於おい
て
言
を
為
せ
ば
、
貧
と
富
と
は
幸
福
と
不
幸
福
と
に
対
し
て
相
即つ
く
と
こ
ろ

は
無
い
。
貧
で
も
幸
福
で
あ
り
得
、
ま
た
不
幸
福
で
あ
り
得
、
富
で
も
不
幸
福
で
有
り
得
、
ま
た
幸
福
で

有
り
得
る
か
ら
で
有
る
。
し
か
し
世
上
普
通
の
立
場
に
於
て
言
を
為
せ
ば
、
貧
と
い
う
こ
と
は
不
幸
福
を

意
味
し
、
富
と
い
う
こ
と
は
幸
福
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
貧
富
は
幸
不
幸
に
相
即
く
も
の
と
な
っ

て
居
る
。
貧
は
不
自
由
と
少
能
力
と
の
体
で
あ
り
、
富
は
自
由
と
多
能
力
と
の
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
実
際
に
於
て
世
人
の
多
数
は
、
体
験
上
に
貧
即
不
幸
、
富
即
幸
の
感
を
繰
返
す
こ
と
の
少す
く
無な
い
記

憶
か
ら
そ
う
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
理
窟
は
附
け
か
た
次
第
の
も
の
で
あ
る
。
感
じ
は
変
移
不
定
の
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
余
り
当あて
に
は

な
ら
な
い
。
貧
富
を
幸
不
幸
か
ら
引
離
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
も
、
理
窟
は
兎と
に
角かく
、
余
り
甘
心
す
る

人
は
あ
る
ま
い
。
貧
富
を
幸
不
幸
に
即
け
て
し
ま
お
う
と
い
う
の
も
、
そ
ん
な
に
面
白
い
見
解
で
は
無
い
、

俗
過
ぎ
る
。

　
釈
迦
の
弟
子
の
中
に
優
れ
た
者
が
二
人
あ
っ
た
。
そ
の
一
人
は
富
家
の
出
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
男

は
富
者
を 

憐  

愍 

れ
ん
び
ん

し
た
。
そ
れ
は
富
者
を
か
わ
い
そ
う
な
も
の
だ
と 

真  

実 

ほ
ん
と
う

に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
、
そ

こ
で
済
度
の
善
好
因
縁
を
造
り
出
そ
う
が
為
に
、
そ
の
男
は
貧
者
を
し
ば
ら
く
擱お
い
て
富
者
に
の
み
接
近
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し
て
、
こ
れ
を
善
誘
せ
ん
と
、
托
鉢
す
る
場
合
に
は
富
者
の
家
の
前
に
の
み
立
っ
た
。
他
の
一
人
は
貧
家

の
出
と
い
う
ほ
ど
で
も
無
い
が
貧
者
を
憐
愍
し
て
、
つ
く
づ
く
貧
者
を
幸
福
に
し
た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ

で
自
分
の
托
鉢
す
る
場
合
に
は
貧
者
の
家
を
の
み
択えら
ん
で
立
っ
て
、
伝
道
化
度
の
好
因
縁
を
造
ろ
う
と
し

た
。
富
貴
の
門
は
そ
の
顧
か
え
り
みる
と
こ
ろ
で
無
か
っ
た
。
二
人
と
も
道
理
の
あ
る
考
で
有
り
、
美
し
い
感
情
の

流
露
で
あ
っ
た
。
し
か
し
釈
迦
は
二
人
を
弾
可
し
た
。
そ
れ
は
傾
か
ん
よ
り
は
平
ら
か
に
、
私
有
ら
ん
よ

り
は
公
に
、
貧
富
を
択
む
の
念
に
住
せ
ず
し
て
平
等
に
化
度
し
た
が
宜
し
い
と
い
う
意
に
於おい
て
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
勿
論
も
っ
と
も
の
事
で
、
人
天
の
導
師
、
一
代
の
教
主
た
る
以
上
は
こ
う
無
く
て
は
叶かな
わ
ぬ
筈
で

あ
る
。
釈
迦
の
親
族
で
、
無
論
高
貴
の
種
姓
で
、
そ
し
て
二
十
相
好
を
具
え
た
と
云
わ
る
る
美
男
で
、
か

つ
ま
た
心
の
優
し
い
、
し
か
も
道
に
進
む
の
望
を
有
し
て
弟
子
と
な
っ
て
い
た
阿
難
あ
な
ん
は
、
こ
の
事
を
目
撃

し
て
、
成
程
貧
富
を
平
等
に
視
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
、
如
何
な
る
家
を
も
択
ぶ
こ
と
無
く
接

近
し
た
。
と
こ
ろ
が
阿
難
は
ま
だ
前
の
二
人
の
弟
子
に
も
劣
っ
て
い
た
境
地
の
身
分
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ

の
所
行
の
み
が
釈
迦
の
言
を
実
現
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
偶
然
に
最
も
鄙いや
し
い
種
族
の
家
を
お
と
ず
れ

る
と
、
忽
た
ち
まち
其そ
家こ
の
女
に
惚ほ
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
貧
富
の
前
に
大
手
を
振
っ
て
歩
い
た
の
は
可
い
が
、

恋
と
い
う
変
な
者
に 

掩  

撃 

え
ん
げ
き

さ
れ
た
の
で
、
鉛
の
獅し
子し
が
火
に
逢
っ
た
よ
う
に
忽
ち
ぐ
に
ゃ
り
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
、
捕
虜
に
さ
れ
て
危
く
自
体
を
失
わ
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の 

魔 

鄧 

女 

ま
と
う
に
ょ

因
縁
の
譚
は
面
白
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い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
貧
富
な
ど
い
う
こ
と
は
恋
の
烈
火
の
前
に
は
一
片
の
塵
ぐ
ら
い
な
も
の
だ
。

　
閑
話
休
題
、
貧
者
は
多
い
、
富
者
は
少
い
。
貧
の
為
に
嗟
嘆
し
た
り
怨
憤
し
た
り
、
甚
は
な
は
だし
き
に
至
っ
て

は
自
ら
殺
し
、
人
を
殺
す
に
至
る
者
も
あ
る
。
さ
れ
ば
同
じ
事
な
ら
貧
の
為
に
何
か
言
っ
た
り
考
え
た
り

行や
っ
た
り
し
た
方
が
面
白
い
。
少
く
と
も
多
く
の
人
は
貧
乏
が
大
嫌
い
で
、
そ
の
嫌
い
な
も
の
が
生
憎
附つ

   

纏 

き
ま
と
っ
て
来
る
の
で
困
苦
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
貧
即
不
幸
な
ん
ぞ
と
い
う
妄
信
ぐ
ら
い
は
除
却
す
る
よ

う
に
し
た
い
も
の
だ
。
し
か
し
自
分
も
貧
乏
が 

大  

好 

だ
い
す
き

だ
と
も 

云  

兼 

い
い
か
ね

る
。
貧
乏
神
の
渋
団
扇
で
煽あお
が
れ

て
戦ふる
え
な
が
ら
、
あ
あ
涼
し
い
と
顎
を
撫
で
る
ほ
ど
納
ま
り
か
え
っ
て
い
る
訳
に
も
行
か
ぬ
。
ま
た
多
く

の
人
に
対
し
て
貧
乏
宗
宣
伝
を
試
み
ん
と
す
る
如
き
料
簡
も
無
い
。
た
だ
貧
の
為
に
、
貧
即
不
幸
と
決
め

て
い
る
人
々
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
妄
信
を
妄
信
な
り
と
し
て
排
し
た
い
。

　
貧
乏
は
嫌
が
る
か
ら
辛
い
の
で
、
辛
い
か
ら
不
幸
を
感
じ
る
の
だ
。
渋
い
も
の
や
苦
い
も
の
は
嫌
が
る

人
が
多
い
に
は
違
い
無
い
。
し
か
し
嫌
が
る
べ
し
と
定
ま
っ
た
訳
で
も
無
い
。
嫌
が
ら
な
い
人
に
な
れ
ば

銭
を
捐す
て
て
渋
う
る
か
を
買
っ
て
食
べ
て
喜
ん
で
い
る
。
蕗ふき
の
薹とう
を
温
灰
焼
に
し
て
食
え
ば
苦
い
に
は
違

い
無
い
、
し
か
し
中
々
佳
い
味
だ
。
甘
い
も
の
は
好
む
人
が
多
い
に
は
相
違
無
い
。
し
か
し
甘
藷
な
ど
食

う
の
は
、
嫌
が
る
人
に
な
れ
ば
随
分
恐
ろ
し
い
刑
罰
ぐ
ら
い
に
思
う
も
の
も
あ
る
。
蛆うじ
の
生
じ
て
い
る
も

の
は
食
い
た
が
ら
ぬ
人
が
多
い
。
し
か
し
チ
ー
ズ
を
嗜
む
者
は
誰
が
蛆
を
嫌
が
ろ
う
。
蜂
の
卵
を
食
う
の
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は
蛆
そ
の
物
を
食
う
の
で
あ
る
が
、
嫌
が
ら
ぬ
段
に
な
れ
ば
高
い
価
を
払
っ
た
り
、
ま
た
は
蜂
に
螫さ
さ
れ

な
ど
し
て
も
そ
の
品
を
得
て
喜
ん
で
居
る
。
魚
や
鳥
獣
の
肉
は
、
人
々
皆
自
己
等

お
の
れ
ら

は
そ
の
新
鮮
な
の
を
賞

し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
少
し
も
嫌
が
っ
て
居
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
何
ぞ
知
ら
ん
真
に
新
鮮

な
肉
を
提
供
す
れ
ば
、
こ
の
魚
は
寄
生
動
物
が
居
る
と
て
鰹
か
つ
おや
鰤ぶり
を
人
々
は
斥
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の

雞
肉
は
硬
い
、
こ
の
牛
肉
は
硬
い
と
て
人
々
は
喜
ば
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
々
は
や
や
陳ふる
い
鰹
や
鰤
や
雞
肉
牛

肉
を
嫌
が
ら
な
い
で
、
実
は
自
己
等
の
嫌
が
ら
ぬ
度
合
の
や
や
古
い
魚
鳥
獣
肉
を
新
鮮
と
名
づ
け
て
居
る

の
で
あ
る
。
煙
草
を
厭
わ
ぬ
動
物
は
少
い
。
人
間
も
初
め
て
吸
煙
す
る
時
、
咳
を
し
た
り
涙
を
こ
ぼ
し
た

り
眩
暈
め
ま
い
気
味
を
感
じ
た
り
せ
ぬ
も
の
は
少
い
。
し
か
し
嫌
が
ら
ぬ
段
に
な
れ
ば
驚
く
べ
き
消
費
を
敢
て
し

て
、
獅
子
の
香
炉
の
如
く
に
鼻
の
孔
か
ら
白
い
煙
を
吐
い
て
、
こ
れ
ば
か
り
は
や
め
ら
れ
ぬ
な
ど
と
喜
ん

で
い
る
。
人
々
回
顧
を
試
み
よ
。
幼
年
時
代
少
年
時
代
よ
り
壮
老
に
及
ん
で
、
自
己
の
最
大
喫
緊
事
件
た

る
食
物
に
於
け
る
嫌
が
る
嫌
が
ら
ぬ
と
好
く
好
か
ぬ
と
の
変
化
遷
移
に
驚
か
ぬ
も
の
は
無
か
ろ
う
。
初
め

は 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

と
雖
い
え
ども
甘
い
も
の
を
好
み
、
漸
よ
う
やく
成
長
す
る
に
及
ん
で
は
、
砂
糖
の
多
い
物
即
ち
美
味
な
り
と

す
る
が
如
き
幼
穉
よ
う
ち
の
境
を 

蝉  

脱 

せ
ん
だ
つ

し
て
、
甘
味
即
美
味
の
妄
な
る
を
不
知
不
識
の
間
に
会
得
し
、
ま
た
幼

穉
の
時
代
に
於おい
て
嫌
が
っ
た
多
く
の
物
に
於
て
嘆
美
す
べ
き
真
味
の
佳
な
る
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
認
め

る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
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嫌
が
る
嫌
が
ら
ぬ
と
い
う
は
主
観
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
観
的
の
そ
れ
は
た
だ
そ
の
時
に
於
て
の

み
真
で
あ
る
、
他
の
時
に
於
て
は
真
で
無
く
な
る
の
は
争
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
時
間
に

於
て
持
続
し
、
多
数
間
に
於
て
相
同
じ
き
時
は
、
牢
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ず
、
儼げん
と
し
て
動
か
す
可べ
か
ら

ざ
る
も
の
の
如
く
見
え
、
習
慣
的
惰
力
を
生
ず
る
に
至
る
の
も
ま
た
争
う
可
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
。
貧

を
嫌
が
り
、
そ
の
嫌
が
る
と
こ
ろ
の
貧
に 

附  

纏 

つ
き
ま
と

わ
れ
勝
な
と
こ
ろ
か
ら
、
貧
即
不
幸
と
感
ず
る
の
も
こ

の
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。
が
、
貧
と
不
幸
と
は
必
ず
し
も
徹
頭
徹
尾
取
離
す
こ
と
の
出
来
ぬ
関
係
に
あ
る

も
の
で
は
無
い
。
甘
味
即
美
味
と
す
る
幼
稚
の
味
覚
と
、
富
即
幸
福
と
す
る
多
数
人
の
考
と
は
、
事
情
が

甚はな
はだ
酷よ
く
相
肖
あ
い
に
て
い
る
。
甘
味
少
け
れ
ば
美
味
な
ら
ず
と
す
る
の
と
、
貧
即
ち
不
幸
福
と
す
る
の
と
は
、

甚
だ
酷
く
相
肖
て
い
る
。
そ
の
実
を
云
え
ば
、
貧
で
も
幸
福
が
あ
り
得
、
富
ん
で
も
不
幸
が
あ
る
こ
と
は
、

少
し
く
世
相
を
看
破
し
た
人
に
あ
っ
て
は
誰
も
認
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
喩たと
え
ば
砂
糖
の
有

無
多
少
が
必
ず
し
も
美
味
不
美
味
に
正
比
例
を
な
さ
ぬ
と
同
じ
き
が
如
く
に
受
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
多

数
の
厨
婦
が
砂
糖
や
味
醂
み
り
ん
の
崇
拝
と
妄
用
に
よ
っ
て
却
っ
て
真
の
美
味
を
害
す
る
結
果
を
生
ず
る
と
同
様

に
、
多
数
の
人
々
は
富
の
崇
拝
、
貧
の
い
や
が
り
に
因
っ
て
、
却
っ
て
真
の
幸
福
を
自
害
自
損
し
て
い
る
。

貧
を
厭
い
富
を
欣
よ
ろ
こぶ
の
念
を
今
少
し
緩
く
す
る
か
、
も
し
く
は
こ
れ
を
放
下
し
さ
え
す
れ
ば
、
幸
福
を
生

じ
、
も
し
く
は
幸
福
で
あ
り
得
る
も
の
を
、
貧
即
不
幸
福
の
俗
見
に
囚
わ
る
る
こ
と
の
甚
は
な
は
だし
い
為
に
、
却
か
え
っ
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て
幸
福
を
失
し
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
多
い
。
貧
即
幸
福
と
云
っ
て
は
矯
激
に
な
る
が
、
貧
を
厭
う
の
念
を

さ
え
忘
る
れ
ば
即
座
に
幸
福
で
あ
り
得
る
も
の
を
、
厭
貧
の
念
に
駆
ら
れ
て
悶
々
戚
々
の
境
を
現
じ
て
居

る
者
の
甚
だ
多
い
の
は
、
そ
の
人
の
為
に
痛
惜
に
堪
え
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
人
皆 

原  

憲 

げ
ん
け
ん 

顔  

回 

が
ん
か
い

た
れ
と
い

う
の
で
は
無
い
が
、  

蓬 

樞 

甕 

牖 

箪 

食 

瓢 

飲   

ほ
う
す
う
お
う
い
う
た
ん
し
ひ
ょ
う
い
ん

で
も
幸
福
の
存
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
会
し
得
て

的
確
な
ら
ば
、
貧
も
ま
た
然さ
の
み
厭
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
無
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
原
憲
顔
回
の

  

境    

界  

き
ょ
う
が
い

に
到
ら
ず
と
も
、 

遊  

外 

ゆ
う
が
い

老
人
位
で
さ
え
、
「
貧
は
人
を
苦
め
ず
、
人
貧
に
苦
し
む
」
と
い
う

句
を
吐
い
て
い
る
。
老
人
は
貧
の
人
を
苦
し
め
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
幸
福
に
朝
暮
を
送
り
得
た

の
で
あ
る
。
語
り
物
に
よ
れ
ば
、
貧
乏
で
名
高
い
曾
我
の
若
殿
に
愛
を
捧
げ
た
美
人
も
、
「
貧
の
病
は
苦

に
な
ら
ず
、
ほ
か
の
病
の
無
か
れ
か
し
」
と
喝
破
し
て
い
る
。
い
い
女
だ
、
洒
落
て
い
る
。
意
気
愛
す
可べ

し
だ
。
勿
論
恋
愛
と
い
う
も
の
は
桂
馬
と
い
う
将
棋
の
駒
が
如
何
な
る
他
の
駒
の
威
厳
を
も
無
視
し
て
働

く
よ
う
に
幽
奇
神
奇
の
働
を
す
る
も
の
だ
か
ら
、
恋
愛
に
憑
か
れ
た
者
は
随
分
俗
物
で
も
貧
富
位
は
容
易

に
突
破
超
越
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
貧
乏
即
不
幸
福
な
ど
い
う
妄
見
は
そ
の
霊
光
に
よ
っ
て
照
破
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
俚
謡
り
よ
う
に
「
竹
の
柱
に
茅
の
檐
」
と
唱
う
の
も
、
「
手
鍋
提
げ
て
も
」
と
唱
う
の
も
、

貧
即
不
幸
福
の
妄
見
を
照
破
し
て
し
ま
っ
て
い
る
手
近
い
例
だ
。
し
か
し
貧
乏
嫌
い
の
女
房
と
な
る
と
、

亭
主
に
対むか
っ
て
「
ほ
か
の
病
は
苦
に
な
ら
ず
、
貧
の
病
の
無
か
れ
か
し
」
と
念
ず
る
。
黄
金
運
の
無
い
夫
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と
見
る
と
、
生
命
保
険
に
さ
え
入
っ
て
居
て
呉
れ
れ
ば
卒
中
で
死
ん
で
貰
っ
た
方
が
世
の
中
の
融
通
が
好

い
位
に
思
わ
ぬ
で
も
無
い
か
知
れ
ぬ
。
そ
れ
も
中
々
洒
落
て
い
る
だ
ろ
う
か
知
ら
ぬ
が
、
亭
主
の
身
に
な

っ
て
は
面
白
く
な
さ
そ
う
だ
。
そ
こ
で
亭
主
も
富
即
幸
福
の
宗
門
に
帰
依
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
富
に
は

到
り
易
く
無
い
。
即
ち
大
抵
は
幸
福
を
感
ぜ
ず
に
、
埋
地
の 

足  

前 

た
し
ま
え

に
も
な
ら
な
い
ア
ス
ガ
ラ
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
面
白
く
な
さ
そ
う
な
事
だ
。
寧
ろ
貧
富
と
幸
福
不
幸
福
と
を
正
比
例
だ
と

思
う
如
き
妄
見
を
脱
却
し
て
、
貧
乏
は
貧
乏
で
も
幸
福
は
幸
福
で
あ
る
と
い
う
見
方
に
し
て
、
灰
打
ち
た

た
く
鰮
う
る
め一
枚
を
二
人
で
飯
の
菜
に
し
て
も
、
清
く
面
白
く
暮
ら
し
た
方
が
端
的
に
美
的
生
活
即
幸
福
生
活

で
あ
る
。
「
細
工
人
は
一
生
貧
な
る
も
の
と
覚
悟
し
て
」
と
云
っ
た
彫
金
家
の
安
親
の
生
活
は
幸
福
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
明
治
の
そ
の
彫
金
家
は
富
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
生
活
は
美
的
で
も
幸
福
的
で
も

有
っ
た
と
は
想
え
ぬ
。

　
貧
即
不
幸
福
の
宗
門
者
は
、
と
も
す
れ
ば
食
え
な
く
て
は
堪
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
説
く
。
恋
し
さ
と
ひ

も
じ
さ
と
で
は
、
ひ
も
じ
さ
が
痛
切
だ
と
い
う
意
味
の
歌
が
有
る
。
ま
た
「
死
ぬ
ほ
ど
惚
れ
て
も
貧
乏
人

は
い
や
だ
、
出
来
り
ゃ
吾
が
児
が
寒
ざ
ら
し
」
な
ど
い
う
俚
謡
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
半
面
の
真
を
露
わ
し

て
居
る
が
、
全
部
の
真
で
は
無
い
。
半
分
は
嘘
だ
。
安
心
す
べ
し
、
身
を
投
げ
て
死
な
ん
と
し
て
も
大
抵

は
死
ね
ぬ
世
で
あ
る
。
「
肩
あ
れ
ば
着
ざ
る
無
く
、
口
有
れ
ば
食
わ
ざ
る
無
し
」
と
い
う
古
語
の
通
り
で
、
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肩
が
無
く
な
ら
ぬ
限
り
、
口
が
無
く
な
ら
ぬ
限
り
は
、
飢
寒
で
死
ぬ
こ
と
は
少
い
。
露ロ
西シ
亜ア
の
如
き
国
状

を
醸
し
出
す
と
こ
ろ
の  

狂    

妄  

き
ょ
う
も
う

陋
悪
ろ
う
お
の
思
想
や
感
情
が
行
わ
れ
た
ら
飢
餓
で
死
ぬ
人
も
沢
山
出
来
る
で

あ
ろ
う
が
、
然さ
も
な
い
限
り
は
貧
乏
は
生
命
に
別
状
は
無
い
も
の
だ
。
貧
乏
を
嫌
が
る
強
迫
観
念
の
強
烈

な
の
に
囚
わ
れ
た
も
の
だ
け
が
生
命
に
別
状
を
起
す
の
で
あ
る
。 

滔  

々 

と
う
と
う

た
る
世
上
の
人
、
実
は
大
な
り

小
な
り
厭
貧
的
強
迫
観
念
に
囚
わ
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
有
る
ま
い
か
。
稀
有
な
事
例
に
属
す
る
病

的
苦
悩
を
抱
い
て
居
る
者
を
、
医
家
も
世
人
も
強
迫
観
念
に
囚
わ
れ
て
居
る
と
い
う
が
、
達
者
の
眼
か
ら

看
た
ら
大
抵
の
人
は
貧
即
不
幸
福
の
強
迫
観
念
所
有
者
で
、
そ
れ
は
慥
た
し
かに
病
的
で
あ
る
の
で
は
有
る
ま
い

か
。
一
ツ
目
小
僧
ば
か
り
の
国
へ
行
っ
た
ら
二
ツ
目
の
あ
る
普
通
人
が
見
世
物
に
さ
れ
た
と
い
う
の
と
同

じ
話
で
、
古
い
に
し
えか
ら
貧
乏
を
然
ほ
ど
苦
に
せ
ぬ
人
々
は
、
貧
乏
を
苦
に
す
る
人
々
の
多
い
世
の
中
で
は
奇
談

の
材
料
と
さ
れ
稀
有
の
変
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
多
く
の
貧
を
苦
ん
で
い
る
人
々
の
方
が
、
苦
ん
で

い
る
だ
け
即
ち
病
的
な
の
で
は
有
る
ま
い
か
。
貧
乏
で
首
を
縊くく
る
人
も
無
い
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
そ
れ

は
貧
乏
が
そ
の
人
を
殺
し
た
と
云
わ
ん
よ
り
は
、
貧
乏
即
不
幸
福
の
強
迫
観
念
が
そ
の
人
を
殺
し
た
と
云

っ
た
方
が
正
し
か
ろ
う
。
何
故
と
い
う
に
、
貧
に
安
ん
ず
れ
ば
必
ず
や
死
に
臨
む
前
に
於おい
て
既
に
早
く
幸

福
と
希
望
と
勇
気
と
を
得
て
、
極
端
の
場
合
に 

差  

逼 

さ
し
せ
ま

る
に
至
ら
ず
に
済
む
で
あ
ろ
う
。
貧
乏
を
嫌
が
り

嫌
が
り
て
日
を
送
る
か
ら 

愈  

々 

い
よ
い
よ

貧
乏
に
な
る
。
愈
々
貧
乏
に
な
り
て
極
端
の
貧
乏
と
面
を
対
わ
す
に
及
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ん
で
堪
え
ら
れ
な
く
て
死
を
取
る
。
そ
の
心
状
は
悲
し
む
べ
き
者
で
あ
る
。
故
に
そ
の
死
を
取
ら
ん
と
す

る
に
当
り
て 

偶  

々 

た
ま
た
ま

或ある
事
情
に
よ
っ
て
死
せ
ざ
る
を
得
る
時
は
、
そ
の
病
的
観
念
は
却
て
破
壊
し
潰
滅
し

て
、
そ
こ
に
健
的
の
人
と
更
生
し
、
即
ち
勇
気
に
満
ち
希
望
に
生
く
る
人
と
な
っ
て
働
き
出
し
、
そ
し
て

社
会
に
於
け
る
地
平
線
上
の
人
と
な
る
に
至
る
を
得
る
の
実
例
は
数
々
見
受
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
忌
憚
無
く
言
わ
し
む
れ
ば
、
貧
即
不
幸
福
の
妄
信
が
生
じ
て
よ
り
以
来
、
人
々
は
長
い
間
沈
淪
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
れ
は
世
が
未
だ
進
歩
せ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
砂
糖
気
の
少
い
者
は
美
味
で
無
い
と
信
じ
て
い

る
程
度
の
味
覚
を
有
せ
る
如
き
人
々
の
程
度
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
の
人
々
は
他
人
の
有も
て

る
砂
糖
を
我
等
が
有
ち
得
た
ら
ば
幸
福
で
有
ろ
う
と
云
う
が
如
き
妄
想
を
有
し
て
い
る
。
学
者
も
為
政
者

も
社
界
の
真
の
幸
福
を
希
求
す
る
人
々
も
、
財
の
分
配
が
す
べ
よ
く
行
わ
れ
た
ら
社
会
は
幸
福
に
な
る
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
根
本
に
は
甘
味
偏
重
の
幼
稚
な
る
感
じ
の
如
き
財
利
偏
重
、
貧
乏
大

嫌
い
の
幼
稚
な
る
考
が
強
迫
観
念
の
如
く 
附  
纏 
つ
き
ま
と

う
て
い
る
。
真
の
幸
福
と
い
う
も
の
は
そ
ん
な
と
こ
ろ

か
ら
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
は
無
い
。
馬
鹿
馬
鹿
し
い
程
後
れ
て
い
る
世
だ
。
快
よ
く
そ
の
幼
稚
な
境
界
を

世
が
経
過
し
て
し
ま
わ
ぬ
間
は
、
世
は
何
時
ま
で
も
不
幸
福
を
感
ず
る
人
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　
富
即
幸
福
の
信
条
に
住
し
て
偶
々
富
を
得
た
人
々
の
方
は
ど
う
だ
。
こ
の
人
々
の
中
、
聰
明
な
資
質
を
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有
し
て
居
る
人
々
は
、
自
己
の
妄
信
が
自
己
を
幸
福
に
為
さ
無
か
っ
た
事
に
気
づ
か
ぬ
訳
に
は
行
か
ぬ
。

 
極  
々 
ご
く
ご
く

愚
鈍
の
富
者
は
小
間
物
屋
の 

肆  

前 

み
せ
さ
き

に
立
っ
て
、
噫ああ
悲
し
い
哉かな
、
今
は
吾
が
買
う
可べ
き
何
物
を
も

新
に
見
出
し
得
ざ
る
に
至
っ
た
と
嘆
じ
て
、
何
か
買
い
た
い
物
の
有
っ
た
時
の
幸
福
さ
を
味
わ
う
と
同
時

に
、
豊
満
せ
る
財
嚢
を
抛う
ち
棄
て
て
落
涙
す
る
と
い
う
昔
話
を 

其  

儘 

そ
の
ま
ま

演
出
す
る
に
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
以
上
の
大
病
的
な
る
富
者
は
、
既
に
富
ん
で
も
な
お
そ
の
心
は
貧
し
く
て
、
弥
が
上
に
も
富
を
欲
し

て
、
一
生
貧
乏
人
と
同
様
に
戚
々
汲
々
と
し
て
終
る
者
も
あ
る
。
こ
れ
は
本
よ
り
痴ち
愚ぐ 

瘋  

癲 

ふ
う
て
ん

の
類
で
、

三
度
も
生
れ
代
ら
な
け
れ
ば
貧
乏
人
に
も
な
れ
ぬ
程
の
不
幸
な
人
で
、
論
外
で
あ
る
。
そ
こ
で
富
者
は
富

即
幸
福
の
妄
信
の
破
れ
る
と
共
に
、
或
あ
る
いは
趣
味
に
生
き
よ
う
と
し
た
り
、
或
は
道
義
に
生
き
よ
う
と
し
た

り
、
或
は
名
誉
慾
に
生
き
よ
う
と
し
た
り
、
或
は
知
識
慾
に
生
き
よ
う
と
し
た
り
す
る
に
至
る
。
名
誉
知

識
を
欲
す
る
者
は
尚
他
日
復
ふ
た
たび
背
負
投
を
食
わ
さ
れ
る
、
そ
の
名
誉
知
識
を
獲
得
し
た
暁
の
気
づ
か
わ
れ

る
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
々
満
足
を
得
難
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
ち
に
お
迎
え
に
遭
遇
し
て
厭

々
な
が
ら
引
ず
ら
れ
て
行
く
。
最
も
聰
明
な
者
は
犠
牲
的
精
神
に
満
ち
た
月
日
を
送
る
が
、
仔
細
に
観
察

す
れ
ば
そ
の
日
常
は
高
貴
で
こ
そ
あ
れ
、
貧
乏
人
が
富
を
得
ん
と
し
て
働
く
の
よ
り
も
中
々
楽
で
無
い
も

の
で
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
楽
を
し
た
い
、
安
閑
を
楽
し
み
た
い
な
ど
と
思
う
者
は
忘
れ
て
も
富
者
な
ど
に

な
る
べ
き
も
の
で
は
無
い
。
最
も
い
き
な
者
は
全
部
の
富
を
抛ほう
り
出
し
て
し
ま
っ
て
、
虚
実
は 

不  

確 

ふ
た
し
か

だ
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が
龐
居
士
の
如
く
そ
の
日
暮
ら
し
の
笊ざ
籮る
造
り
な
ん
ぞ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
い
。
実
に
い
い
。

富
者
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
最
も
い
き
な
の
が
、
笊
籮
や
味
噌
漉

み
そ
こ
し

造
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
味
噌
漉
の
底
に

た
ま
れ
る
大
晦
日
こ
す
に
こ
さ
れ
ず
こ
さ
れ
ず
に
こ
す
、
貧
乏
の
方
が
一
寸
面
白
味
が
有
ろ
う
。
双
六
は

上
ら
ぬ
う
ち
が
面
白
い
の
だ
。
貧
富
何
ぞ
論
ず
る
に
足
ら
ん
や
、
た
だ
一
日
を
如
実
に
働
く
べ
き
の
み
、

幸
福
も
不
幸
福
も
忘
れ
た
時
が
真
の
幸
福
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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