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悪
は
見
ず
に
、
常
に
善
い
方
面
を
見
る

　

子
供
は
最
も
多
く
母
親
の
な
す
こ
と
、
い
う
こ
と
の
影
響
を
受

け
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
母
親
の
性
質
と
か
心こ
こ
ろ

持も
ち

、
態
度
と

い
う
も
の
が
子
供
に
最
も
多
く
現
れ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
が
お
子
さ
ん
に
も
っ
と
よ
い
性
質
が
ほ

し
い
と
思
わ
れ
た
ら
、
先
ず
自み
ず
から
を
省か
え
りみ
て
自
分
が
よ
く
な
っ
て

頂
く
こ
と
が
肝か
ん

腎じ
ん

な
の
で
あ
り
ま
す
。

　

子
供
と
い
う
も
の
は
、「
お
前
は
悪
い
悪
い
」
と
叱し
か

っ
て
も
な

か
な
か
よ
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
に
善
い
方
面
を
見

　

子
供
の
教
育
と
は
、
実
は
ま
ず
親
の
教
育

　

私
は
こ
こ
に
本
当
の
人
間
の
教
育
と
い
う
こ
と
、
そ
の
本
当
の

人
間
を
造
る
と
こ
ろ
の
「
子
供
の
教
育
法
」
を
説
こ
う
と
す
る
の

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
子
供
の
教
育
と
い
う
こ
と
は
本
当
は
大
人

の
教
育
な
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
は
子
供
の
教
育
を
説
く

前
に
先ま

ず
大
人
に
説
く
倫
理
を
以も
っ

て
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
子

を
良
く
す
る
に
は
先
ず
親
を
教
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

程ほ
ど

親
の
心
は
子
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
新
編
『
生
命
の
實
相
』
第
22
巻
13
頁
）
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る
よ
う
に
し
て
、
悪
は
見
ず
に
、
子
供
の
完
全
円
満
な
実
相
を
見

る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
賞ほ

め
言
葉
で
誘
導
し
て
い
れ
ば
必
ず
よ

く
な
っ
て
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）命
令
や
吩い
い

咐つ
け

よ
り
も
、

行
い
で
手
本
を
示
さ
れ
ま
す
と
、
子
供
は
直す

ぐ
そ
の
真ま

似ね

を
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
常
に
子
供
に
よ
い
実
例
を
示
し
、
常
に

よ
き
行
為
の
模
範
に
な
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。

（
新
編
『
生
命
の
實
相
』
第
22
巻
71
～
72
頁
）

　

子
供
を
信
じ
る
褒ほ

め
言
葉
が
、
子
供
を
善
く
す
る

　

親
の
心
が
子
に
映
る
の
が
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。
子
を
教
育
す
る
前
に
先ま

ず
親
が
自み
ず
から

を
教
育
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

子
の
成
績
が
悪
い
と
い
う
の
も
、
親
、
或あ
る
いは

学
校
の
先
生
が
悪

く
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
千
葉
県
の
白し
ろ

里さ
と

村む
ら

に

小お

倉ぐ
ら

久き
ゅ
う之の

丞じ
ょ
うさ
ん
と
い
う
小
学
校
の
先
生
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

或あ
る

日ひ

、
他
の
教
室
の
授
業
時
間
を
参
観
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、

そ
の
組く

み

の
受う
け

持も
ち

の
女
の
先
生
が
一
人
の
子
供
を
つ
か
ま
え
て
大
変

怒お
こ

っ
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。「
お
前
位く
ら
い

出
来
の
悪
い
子
は
な
い
。

実
に
お
前
は
な
ま
け
も
の
だ
。
先
生
の
教
え
を
少
し
も
注
意
し
て

き
か
な
い
」
と
い
っ
て
ひ
ど
く
叱し
か

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し

た
。
や
が
て
そ
の
時
間
が
す
ん
で
か
ら
、
徐お
も
むろ
に
小
倉
久
之
丞
先

生
が
そ
の
子
に
近
付
い
て
「
あ
な
た
は
好よ

い
子
だ
ね
え
」
と
静
か

に
お
褒ほ

め
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。「
あ
な
た
は
よ
く
勉
強

す
る
ね
、
き
っ
と
よ
く
出
来
る
子
に
な
る
よ
！
」
と
柔や
さ

し
い
、
し

か
し
、
子
供
の
善
さ
を
固
く
信
ず
る
よ
う
な
語
調
で
、
簡
単
に
ほ

め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
後
そ
の
子
の
性
質
が

一
変
し
て
、
大
変
よ
く
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
事
実
を
見
て
、
職
員
会
議
の
時
に
そ
の
女
の
先
生
が
起た

ち

上あ
が

っ
て
告
白
さ
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。「
私
の
こ
れ
迄ま
で

の
子
供

の
教
え
方
は
間
違
っ
て
い
ま
し
た
」
と
い
っ
て
皆
の
前
で
懺ざ
ん

悔げ

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
単
に
そ
れ
だ
け
の
優
し

い
、
信
じ
て
く
れ
る
賞ほ

め
言
葉
が
、
子
供
を
善
く
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。「
お
前
は
ほ
ん
と
に
よ
い
子
だ
よ
」
と
い
う
、
そ
れ
だ
け

の
言
葉
に
す
ら
子
供
を
生
か
す
力
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
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に
先
生
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
し
て
、「
こ
ん
な
悪
い
子
は
あ
り
ゃ

し
な
い
」
な
ん
て
怒お
こ

れ
ば
、
子
供
は
正
直
な
も
の
で
、「
先
生
は

偉
い
」
と
信
じ
き
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
偉
い
と

信
じ
て
い
る
先
生
が
、「
自
分
を
世
の
中
で
一
番
悪
い
子
だ
と
い

う
ん
だ
か
ら
ほ
ん
と
に
そ
う
か
も
知
れ
な
い
」
と
、
子
供
が
そ
う

思
っ
て
し
ま
っ
た
が
最
後
、
勉
強
に
興
味
が
な
く
な
り
、
先
生
に

嫌
わ
れ
た
と
思
っ
て
、
教
室
に
い
て
も
面お
も

白し
ろ

く
な
く
成
績
も
ず
ん

ず
ん
悪
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
で

子
供
が
良
く
も
な
り
、
悪
く
も
な
る
、
通
信
簿
に
書
い
て
あ
る
子

供
の
成
績
は
、
実
は
親
の
成
績
表
で
あ
り
先
生
の
成
績
表
だ
と
い

っ
て
好よ

い
位く
ら
いで
あ
り
ま
す
。

（
新
編
『
生
命
の
實
相
』
第
22
巻
20
～
23
頁
）

　

子
供
を
生
か
し
て
い
る
の
は
神
の
力
で
あ
る

　

多
く
の
母
親
は
子
供
の
こ
と
を
あ
ま
り
に
取と
り

越こ
し

苦く

労ろ
う

す
る
た
め

に
、
却か
え

っ
て
子
供
に
悪あ
く

思し

念ね
ん

を
放
送
し
て
子
供
の
健
康
や
運
命
を

害
し
て
い
る
。
或あ

る
母
親
は
一
瞬
間
で
も
自
分
の
眼め

の
前
に
い
な

い
と
心
配
で
た
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。彼
は
自
分
の
想
像
の
中う

ち

で
、

躓つ
ま
ずい

て
転
ん
で
い
る
自
分
の
子
供
の
姿
を
思
い
浮う
か

べ
る
。
自
動
車

に
ひ
か
れ
て
死
に
か
か
っ
て
い
る
自
分
の
子
供
の
姿
を
思
い
浮
べ

る
。
水
に
陥は
ま

っ
て
溺お
ぼ

れ
か
か
っ
て
い
る
自
分
の
子
供
の
姿
を
思
い

浮
べ
る
。
世
の
母
親
よ
、
何な

故ぜ

あ
な
た
は
こ
の
反
対
を
し
て
は

い
け
な
い
の
か
。
こ
ん
な
取
越
苦
労
が
起
る
の
は
、
子
供
を
神

の
子
だ
と
思
わ
な
い
で
人
間
の
子
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
神

の
子
は
神
が
育
て
、
人
間
の
子
は
人
間
が
育
て
る
。
人
間
の
子

だ
と
思
う
も
の
は
終し
ゅ
う

世せ
い

、
取
越
苦
労
を
し
て
育
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

子
供
を
神
の
子
だ
と
思
う
も
の
は
、
子
供
を
尊
敬
し
て
出
来
る
だ

け
そ
の
世
話
を
さ
せ
て
は
頂
く
が
、
神
が
守
っ
て
い
給た
ま

う
と
信
ず

る
が
故ゆ
え

に
取
越
苦
労
は
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
力
で
子
供

を
生
か
し
得う

る
と
思
う
な
ら
終し
ゅ
う

日じ
つ

終し
ゅ
う夜や

起
き
て
子
供
の
番
を
し

て
お
れ
。
そ
れ
は
出
来
な
か
ろ
う
。
出
来
な
い
間
に
子
供
を
生
か

し
て
い
る
の
は
神
の
力
で
あ
る
。

（
新
編
『
生
命
の
實
相
』
第
22
巻
２
頁
）
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