
99 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
も
そ
も
「
宗
教
」
と
い
う

名
で
呼
ば
れ
る
事
象
が
個
人
に
お
い
て
も
社
会
に
お
い
て
も
成

立
し
て
く
る
、
そ
の
所
以
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
が
「
人
間
と

し
て
生
き
る
」、「
人
間
が
あ
る
」、
と
い
う
そ
の
基
本
構
造
の
中

に
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
か
。「
示
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
私

が
人
に
「
示
す
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、「
人
間
と
し
て
ど

の
よ
う
に
自
覚
す
る
か
」と
い
う
問
題
と
し
て「
宗
教
と
は
何
か
」

を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
関
し
て
、
人
間

の
基
本
構
造
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
で
の
「
世
界
内
存
在
」

を
手
が
か
り
と
い
う
か
基
礎
に
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
思
索
は
い
わ
ゆ
る
変
動
と

か
回
転
と
か
呼
ば
れ
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て

「
宗
教
と
は
何
か
」と
い
う
の
が
三
回
目
の
話
の
テ
ー
マ
で
す
。

詳
し
い
こ
と
は
別
に
し
ま
し
て
、
現
在
、「
宗
教
と
は
何
か
」
を

問
題
に
す
る
こ
と
は
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
と
ま
っ

た
く
同
義
的
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
問
題
と
し
て

は
そ
の
両
方
を
込
め
た
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

「
宗
教
」
を
問
題
に
す
る
と
き
に
や
は
り
歴
史
的
な
事
態
、
個
人

的
に
も
社
会
的
に
も
歴
史
の
な
か
で
実
定
宗
教
に
な
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
」
と
よ
ば
れ
る
事
象
が
必
ず
し
も

は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
の
か
、
定
か
で
な
い
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。「
宗
教
」
だ
け
で
は
な
く
て
、「
哲
学

の
終
焉
」
と
か
「
反
哲
学
」
と
か
「
脱
構
築
」
と
か
言
わ
れ
る

よ
う
に
「
哲
学
」
も
同
じ
よ
う
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
と
お
も

い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
一
番
も
と
に
は
「
人
間
で
あ
る
」
と
い
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ゆ
き
ま
す
が
、
私
と
し
て
は
『
存
在
と
時
間
』
で
提
出
さ
れ
た

人
間
存
在
の
基
礎
構
造
と
し
て
の
世
界
内
存
在
を
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
い
う
意
味
で
受
け
取
っ
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ

う
考
え
る
な
ら
ば
も
っ
と
こ
う
い
う
こ
と
を
同
時
に
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
そ
れ
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
即
し

て
そ
う
言
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
ゆ
き

た
い
わ
け
で
す
。
詳
し
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
書
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
今
は
要
点
だ
け
を
簡
単
に
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
と
き
の
人
間
存

在
の
構
造
の
一
つ
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
世
界
、

そ
れ
の
世
界
を
基
本
的
に
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
見
た
い
の
で

す
。
そ
の
二
重
と
い
う
の
は
二
つ
の
世
界
と
い
う
意
味
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
人
間
存
在
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
す
べ
て
包
括
し

て
関
連
付
け
た
包
括
的
な
意
味
空
間
と
し
て
の
世
界
が
開
け
て

い
る
な
ら
ば
、
そ
の
世
界
は
、「
限
り
な
い
開
け
」
に
於
て
あ
る
。

言
い
た
い
こ
と
は
、
単
純
に
こ
れ
で
つ
き
る
ん
で
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
意
味
連
関
の
総
体
、
そ
れ
は
ま
と
ま
っ
た
総
体
と
し
て
限

り
の
あ
る
総
体
（
意
味
の
総
枠
）
で
あ
り
、
世
界
は
世
界
と
し

て
限
ら
れ
て
い
ま
す
（
世
界
の
有
限
性
）。
そ
の
よ
う
に
世
界
が

限
ら
れ
て
い
る
限
り
、
世
界
は
ど
こ
に
於
て
あ
る
か
を
問
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
限
ら
れ
た
世
界
は
、
見
え
な
い
「
限
り
な
い

開
け
」
に
於
て
あ
る
、
世
界
は
「
限
り
な
い
開
け
」
に
超
え
包

ま
れ
て
い
る
、こ
れ
が
世
界
の
真
実
相
で
す
。し
た
が
っ
て
ま
た
、

世
界
の
内
に
あ
る
主
体
（
我
々
一
人
一
人
が
そ
う
で
す
が
）、
そ

れ
は
た
だ
「
世
界
の
内
に
あ
る
主
体
」
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

世
界
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
世
界
を
包
む
限
り
な
い
開
け

の
う
ち
に
同
時
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

た
だ
「
世
界
内
主
体
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
世
界
を
超
え

て
世
界
を
透
過
し
て
見
え
な
い
限
り
な
い
開
け
に
ま
で
通
じ
て

い
る
。
見
え
な
い
限
り
な
い
開
け
と
い
う
の
は
そ
こ
だ
け
と
れ

ば
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
「
死
ん
で
い
く
と
こ
ろ
」（「
我
」

が
な
く
な
る
と
こ
ろ
）
と
い
う
よ
う
に
言
え
ば
一
番
ぴ
っ
た
り

す
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
「
死
ん
で
い
く
と
こ
ろ
」
は

「
死
ん
で
初
め
て
い
く
と
こ
ろ
」
で
は
な
く
て
「
世
界
の
内
で
生

き
て
い
る
」
と
い
う
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
す
で
に
そ

こ
ま
で
通
じ
て
い
て
世
界
の
内
に
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、

「
我
は
我
な
り
」、
こ
れ
は
「
世
界
内
」
主
体
の
自
己
性
で
す
が
、

本
当
の
自
覚
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
奇
妙
な
言
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い
方
で
す
が
、「
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
で
あ
る
」
と
。「
我

な
り
」
と
「
我
な
ら
ず
」
と
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
て
別
々
の

事
態
で
は
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
故
に
基
礎
構
造
の
中
に
否

定
性
非
連
続
性
が
あ
り
、
人
間
存
在
は
一
番
根
本
の
と
こ
ろ
で

単
純
で
は
な
い
と
い
う
よ
り
、
不
安
定
性
、
両
義
性
が
あ
り
、

人
間
で
あ
る
こ
と
は
根
本
的
に
問
題
的
で
す
。
限
り
な
い
開
け

に
於
て
或
る
世
界
は
、
世
界
の
「
見
え
な
い
二
重
性
」
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
そ
の
際
、
見
え
な
い
も
の
を
見
な
い
で
世
界
だ

け
に
な
っ
た
一
重
の
世
界
に
主
体
が
「
我
は
我
な
り
」
と
い
う

だ
け
の
「
我
」
に
な
っ
て
閉
じ
こ
も
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る

可
能
性
が
最
初
か
ら
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
な
っ
た
場
合
に
は

一
重
に
な
っ
た
世
界
の
中
に
様
々
な
皺
が
寄
っ
た
り
凸
凹
が
で

き
た
り
亀
裂
が
入
っ
た
り
、「
我
」
と
「
我
」
と
が
「
我
は
我
な

り
」
と
ぶ
つ
か
り
合
い
世
界
を
「
我
の
世
界
」
に
し
よ
う
と
し

て
戦
争
ま
で
は
一
直
線
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
態
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
、

何
ら
か
の
仕
方
で
（
伝
統
的
な
宗
教
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

神
の
前
で
、
な
い
し
は
、
本
来
空
に
お
い
て
）「
我
」
の
否
定
を

通
し
て
、「
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
な
り
」
と
い
う
「
我
」

に
な
る
、
即
ち
「
見
え
な
い
二
重
性
」
に
お
け
る
世
界
が
場
所

に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
一
旦
お
か
し
く
な
っ

て
も
う
一
度
蘇
る
仕
方
で
人
間
の
あ
り
方
が
実
現
さ
れ
る
、
そ

れ
が
「
宗
教
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
考
え
ま
す
。「
宗
教
」
と
言

う
以
前
に
そ
れ
が
本
当
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。
人
間
に
関
し
て
「
本
当
の
人
間
」
と
い
う
こ

と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

人
間
で
あ
れ
ば
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
人
間
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
最
初
か
ら
、お
か
し
く
な
る
、誤
つ
、

で
た
ら
め
を
す
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
悪
魔
的
な
こ
と
で
も
平

気
で
で
き
る
と
い
う
可
能
性
が
最
初
か
ら
あ
る
。
そ
れ
が
改
め

ら
れ
て
は
じ
め
て
本
当
の
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

宗
教
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
自
覚
の
中
で
は
深
い
意
味
を
も
つ

事
柄
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

「
秋
深
し　

柿
も
熟
し
た　

お
じ
い
ち
ゃ
ん　

死
ぬ
な
」
と
い

う
子
ど
も
の
俳
句
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
、
こ

れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
し
、
こ
れ
が
「
宗
教
」
の
原

初
的
な
或
い
は
原
型
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
「
死
」
に
面
し
て
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
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単
純
に
具
体
的
に
、「
共
に
」
の
場
所
と
し
て
の
「
秋
深
し　

柿

も
熟
し
た
」
と
一
つ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
私
は
「
宗
教
」
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
あ
る
時

期
か
ら
「
理
論
的
に
ど
こ
ま
で
単
純
化
で
き
る
か
」
と
い
う
形

で
考
え
て
き
ま
し
た
。「
宗
教
学
」
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
て
、

ど
の
学
問
も
そ
う
で
す
が
、
理
論
が
で
き
る
と
必
ず
理
論
の
理

論
と
い
う
の
が
出
来
ま
す
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
複
雑
化
し
て
き

て
専
門
家
に
も
お
互
い
に
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
理
論
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
理
論
の
性
格
と
し
て
そ
う
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
生
き
な
が
ら
考
え
、
考
え
な
が
ら
生
き
る

の
が
人
間
の
生
で
す
か
ら
、
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
考
え
に
は
「
考
え
の
考
え
」
へ
の
方
向
が
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
れ
が
生
を
導
く
こ
と
か
ら
生
を
疎
外
す
る
こ
と
に
変

質
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。
人
間
が
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
の

リ
ア
リ
テ
ィ
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
と
、
学
問
も
お
か
し
く

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
学
問
を
否
定
す
る
意
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
か
し
、
何
を
ど
う
い
う
仕
方
で
問
題
に
す
る

か
と
い
う
と
き
に
、
学
問
も
適
宜
初
心
に
か
え
っ
て
、
問
題
に

す
る
事
柄
に
単
純
に
戻
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
つ
い
て
私
に
共
感
を
呼
び
起
こ
し
た
の
が
Ｍ
・
エ
リ

ア
ー
デ
が
宗
教
を
規
定
し
た
「
も
う
ひ
と
つ
別
次
元
を
も
つ
こ

と
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗

教
史
の
事
実
を
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
知
っ
て
い
た
学
者
で
す
。
そ

の
人
が
単
純
に
そ
の
よ
う
に
言
う
、
言
え
る
と
い
う
こ
と
が
い

い
な
あ
思
い
ま
し
た
し
、
そ
の
言
葉
に
大
い
に
共
感
で
き
ま
す
。

共
感
で
き
る
と
て
い
う
の
は
、
そ
れ
が
理
論
の
基
礎
的
な
言

葉
で
も
あ
る
し
、
同
時
に
、
人
間
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
直

接
実
存
的
に
響
く
言
葉
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
実
存
的
か
つ
実

存
論
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
単
純
な
言
葉
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
共
感
を
も
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し

か
し
も
う
一
つ
問
題
は
、
ど
う
し
て
「
も
う
一
つ
別
次
元
を
も

つ
」
と
う
い
こ
と
が
人
間
と
し
て
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
「
超
越
」
と
い
う
言
葉
で
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
で

す
。
よ
く
「
超
越
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
「
超

越
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ

の
所
以
が
、人
間
の
基
礎
構
造
の
な
か
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
超

越
」
と
い
っ
て
も
、「
超
越
」
な
ん
て
知
ら
な
い
、「
超
越
」
な

ど
必
要
な
い
と
言
わ
れ
た
ら
そ
れ
き
り
で
す
ね
。
そ
う
い
う
問
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題
を
も
視
野
に
入
れ
て
「
世
界
の
見
え
な
い
二
重
性
」
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。「
も
う
一
つ
の
別
次
元
」
と
い
う
こ
と

を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
人
間
存
在
の
基
礎
構
造

そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。「
世
界
の
内
に
あ
る
」
と

い
う
と
き
、
同
時
に
「
も
う
ひ
と
つ
別
次
元
」
と
い
う
こ
と
を

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
世
界
自
体
が
元
来
「
見
え
な

い
二
重
性
」
に
お
い
て
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の
「
見
え
な

い
二
重
性
」
は
往
々
に
し
て
見
ら
れ
ず
に
一
重
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
、
そ
こ
で
改
め
て
「
も
う
一
つ
別
次
元
を
も
つ
」
と
言

わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
的
構
造
に
お
い
て
示

さ
れ
る
「
も
う
一
つ
別
次
元
」
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
社
会
的

地
盤
に
お
け
る
実
定
宗
教
の
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
で
歴

史
的
に
受
肉
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。「
神
」
と
い
う
言
葉

で
も
そ
う
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
「
空
」
と
い
う
言
葉
で
も
そ

う
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
古
来
人
間
が
自
分
の
い
る
場
所
を
様
々

な
形
で
二
重
に
表
象
し
て
き
て
い
る
の
は
、
中
国
の
言
葉
だ
と

「
人
間
（
じ
ん
か
ん
）」、
今
の
言
葉
で
言
え
ば
社
会
の
こ
と
で
す

ね
、「
人
間
（
じ
ん
か
ん
）」
と
「
天
地
」。
こ
の
「
天
地
」
と
い

う
の
は
い
わ
ゆ
る
自
然
界
の
「
天
地
」
と
い
う
の
で
は
な
い
ん

で
す
。
少
し
モ
ダ
ン
な
言
い
方
だ
と
、「
世
界
」
と
「
コ
ス
モ
ス
」。

「
コ
ス
モ
ス
」
と
言
っ
て
も
宇
宙
物
理
学
の
対
象
に
な
る
よ
う
な

宇
宙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
宙
物
理
学
の
対
象
に
な
る
よ
う
な

宇
宙
は
、
そ
れ
も
人
間
の
世
界
の
中
の
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
世
界
は
「
人
間
の
世
界
」
で
す
が
コ
ス
モ
ス
は
人
間

の
コ
ス
モ
ス
で
は
な
い
。
コ
ス
モ
ス
の
中
で
は
人
間
は
限
り
な

く
小
さ
い
で
す
ね
。
限
り
な
く
小
さ
い
と
人
間
が
感
じ
る
そ
の

場
所
は
限
り
な
く
広
い
。
限
り
な
く
広
い
な
か
で
こ
そ
限
り
な

く
小
さ
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
仕
方
で
世
界
と
コ
ス
モ
ス
。

そ
う
い
う
両
方
に
住
む
も
の
。
二
重
に
住
む
世
界
の
宗
教
の
言

葉
は
無
限
に
あ
り
ま
す
ね
。「
穢
土
と
浄
土
」
も
そ
う
で
す
、「
地

上
の
国
と
神
の
国
」、「
此
岸
と
彼
岸
」
も
そ
う
で
す
。
そ
う
い

う
言
葉
で
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
礎
が
人
間
存
在
の
構

造
そ
の
も
の
の
中
に
も
と
も
と
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
お
か
し

い
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
現
在
特
に
問
題
に
な
る
の
は
、
歴
史

的
な
実
定
宗
教
相
互
の
か
か
わ
り
方
の
問
題
で
す
。
他
の
宗
教

を
異
教
と
し
て
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
も
歴
史
の
上
で
は
あ
り

ま
し
た
。
現
在
は
「
宗
教
間
の
対
話
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
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ま
す
。
昨
日
は
極
端
な
結
論
の
よ
う
な
言
葉
を
先
に
だ
し
て
し

ま
っ
て
分
か
り
に
く
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
宗
教
間

の
対
話
」
が
成
立
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
宗
教

の
私
に
と
っ
て
の
「
無
制
約
性
」
を
損
な
う
こ
と
な
く
し
て
他

宗
教
を
宗
教
と
し
て
ど
う
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
、そ
の
理
解
の
基
礎
を
宗
教
的
に
見
出
す
こ
と
で
す
。「
理
解
」

と
い
う
の
は
非
常
に
深
い
意
味
に
な
り
ま
す
ね
。「
あ
な
た
は
私

を
理
解
し
て
な
い
」
と
い
う
と
き
の
よ
う
に
。
自
宗
教
の
「
無

制
約
性
」
を
損
な
う
こ
と
な
く
し
て
他
宗
教
を
宗
教
と
し
て
理

解
で
き
る
基
礎
を
や
は
り
「
見
え
な
い
二
重
性
」
に
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
見
え
な
い
と
こ
ろ
へ
の
自
宗
教
の
再
本
来
化
と

一
つ
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
の
自
他
宗
教
の
多
様
性
が
宗
教
的
な

豊
か
さ
と
し
て
実
感
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
自
他
宗

教
は
兄
弟
宗
教
と
な
る
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
宗
教
だ
か
ら
い
い
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
お
か
し
く
な
る
か
わ
か
ら
な

い
可
能
性
を
も
と
も
と
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
の
こ

と
と
し
て
の
宗
教
で
す
か
ら
、
宗
教
自
身
が
お
か
し
く
な
る
と

い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
実
に
多
く
の
実
際
の
現
象
が
あ
り
ま
す

ね
。
で
す
か
ら
、
他
宗
教
と
の
宗
教
的
共
存
の
可
能
性
を
探
る

道
は
同
時
に
自
他
宗
教
の
批
判
を
伴
な
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
し
か
し
、
歴
史
的
に
し
ば
し
ば
起
っ
た
よ
う
に
自
宗
教

か
ら
他
の
宗
教
を
批
判
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
自
宗
教

の
再
本
来
化
の
た
め
の
自
己
批
判
を
一
つ
に
自
他
の
宗
教
を
批

判
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
薄
め
ら
れ
て

は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

世
界
の
見
え
な
い
二
重
性
と
結
び
つ
い
て
主
体
軸
で
の
「
我
」

を
問
題
に
し
ま
し
た
。「
我
は
我
な
り
」
と
「
我
は
、
我
な
ら
ず

し
て
、
我
な
り
」
と
。
そ
の
場
合
「
我
」
と
い
う
の
は
単
に
個

人
に
お
い
て
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
と
レ
ベ

ル
に
お
け
る
の
集
団
の
「
我
」、
集
合
我
も
問
題
に
な
り
ま
す
。

殊
に
い
わ
ゆ
る
集
合
的
エ
ゴ
は
大
き
な
問
題
に
な
り
ま
す
。
集

合
体
に
お
い
て
は
、
集
合
体
と
個
人
、
集
合
体
と
集
合
体
の
二

局
面
の
か
ら
み
あ
い
の
中
で
集
合
我
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
私

は
集
合
体
を
二
重
に
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
近
頃
の
社
会
学
で

は
も
う
言
わ
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
か
っ
て
ゲ
マ
イ
ン

シ
ャ
フ
ト
と
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
基
礎
術
語
が
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
共
同
社
会
と
利
益
社
会
。
共
同
体
と
機
能
的
な
利
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益
社
会
。
こ
の
二
種
類
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
が
集
合
体
の

本
来
だ
と
思
い
ま
す
。
個
と
の
関
係
で
言
い
ま
す
と
私
は
個
を
、

西
田
が
い
う
意
味
で
の
個
、「
唯
一
の
個
」、
し
か
も
「
個
は
個

に
た
い
し
て
個
」
と
い
う
よ
う
に
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
唯
一

の
「
個
」
と
「
個
は
個
に
た
い
し
て
個
」
と
い
う
両
方
が
な
り

た
つ
と
き
の
「
個
」
と
「
個
」
と
い
う
こ
と
と
、
共
同
体
と
い

う
こ
と
の
間
に
は
質
の
違
い
と
レ
ベ
ル
の
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、

集
合
体
に
お
い
て
「
個
」
と
「
個
」
の
響
き
合
い
の
よ
う
な
も

の
が
生
か
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
集
合
体
を
「
共
同
体
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
制
度
化
さ
れ
た
利
益
社

会
の
場
合
は
、「
個
」
は
単
に
社
会
の
一
員
で
あ
り
、
機
能
の
大

規
模
化
と
加
速
化
と
と
も
に
「
個
」
は
消
さ
れ
て
い
く
方
向
に

な
り
ま
す
。
利
益
社
会
の
集
合
体
支
配
が
個
を
消
し
て
ゆ
く
と

い
う
こ
と
は
、
共
同
体
を
も
消
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
社
会
全
体
が
極
限
的
に
そ
ち
ら
に
向
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
宗
教
団
体
さ
え
も
共
同
体
か
ら
利
益
社
会
へ
と
変
質
す

る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
だ
け
に
、

集
合
体
が
殆
ど
利
益
社
会
に
支
配
さ
れ
て
伝
統
的
な
共
同
体
が

消
え
つ
つ
あ
る
現
代
、
集
合
体
か
ら
抜
け
出
た
個
と
し
て
の
個

か
ら
始
め
て
、
個
と
個
の
ひ
び
き
合
い
が
生
ま
れ
そ
こ
か
ら
自

発
的
に
新
し
い
様
々
な
共
同
体
が
成
立
し
、
利
益
社
会
の
底
で

地
下
水
脈
の
如
く
に
集
合
体
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
決
定
的
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

昨
日
「
意
志
」
の
問
題
が
大
き
く
出
さ
れ
ま
し
た
。
も
う
少

し
そ
れ
に
触
れ
て
「
宗
教
と
は
何
か
」
考
え
て
見
た
い
と
思
い

ま
す
。

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
で
言
え
ば
「
浄
福
」、「
浄
福
」
は
「
意

志
」
に
よ
る
の
か
「
知
性
」
に
よ
る
の
か
、
そ
う
い
う
形
で
問

題
が
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
い
て
、
ド
ミ
ニ
カ
ン
の
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
は
「
知
性
」
と
答
え
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
カ

ン
で
は
、「
知
性
で
は
な
く
て
意
志
こ
そ
神
の
浄
福
を
受
け
取
る

あ
り
方
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
で
す
。
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
に
対

し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は「
そ
う
で
は
な
い
、知
性
こ
そ
が
」と「
パ

リ
討
論
集
」
で
は
は
っ
き
り
対
決
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
集
で
の
議
論
を

よ
く
見
て
み
ま
す
と
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
仕
方
が
あ
っ
て
、
議

論
が
そ
の
頂
点
に
な
る
と
、「
意
志
で
も
な
い
し
知
性
で
も
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
し
て
言
わ
れ
る
の
が
、
エ
ッ
ク
ハ
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ル
ト
の
言
葉
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
魂
の
火
花
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
魂
が
勝
手
に
火
花
を
発
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

あ
る
種
の
シ
ョ
ー
ト
し
て
出
る
火
花
、
神
に
触
れ
て
と
い
う
か
、

神
に
触
れ
ら
れ
て
と
い
う
か
、「
理
」
の
言
葉
で
は
「
合
一
す
る
」

と
か
「
一
つ
に
な
る
」
と
か
、
或
い
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
独
特
の

言
葉
で
す
と
「
突
破
」、
そ
こ
で
の
出
来
事
そ
の
も
の
を
表
現
し

て
「
魂
の
火
花
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で

問
題
が
つ
な
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
な
の
で
、「
意
志
」
と
い
う
こ

と
で
ど
こ
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
問
題
に
な
る
と
思
い
ま

す
。そ

れ
か
ら
、「
愛
」
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
私
も
そ
れ
は
本
当

に
大
切
だ
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
「
愛
」
が
「
意
志
」
で
あ

る
と
さ
れ
る
と
、
そ
う
か
な
あ
と
い
う
感
じ
に
な
り
ま
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
中
世
に
は
愛
は
意
志
の
働
き
、「
意
志
」
と
い
う
の

は
た
だ
ち
に
「
愛
」
と
言
い
換
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
本
当

に「
愛
」が「
意
志
」な
の
か
、あ
る
い
は「
愛
す
る
と
い
う
意
志
」

な
の
か
、
そ
こ
に
問
題
と
し
て
残
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
昨
日
聞
い
た
ば
か
り
の
話
な
ん
で
す
が
、
私
た
ち
が

知
っ
て
い
る
先
生
の
言
葉
で
す
。
な
く
な
ら
れ
た
先
生
で
す
が
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
の
方
が
「
意
志
の
あ
る
人
は
愛
が

な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
は
、
私
に
は

よ
く
わ
か
る
、
と
い
う
か
、
同
感
で
き
ま
す
。
昨
日
意
志
を
「
深

い
」
と
い
う
こ
と
ば
と
結
び
つ
け
る
長
谷
さ
ん
の
理
解
を
聞
き

ま
し
た
。「
深
い
意
志
」
と
い
う
こ
と
も
た
し
か
に
意
味
を
も
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、「
深
い
意
志
」
の
「
深
さ
」
は
ど
こ
に

あ
る
か
。
日
本
語
で
「
意
志
」
と
言
う
と
、
普
通
に
は
「
意
志

が
強
い
」
と
か
「
意
志
が
固
い
」
と
か
そ
う
い
う
性
質
の
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
西
田
の
場
合
は
、
た

し
か
に
性
格
的
に
「
意
志
」
の
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
と
思
い

ま
す
。
坐
禅
な
ん
か
で
も
本
当
に
、
意
志
的
に
坐
禅
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
、
毎
日
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
す

る
ん
で
す
が
。
ま
た
論
文
な
ど
思
索
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
も
森

君
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
意
志
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
と
こ

ろ
で
た
び
た
び
で
て
く
る
し
、
最
初
の
『
善
の
研
究
』
で
も
最

後
の
「
宗
教
論
」
で
も
基
本
的
な
こ
と
と
し
て
出
て
く
る
の
は

確
か
で
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
ど

う
し
て
も
悟
り
を
開
く
ま
で
哲
学
の
こ
と
は
絶
対
に
考
え
な
い
、

あ
く
ま
で
禅
に
打
ち
込
む
ん
だ
と
い
う
の
は
確
か
に
「
宗
教
的

TZ 4 Ueda3.indd   106 2005/06/13   14:14:58



07 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

要
求
」
と
い
う
か
、そ
こ
は
「
意
志
」
が
強
く
働
ら
い
て
い
ま
す
。

た
だ
、
坐
禅
を
す
る
と
い
う
、
坐
禅
を
し
た
と
こ
ろ
で
見
る
と
、

「
意
志
」
が
働
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ

「
意
志
」
を
超
え
た
も
の
が
、
そ
れ
が
何
か
は
別
と
し
て
、
次
第

に
西
田
の
中
に
し
み
こ
ん
で
く
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で

す
ね
。
繰
り
返
し
行
と
し
て
歩
む
な
か
で
次
第
次
第
に
し
み
こ

ん
で
く
る
も
の
が
あ
る
。
西
田
の
場
合
、「
愛
」
と
い
う
言
葉
で

言
っ
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
が
（
西
田
自
身
初
期
に
「
知
と
愛
」

と
言
っ
て
い
ま
す
）、
む
し
ろ
一
種
の
「
優
し
さ
」
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
優
し
い
と
い
っ
て
も
「
よ
し
よ
し
」
と
い
う
優
し
さ

で
は
な
く「
悲
哀
」を
通
し
て
自
然
に
し
み
出
て
く
る「
優
し
さ
」

で
す
。
こ
れ
も
な
く
な
ら
れ
た
哲
学
の
澤
瀉
久
敬
先
生
が
言
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
西
田
先
生
を
訪
ね
て
お
別
れ
す
る
と

き
、
先
生
が
帯
を
だ
ら
ー
ん
と
し
な
が
ら
玄
関
ま
で
送
っ
て
み

え
て
、
特
に
言
葉
で
ど
う
と
言
う
の
で
は
な
い
、
た
だ
、
目
礼

を
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
な
ん
と
も
い
え
な

い
優
し
い
感
じ
が
し
た
と
。
そ
の
感
じ
が
私
に
も
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
の
優
し
さ
は
決
し
て
甘
や
か
す
優
し

さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
西
谷
先
生
は
西
田
先
生
が
な
く
な
っ
て

二
〇
年
も
た
っ
て
か
ら
、
西
田
先
生
が
「
い
ま
で
も
怖
い
」
と
、

言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
西
田
先
生
に
向
か
い
合
っ
た
「
直
面
」

は
西
田
先
生
が
な
く
な
っ
た
ら
消
え
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

西
田
先
生
が
な
く
な
っ
て
も
、
先
生
と
の
直
面
に
お
い
て
西
谷

先
生
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

澤
瀉
先
生
が
経
験
さ
れ
た
優
し
さ
と
い
う
こ
と
と
西
谷
先
生
が

経
験
さ
れ
た
「
今
も
怖
い
」
と
い
う
こ
と
と
、
こ
れ
は
同
じ
く

西
田
先
生
の
存
在
か
ら
自
然
に
出
て
く
る
も
の
に
触
れ
て
の
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
西
田
先
生
に
お
い
て
自
分
を
超
え
た
何
か

大
き
な
も
の
が
お
の
ず
か
ら
働
い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

西
田
の
歌
「
わ
が
心　

深
き
底
あ
り　

喜
び
も　

憂
い
も
波

も　

届
か
じ
と
思
う
」
そ
の
「
深
き
底
あ
り
」
を
昨
日
長
谷
さ

ん
が
「
意
志
」
と
結
び
つ
け
て
言
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
の
「
深
さ
」

は
、「
意
志
」
の
深
さ
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
か
深
い
も
の
が
意

志
と
し
て
働
い
て
く
る
か
、
或
は
意
志
を
超
え
た
よ
う
な
深
い

静
寂
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。「
喜
び
も
憂
い
も
波
も
届
か
じ
と

思
う
」
と
い
う
「
波
」
は
決
し
て
浅
い
波
で
は
な
い
。
そ
の
歌

が
つ
く
ら
れ
た
の
は
大
正
一
二
年
な
ん
で
す
が
、
そ
の
前
後
は

普
通
に
言
っ
て
も
大
変
な
境
遇
で
す
ね
、
そ
の
頃
は
日
記
に
簡
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潔
な
文
章
す
ら
書
け
な
い
、
主
と
し
て
和
歌
だ
け
の
歌
日
記
な

ん
で
す
ね
。
和
歌
の
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と

西
田
は
「
和
歌
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
言
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
気
持
ち
が
差
し
迫
っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
か

も
「
深
き
底
あ
り
」
と
。
そ
こ
に
す
ー
っ
と
沈
め
ら
れ
て
い
く

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
大
拙
の
単
純
な
言
葉
に
、「
外
は
広
い
、

内
は
深
い
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
深
さ
」
だ
と

思
い
ま
す
。
深
い
と
こ
ろ
に
何
か
が
働
い
て
い
る
と
い
う
の
で

は
な
く
て
。

こ
れ
も
西
田
に
関
し
て
私
が
よ
く
言
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、

断
片
の
中
に
、「
か
か
る
世
に
何
を
も
っ
て
楽
し
み
と
し
て
生
き

る
か
」
と
い
う
自
問
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
問
い
が

出
さ
れ
る
状
況
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
ね
。
こ
の
世
で
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
ら
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
し
み
、
痛
み
、

悩
み
。
そ
れ
に
攻
め
立
て
ら
れ
て
、
そ
れ
で
も
生
き
う
る
と
い

う
こ
と
。
そ
こ
に
は
何
か
生
き
る
と
い
う
こ
と
自
身
の
単
純
な

肯
定
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な

い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、「
か
か
る
世
に
何
を
も
っ
て
楽
し
み

と
し
て
生
き
る
か
」。
そ
れ
に
対
し
て
が
単
純
な
自
答
、「
呼
吸

す
る
も
一
つ
の
快
楽
な
り
」。
西
田
は
、
呼
吸
す
る
と
い
う
、
生

き
る
こ
と
の
も
っ
と
も
素
朴
な
基
礎
的
な
と
こ
ろ
で
、
人
生
を

生
き
抜
き
う
る
生
き
る
肯
定
性
を
直
接
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
合
の
呼
吸
と
い
う
の
は
、「
か
か
る
世
で
」
と
い
う
と
き
の
こ

の
「
世
」
の
中
の
出
来
事
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
息
を
吐
く
と

い
う
こ
と
は
す
ー
っ
と
限
り
な
く
吐
い
て
、
こ
れ
は
死
と
い
う

こ
と
と
結
び
つ
き
ま
す
。
息
を
吐
く
こ
と
は
死
。
そ
こ
か
ら
ま

た
新
し
く
す
ー
と
息
を
吸
っ
て
蘇
る
。
限
り
な
い
開
け
に
死
ん

で
そ
こ
か
ら
蘇
る
そ
の
単
純
な
呼
吸
に
よ
っ
て
「
か
か
る
世
」

を
生
き
通
す
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
も
宗
教
と
い
う
名
で
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
単
純
な
生
き
た
原
型
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
宗
教
の
実
際
の
モ
デ
ル
と
し
て
私
は
よ
く
漱
石

の
「
私
の
個
人
主
義
」（
自
己
本
位
）
と
「
則
天
去
私
」
と
を
結

び
つ
け
て
考
え
ま
す
（『
上
田
閑
照
集
』
第
十
一
巻
「
宗
教
と
は

何
か
」
に
収
録
の
「
夏
目
漱
石
」）。
私
が
「
私
の
宗
教
観
」
と

で
も
言
い
う
る
も
の
と
し
て
書
い
た
も
の
は
「
山
頭
火
と
放
哉
」

で
す
（
同
書
に
収
録
）。
こ
れ
は
す
こ
し
長
い
文
章
で
す
。
理
論

は
で
き
る
だ
け
単
純
化
す
る
、
し
か
し
実
際
の
こ
と
が
ら
は
で

き
る
だ
け
念
を
入
れ
て
見
る
と
い
う
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
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書
き
ま
し
た
。「
山
頭
火
と
放
哉
」は
親
身
で
書
い
た
も
の
で
す
。

二
人
と
も
い
わ
ゆ
る
普
通
の
宗
教
家
で
は
勿
論
な
い
し
、
宗
教

的
に
生
き
た
人
と
い
う
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
私
が

考
え
る
宗
教
の
真
実
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
物
で
す
、
二
人
と
も
。
こ
と
に
酒
を

飲
む
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
そ
れ
こ
そ
…
。
私
は
罪
と
か
悪

と
か
い
う
言
葉
よ
り
も
む
し
ろ
破
滅
と
い
う
言
葉
に
同
感
が
持

て
る
ん
で
す
。
破
滅
の
中
で
あ
る
仕
方
で
仏
道
を
装
う
、
だ
か

ら
直
ち
に
化
け
の
皮
が
は
が
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
装
う
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
る
種
の
真
実
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
詩
人
と
し
て
の
真
実
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
さ
ま

ざ
ま
に
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
あ
た
か
も
私
の

こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
書
い
た
も
の
な
ん
で
す
。
自
分
の

こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
、
最
初
か
ら
思
っ
て
書
い
た
わ
け

で
は
な
い
ん
で
す
が
、
酒
を
飲
ん
で
破
滅
す
る
と
い
う
、
そ
れ

に
猛
烈
な
同
感
と
い
っ
た
ら
お
か
し
い
け
れ
ど
も
、
同
苦
と
い

っ
て
も
い
い
。
し
か
し
、
同
苦
と
い
う
と
や
っ
ぱ
り
違
う
。
苦

だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
破
滅
し
て
み
た
い
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
も
あ
る
。（
笑
）
そ
こ
ま
で
含
め
て
猛
烈
な
同
感
を
持
っ
て

書
い
た
も
の
で
、
直
接
的
意
味
で
私
が
宗
教
を
ど
う
考
え
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
は
そ
の
文
章
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
理
論
的
に
は
単
純
な
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
検
証
す
る
に

は
非
常
に
複
雑
な
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

理
論
の
単
純
化
と
か
、
単
純
な
理
論
と
い
う
こ
と
を
度
々
言

い
ま
し
た
が
、
私
の
理
論
の
場
合
、
核
心
的
な
手
が
か
り
の
一

つ
は
や
は
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
で
て
き
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
「
現
存
在
」
の
考
え
方
で
す
。
一
九
二
九
年
に
出
た
『
形
而

上
学
と
は
何
か
』
で
し
た
が
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉

遣
い
で
の
「
現
存
在
」、
こ
れ
は
人
間
存
在
を
表
す
言
葉
で
し
た

が
、
そ
の
「
現
存
在
」
を
人
間
存
在
の
名
前
と
し
て
で
は
な
く

て
、「
現
存
在
」（D

a-sein

）
と
い
う
あ
り
方
と
し
て
単
純
に
規

定
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
っ
き
り
「
無
」
と
い
う
言
葉
を
出

し
て
、「
無
」
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
そ
こ
で
留
ま
っ
て
い
る

と
、
あ
る
い
は
支
え
ら
れ
て
い
る
（H

ineingehaltenheit in das 

N
ichts

）
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
正
確
だ
と
思
い

ま
す
。
た
だ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
分
で
そ
れ
を
解
釈
し
て
い

く
と
き
に
あ
る
偏
っ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
現
存
在
」の「
現
」

の
「
開
け
」
を
世
界
と
す
る
の
で
す
が
、「
無
」
の
中
と
い
う
「
無
」
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を
そ
の
世
界
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
否
定
的
な
も
の

と
見
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
『
存
在
と
時
間
』
の
中

で
は
、「
無
」
が
世
界
に
入
り
こ
ん
で
き
て
「
不
安
」
に
お
い
て

世
界
が
崩
落
す
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
「
無
」
は
ず
っ
と
後
に
な
る
と
だ
い
ぶ
違
っ
て

き
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
は
っ
き
り
そ
の
違
い
が
で
て
く
る
の

は
、
例
の
（das G

eviert
）
四
方
界
と
訳
し
得
る
「
世
界
」
の

見
方
で
す
。
天
と
地
と
神
々
と
い
っ
て
も
い
い
し
神
々
し
い
者

た
ち
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
そ
し
て
死
す
べ
き
者
た
ち
（
そ
こ

の
意
味
か
ら
す
る
と
「
死
を
よ
く
し
う
る
者
た
ち
」）、
そ
の
四

つ
の
柱
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
一
つ
の
空
間
、
こ
れ
を
今
度
は

「
世
界
」
と
い
う
言
葉
で
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
こ
ろ
に
な
っ
て

く
る
と
「
有
」
と
「
無
」
が
相
互
に
浸
透
し
た
よ
う
な
形
に
な

っ
て
、「
死
は
無
の
社
（
や
し
ろ
）
で
あ
る
」
と
も
言
い
ま
す
。

「
無
」
と
し
て
「
有
」
が
「
本
質
現
成
す
る
（w

esen

）」。「
死
」

の
中
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
無
」
が
「
有
」
の
本
質
現
成
で
あ
る

と
。
そ
う
な
る
と
ず
い
ぶ
ん
『
存
在
と
無
』
の
時
と
ち
が
っ
て

き
ま
す
ね
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
の
無
の
見
方
でD

a-sein

をH
ineingehaltenheit

と
見
ま
す
と
、
そ
のD

a

と
い
う
開
け

と
し
て
の
世
界
の
見
え
な
い
二
重
性
が
理
解
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
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前
書
き

我
々
が
現
代
宗
教
の
危
機
の
只
中
で
改
め
て
「
宗
教
と
は
何

か
」
と
い
う
問
い
に
面
し
て
い
る
の
で
、
上
田
先
生
の
宗
教
思

想
が
そ
の
危
機
の
分
析
や
突
破
に
ど
れ
く
ら
い
手
が
か
り
に
な

る
か
と
い
う
こ
と
は
大
事
な
観
点
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
。現

代
人
の
多
く
は
宗
教
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
間
に
、
我
々

（
聖
職
者
、
宗
教
学
者
な
ど
）
が
ど
う
し
て
宗
教
を
大
事
に
し
て

い
る
理
由
に
関
し
て
改
め
て
自
己
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

宗
教
に
基
づ
い
た
生
活
は
人
間
の
条
件
（
有
限
性
、
罪
深
さ
）

に
ふ
さ
わ
し
く
、realistic

な
生
き
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宗
教
に
よ
っ
て
の
み
「
人
間
の
尊
厳
」
が
保
障
さ
れ
る
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

哲
学
界
一
般
に
お
い
て
無
宗
教
、
無
神
論
が
流
行
っ
て
い
る

中
で
、
ど
う
し
て
京
都
学
派
の
哲
学
者
は
い
わ
ば
自
然
に
宗
教

を
そ
の
思
想
の
中
心
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
点
で
上
田
先
生
も
同
様
で
す
が
、
一
般
的
に
見
て
、
先

生
が
西
田
・
西
谷
の
思
想
か
ら
遠
ざ
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
。上

田
先
生
の
宗
教
へ
の
近
づ
き
方

上
田
先
生
は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「（
私
は
）
宗
教
と
は
「
何
か
」
を
、
そ
も
そ
も
人
間
存
在
の

う
ち
か
ら
宗
教
と
言
わ
れ
る
あ
り
方
が
成
立
し
て
く
る
所
以
を
、

わ
れ
わ
れ
人
間
と
し
て
「
生
き
て
い
る
」
そ
の
と
こ
ろ
で
探
求

し
て
み
た
い
。」（X

I, 1 1

）

宗
教
の
背
景（
土
台
）に
あ
る
世
界
観
か
ら―

―

「
世

界
の
見
え
な
い
二
重
性
」

こ
の
説
に
関
し
て
、M

ircea Eliade

の
「
宗
教
と
は
も
う
一

つ
の
別
次
元
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
に
、「
心
に

レ
ス
ポ
ン
ス

ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
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響
く
」
ヒ
ン
ト
を
も
ら
っ
た
と
先
生
は
強
調
し
ま
す
。

H
eidegger

が
人
間
存
在
を
「
世
界
内
存
在
」（in-der-W

elt-

sein
）
と
規
定
し
ま
し
た
し
、
人
間
が
生
き
て
い
る
場
所
を
一
応

世
界
と
言
え
ま
す
が
、
世
界
そ
の
も
の
が
、
有
限
な
も
の
と
し

て
、
限
り
の
な
い
開
け[

西
田
先
生
の
絶
対
無
に
あ
た
る
も
の]

に
「
お
い
て
あ
る
」
と
指
摘
し
た
上
で
、
先
生
は
宗
教
を
次
の

よ
う
に
定
義
し
ま
す
。

「
世
界
の
こ
の
二
重
性
が
主
体
の
自
覚
に
な
る
こ
と
が
宗
教
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。」（X

I, 27

）

「
宗
教
と
は
こ
の
二
重
性
を
場
所
と
す
る
。」（III, 191

）

不
十
分
に
紹
介
し
た
先
生
の
こ
の
説
に
関
し
て
、
少
し
コ
メ

ン
ト
を
付
け
加
え
た
い
の
で
す
。

最
初
に
先
生
の
口
か
ら
こ
の
説
を
聞
い
た
時
か
ら
、
そ
れ
に

対
し
て
非
常
な
親
近
感
を
覚
え
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
私
の

宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
）
が
確
か
に
そ
う
い
う
世
界
観
を
含
ん
で

い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。「heaven and earth

」と
い
う
言
い
方
、

な
ど
。

西
田
幾
多
郎
先
生
は
す
で
に
同
じ
よ
う
な
問
題
提
起
を
持
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
西
田
に
と
っ
て
は
、
世
界
は
有
限
で
あ
る
が
、
絶
対
者
は
無

限
で
あ
る
。
彼
の
問
題
は
、
有
限
の
世
界
を
ど
う
い
う
風
に
無

の
限
り
な
い
絶
対
者
の
中
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
。」（J. H

eisig, “N
ishida’s M

edieval Bent, ” Japanese Journal 

of Religious Studies 2004, p. 60

）

M
arcuse

の
「
一
次
元
的
人
間
」（“one-dim

ensional m
an”

）

も
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

上
田
先
生
の
「
限
り
の
な
い
開
け
」
が
本
質
的
に
来
世
の
可

能
性
を
含
む
の
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
一
般
は
ど
れ
く
ら
い
後
生

を
中
心
と
し
ま
す
か
。

「（
清
沢
）満
之
に
は
死
後
の
浄
土
の
思
い
は
な
か
っ
た
。」（III, 

206

）
と
先
生
が
指
摘
し
ま
し
た
が
、
自
分
の
宗
教
性
に
も
来
世

へ
の
関
心
が
余
り
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
な
い
感
じ
は
し
ま

す
。哲

学
と
の
関
係
か
ら
。

こ
の
関
連
で
先
生
は
主
と
し
て
、「
哲
学
の
出
発
点
に
お
い
て

同
時
に
宗
教
の
事
実
に
ふ
れ
て
い
た
」（X

I, 73

）
西
田
に
お
け

る
禅
と
哲
学
の
関
係
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ま
す
。

先
生
に
よ
る
と
、
そ
の
関
係
は
非
常
に
密
接
な
も
の
で
す
。
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す
な
わ
ち
、
両
方
と
も
「
我
々
の
自
己
の
（
矛
盾
的
な
）
存
在

そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
レ
ベ
ル
の
も
の
」（X

I, 83

）
で
す
。

そ
し
て
、「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、根
本
的
に
「
人

間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、「
同
時
に

宗
教
に
な
ら
ざ
る
哲
学
が
、full

に
哲
学
で
は
な
い
。」（X

I, 69

か
ら
参
考
）
と
主
張
し
て
い
ま
す
。「
哲
学
の
根
本
性
格
に
は
、

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。」（III, 326

）

そ
れ
で
は
、
質
問
で
す
が
、
京
都
学
派
に
お
け
る
宗
教
の
哲

学
的
取
り
扱
い
で
は
、
宗
教
の
具
体
的
内
容
を
十
分
に
考
慮
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

認
識
論
的
、
人
間
学
的
な
観
点
か
ら

こ
こ
で
先
生
は
、
人
間
存
在
の
基
礎
的
事
態
と
し
て
の
「
経

験
と
言
葉
」
の
関
連
に
宗
教
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
ま
す
。（II, 

313

よ
り
参
照
）

先
生
は「
経
験
」と
い
う
も
の
に
二
つ
の
契
機
を
区
別
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、

Ａ　

経
験
の
事
実
（
出
来
事
と
し
て
の
経
験
）

Ｂ　
（
基
本
的
に
言
葉
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
）
Ａ
の
自
己
理

解
、「

経
験
」
の
こ
の
構
造
の
た
め
に
、
二
つ
の
説
が
可
能
に
な
り

ま
す
。

一
、
Ｂ
に
重
点
を
お
く
説　

経
験
が
経
験
た
る
所
以
は
Ｂ
に

あ
る
。
経
験
さ
れ
る
い
か
な
る
も
の
も
す
で
に
言
葉
に
よ
る
解

釈
を
通
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
裸
の
経
験
」
は
あ
り

え
な
い
。
Ａ
は
Ｂ
に
と
っ
て
質
量
な
い
し
素
材
に
過
ぎ
な
い
。

二
、
Ａ
に
重
点
を
お
く
説　

Ｂ
の
言
葉
に
よ
る
把
握
が
限
定

で
あ
る
だ
け
に
、
Ａ
そ
の
も
の
に
は
、
そ
の
把
握
に
余
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
経
験
が
経
験
た
る
所
以
は
、
む
し
ろ
Ａ
に
お
い
て

Ｂ
に
余
る
も
の
が
経
験
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。（II, 

316

）こ
こ
に
、「
宗
教
の
成
立
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」

（II, 317

）
コ
メ
ン
ト

先
生
の
こ
の
理
論
はSteven T. K

atz, M
ysticism

 and 

Philosophical A
nalysis 

に
お
け
る
（
宗
教
学
界
で
非
常
に
影
響

力
の
あ
る
）
説
に
対
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
（
先
生
は
そ
れ
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を
引
用
し
て
い
ま
せ
ん
が
）。
先
生
の
こ
の
理
論
は
非
常
に
大
切

と
思
わ
れ
ま
す
。
英
訳
は
存
在
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ご
自
分
の
人
生
体
験
か
ら

私
へ
の
手
紙
に
お
い
て
、
先
生
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。「

上
田
自
身
の
宗
教
観
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
次
の
三

つ
（
の
論
文
）
が
あ
り
ま
す
：

一
、「
境
遇
と
境
涯―

―

清
沢
満
之
の
場
合
」（（
第III

巻
）

二
、「
山
頭
火
と
放
哉―

―

「
自
由
律
俳
句
」詩
人
と
仏
教
」（
第

X
I

巻
）

三
、「
漱
石
に
お
け
る
「
道
草
」
の
道
」（
第V
巻
）

そ
の
「
題
」
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
は
直
接
に
自

叙
伝
的
で
は
な
く
、
他
人
の
宗
教
的
態
度
を
描
い
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
先
生
が
そ
の
他
人
の
宗
教
的
道
の
中
に
、
ご
自
身
の

経
験
を
ど
こ
に
認
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
余
り
明
ら
か
に

指
摘
し
て
い
ま
せ
ん
（
少
な
く
と
も
無
知
の
私
に
は
分
か
る
よ

う
に
）。
た
だ
、
夏
目
漱
石
が
自
我
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
態
度

か
ら
、「
自
と
他
」
を
大
事
に
す
る
態
度
に
移
っ
た
と
い
う
過
程

は
、
ご
自
分
の
人
生
の
中
で
も
宗
教
の
働
き
と
し
て
経
験
し
た

こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
を
宗
教
の
大
事
な
と
こ
ろ
と
見
る
よ

う
い
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
感
じ
は
し
ま
す
。
先
生

は
も
う
少
し
説
明
し
て
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

上
田
先
生
へ
の
質
問

先
生
に
聞
き
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
か

ら
一
応
次
の
質
問
を
出
す
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

京
都
学
派
の
哲
学
者
は
、
仏
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し

て
自
然
に「
神
」を
そ
の
宗
教
論
の
中
心
に
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

先
生
は
、「
禅
が
特
に
事
実
の
事
実
性
を
重
視
す
る
」（X

I, 

96

）
と
書
い
て
い
ま
す
が
、｢

禅
は
す
べ
て
の
宗
教
の
本
質
で

あ
る｣

と
い
う
主
張
に
賛
成
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
関
連
し
て
、
そ
れ
に
触
れ

る
先
生
の
文
章
の
中
で
私
を
一
番
啓
発
し
た
の
は
次
の
指
摘
な

の
で
す
。「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
と
人
間
と
の
関
係
で
あ
り
、
し

か
も
神
を
根
本
と
し
て
神
か
ら
出
発
す
る
に
対
し
て
、西
田
（
仏

教
）
で
は
神
と
人
間
と
の
関
係
が
根
本
で
あ
っ
た
。」（X

I, 97

）

ま
た
、「
西
田
が
始
め
か
ら
神
と
我
々
の
自
己
と
の
関
係
そ
の
も
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の
が
根
本
の
事
実
と
見
て
い
る
。」（X

I, 96

）

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
懸
念
は
、
そ
う
い
う
仏
教
的
考
え
方
で
は
、

神
と
人
間
と
が
（
客
観
的
、
存
在
論
的
に
）
同
じ
レ
ベ
ル
に
お

か
れ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
神
あ
っ
て
人
間
あ

り
、
人
間
あ
っ
て
神
あ
る
」（
可
逆
的
）
と
い
う
よ
う
に
。
上
田

先
生
の
次
の
説
明
に
よ
っ
て
そ
の
懸
念
が
取
り
除
か
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。「
そ
の
関
係
自
体
は
自
覚
の
事
実
、
又
は
心
霊
上
の

事
実
で
あ
る
。」
そ
の
関
係
は
あ
く
ま
で
逆
対
応
的
で
あ
る
。

先
生
は
宗
教
と
倫
理
と
の
関
係
を
ど
う
見
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

先
生
は
「
禅
は
社
会
活
動
と
関
係
な
い
」
と
い
う
主
張
に
賛

成
で
す
か
。

上
田
先
生
は
現
在
宗
教
の
危
機
の
根
本
的
と
こ
ろ
を
ど
う
見

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
道
と
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
伝
統
と
の
断
絶
と
い
う
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
い
わ
れ

る
が
、
こ
れ
は
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
の
よ
う
な
ひ
ど
さ
で
は

な
い
。」（V, 178

）
先
生
は
今
で
も
そ
う
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
感
じ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
捨
て
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

ほ
と
ん
ど
は
宗
教
性
そ
の
も
の
を
捨
て
た
代
わ
り
に
、
自
分
を

無
神
論
者
と
い
う
日
本
人
は
聖
な
る
も
の
へ
の
開
き
を
保
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

注

1
 

ロ
ー
マ
数
字
は
、『
上
田
閑
照
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
〜

二
〇
〇
三
年
刊
）
の
巻
数
を
表
し
、
そ
の
後
の
数
字
は
ペ
ー
ジ
数

を
表
す
も
の
と
す
る
。
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上
田 

非
常
に
綿
密
に
、
精
密
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
て

大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
や
は
り
自
分
の
考
え
て
き

た
こ
と
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
か
と
い

う
こ
と
が
私
の
考
え
た
こ
と
の
意
義
に
も
な
っ
て
く
る

わ
け
で
す
か
ら
、
非
常
に
あ
り
が
た
く
お
聞
き
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
上
で
の
問
題
で
す
。
ブ
ラ
フ
ト
神
父
さ

ん
の
質
問
に
は
比
較
的
答
え
や
す
い
。
答
え
に
く
い
の

は
昨
日
の
吉
田
さ
ん
の
質
問
で
し
た
。
一
番
ぎ
り
ぎ
り

の
と
こ
ろ
の
問
題
な
の
で
、
そ
れ
を
答
え
る
に
は
い
く

つ
か
の
手
続
き
が
必
要
で
す
し
、
明
日
、
答
え
る
こ
と

に
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
花
岡
さ
ん
の
質
問
は
、
私
が

表
面
的
に
出
し
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
の
考
え

方
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
か
ら
、
い

ろ
い
ろ
考
え
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
で
答
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
の
質
問
に
は
、
答
え
る
こ

と
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
具
体
的
な
こ
と
が
多

い
の
で
す
ぐ
答
え
ら
れ
る
の
は
、
英
訳
は
あ
り
ま
す
か

と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
も
が
あ
り

ま
す
（“G

laube und M
ystik am

 Problem
 ‘Erfahrung 

und Sprach e’”

）。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
研
究
家
の
Ａ
・
Ｍ
・

ハ
ー
ス
さ
ん
の
定
年
の
た
め
の
論
文
集
（
一
九
九
九
）

が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
出
て
い
ま
す
。
コ
ピ
ー
し
て
そ
れ

を
お
送
り
し
ま
す
。

上
田
の
宗
教
は
な
ん
だ
と
い
う
問
が
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
れ
は
さ
っ
き
の
「
山
頭
火
と
放
哉
」
は
ほ
と
ん

ど
自
分
の
こ
と
と
し
て
言
え
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
清

沢
満
之
、
漱
石
に
も
非
常
に
感
銘
同
感
は
す
る
の
で
す

が
、
こ
の
二
人
は
相
当
の
知
識
人
で
も
あ
り
、
立
場
と

し
て
も
優
れ
た
人
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
に
起
こ
っ

た
挫
折
を
通
し
て
の
新
し
い
道
の
歩
み
、
こ
れ
は
は
っ

き
り
宗
教
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

満
之
と
漱
石
は
あ
ま
り
に
典
型
的
で
私
も
深
く
同
感
す

る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
私
だ
と
は
言
い
に
く
い
感
じ
で

討
論
Ⅲ 

司 
会　

ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
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す
。
漱
石
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
が
、
満
之
に
つ
い
て

も
一
つ
特
に
同
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
書
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
（『
上
田
閑
照
集
』
第
三
巻
「
場
所
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
場
所
に
お
け
る
人
間―

―

清
沢

満
之
の
「
境
遇
と
境
涯
」
に
即
し
て
」）。
死
の
直
前
の

最
後
の
手
紙
で
「
こ
れ
に
て
ひ
ゅ
う
ど
ろ
と
い
た
し
ま

す
」
と
。
普
通
だ
と
念
仏
と
か
浄
土
と
か
い
う
こ
と
を

書
き
そ
う
な
の
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
全
然
な
く
て
、

「
こ
れ
に
て
ひ
ゅ
う
ど
ろ
と
い
た
し
ま
す
」。「
ひ
ゅ
う

ど
ろ
」
と
い
う
の
は
「
大
浜
は
風
の
き
つ
い
と
こ
ろ
」

と
い
う
風
の
音
で
す
。
そ
の
風
の
音
に
乗
じ
て
、
ひ
ゅ

う
ど
ろ
と
な
っ
て
消
え
て
い
く
と
。
そ
こ
に
深
く
同
感

し
ま
し
た
。
私
が
同
感
し
た
そ
こ
に
、
真
宗
の
教
学
か

ら
は
満
之
に
は
念
仏
が
な
い
と
か
、
阿
弥
陀
さ
ん
が
で

て
こ
な
い
と
い
う
批
判
が
事
実
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
し

か
し
、
満
之
も
若
い
と
き
に
は
真
宗
の
基
本
の
教
学
は

き
ち
ん
と
ふ
ま
え
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
教
団
改
革

に
挫
折
し
た
り
す
る
中
で
自
分
が
本
当
に
生
き
て
い

く
、
生
死
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
、
最
後

は
「
ひ
ゅ
う
ど
ろ
」
と
消
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
漱
石
に
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
趣
が
あ
り
最

後
の
漢
詩
な
ど
に
そ
れ
が
で
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た

だ
、「
山
頭
火
と
放
哉
」
は
も
し
こ
れ
が
私
だ
と
言
っ

た
と
し
て
も
、
自
分
で
も
「
そ
う
だ
」
と
思
え
る
ほ
ど

の
こ
と
と
し
て
書
い
た
と
と
い
う
気
持
ち
で
す
。
も
う

一
つ
白
状
す
る
と
、
別
に
「
私
の
宗
教
」
と
い
う
文
章

が
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
私
と
し
て
は
自
然
な
ん
だ
け

れ
ど
、
今
度
の
資
料
と
し
て
出
す
の
は
な
ん
と
な
く
は

ば
か
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
著
作
集
の
エ
ッ
セ
ー
の

中
に
は
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
言
っ
て
み
ま
す
。
毎
朝

私
は
す
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
庭
の
一
角
に
相
当
大

き
な
楠
が
あ
っ
て
、
そ
の
楠
の
下
に
お
地
蔵
さ
ん
が
い

る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
お
地
蔵
さ
ん
に
お
ま
い
り
し
ま
し

て
、
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
て
、「
楠
の
神
様
！
」
と
言

い
な
が
ら
、
こ
う
や
る
ん
で
す
（
大
き
く
左
右
の
腕

で
円
を
描
き
な
が
ら
、
楠
を
か
こ
む
、H

P

に
写
真
あ

り
）、
大
地
深
く
根
ま
で
。
そ
れ
だ
け
で
す
が
、
お
も

し
ろ
い
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
起
き
ま
す
。
た
い
て
い
風
が
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吹
い
て
い
ま
す
の
で
、
無
数
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
葉

が
ゆ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
ゆ
れ
方
が
毎
回
違
う
ん
で

す
。
な
ん
と
も
い
え
な
い
微
妙
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
相

当
強
い
風
で
荒
れ
て
い
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
全
然
葉
が

動
い
て
い
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
、

心
持
ゆ
っ
く
り
円
を
描
い
て
ゆ
く
と
そ
の
う
ち
に
最
後

に
小
さ
な
葉
っ
ぱ
が
最
後
に
サ
ラ
サ
ラ
と
動
く
こ
と
も

あ
っ
て
、
な
ん
と
も
嬉
し
い
と
い
う
の
か
。
風
で
楠
が

荒
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
お
の
ず
か
ら
「
神
荒
れ
た
も

う
」
と
言
い
ま
す
。
最
後
ま
で
一
枚
の
葉
も
動
か
な
い

と
き
に
は
、「
神
寂し
づ
まり
た
も
う
」
と
言
い
ま
す
。
そ
の

よ
う
に
両
腕
で
楠
を
か
こ
ん
で
円
を
描
く
と
き
、
同
時

に
え
ん
を
描
い
て
ゆ
く
両
腕
の
手
の
指
の
動
き
は
、
何

か
限
り
な
い
と
こ
ろ
ま
で
通
じ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で

す
。
円
相
と
そ
れ
を
超
え
包
む
虚
空
感
と
。
こ
れ
が
私

の
「
楠
の
神
様
！
」
で
す
。
私
に
と
っ
て
「
こ
れ
が
宗

教
だ
」
と
言
っ
て
も
ち
っ
と
も
お
か
し
く
な
い
気
持
ち

で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
二
つ
三
つ
あ
り
ま

す
。
恥
ず
か
し
さ
を
顧
み
ず
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
に
挑
発

さ
れ
て
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。（
笑
）

そ
れ
か
ら
、
さ
っ
き
の
カ
ッ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

名
前
も
知
っ
て
い
る
し
、
深
澤
英
隆
さ
ん
が
カ
ッ
ツ
に

つ
い
て
発
表
さ
れ
た
の
も
知
っ
て
は
い
ま
す
が
、
直
接

本
は
読
ん
で
い
ま
せ
ん
の
で
、
引
用
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

最
後
に
、「
宗
教
と
倫
理
」
の
問
題
に
関
し
て
は
、

私
だ
け
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
京
都
学
派
に
対
し
て
、

基
本
的
に
は
仏
教
に
対
し
て
だ
さ
れ
る
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
無
我
と
か
空
と
い
う
こ
と
が
基
礎
に
な
る
と
、

よ
く
「
責
任
」
は
ど
う
な
る
の
か
、
倫
理
は
ど
う
な
る

の
か
と
い
う
議
論
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り

「
無
我
」
と
い
う
こ
と
を
存
在
論
だ
と
考
え
る
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。

「
無
我
」
と
い
う
の
は
根
本
的
に
は
、「
我
執
か
ら
離
れ

よ
」
と
い
う
こ
と
。「
無
我
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

る
と
き
に
は
、「
無
我
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
要
求
を
含
ん
で
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
れ

は
倫
理
の
基
礎
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
近
代
的
な
形
で
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最
も
は
っ
き
り
道
徳
性
を
基
礎
付
け
た
も
の
と
し
て
カ

ン
ト
の
「
実
践
理
性
批
判
」
を
す
ぐ
思
い
つ
く
わ
け
だ

け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
の
し
た
こ
と
は
そ
も
そ
も
義
務
の

意
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。
カ
ン
ト
の
場
合
に
は
そ
れ
を
理
性
に
基
礎
付
け
た

わ
け
で
す
。「
義
務
」
と
い
う
意
識
の
成
立
の
根
拠
を
、

人
間
の
二
重
構
造
と
い
い
ま
す
か
、
理
性
の
要
求
は
理

性
的
感
性
的
な
人
間
の
全
体
性
を
た
だ
ち
に
決
定
し
う

る
も
の
で
は
な
い
と
。
カ
ン
ト
で
は
そ
れ
が
「
根
本
悪
」

の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
カ
ン
ト
の
よ
う
に

義
務
を
理
性
に
基
礎
付
け
る
代
わ
り
に
仏
教
で
は
無
我

と
い
う
と
こ
ろ
に
基
礎
付
け
て
、
無
我
と
い
う
こ
と
を

言
う
と
き
に
は
そ
こ
に
無
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
要
求
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
よ
う
に
理
解
す

べ
き
こ
と
で
す
。
空
と
い
う
こ
と
も
そ
う
で
す
。
そ
の

根
本
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
あ
と
の
道
徳
律
に
関
し
て

は
、
伝
統
的
な
た
と
え
ば
、
中
国
固
有
の
徳
目
、
そ
う

い
う
も
の
を
生
か
し
な
お
せ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

き
ま
し
た
。
五
戒
壱
十
戒
を
説
き
ま
す
が
、
仏
教
と
し

て
特
別
な
道
徳
律
を
出
す
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
と
な
る
道
」
を
説
く
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
、
倫
理
も
道
徳
も
無
視
す
る
と
い
う

立
場
で
は
決
し
て
な
く
て
、
遂
に
そ
の
基
礎
を
は
っ
き

り
さ
せ
る
と
い
う
立
場
だ
と
い
う
よ
う
に
私
は
考
え
ま

す
。「
無
我
」
と
い
う
の
は
存
在
論
的
な
テ
ー
ゼ
で
は

な
く
て
、「
無
我
」
と
い
う
「
自
覚
」
で
あ
り
、「
自
覚
」

と
し
て
「
我
」
で
あ
る
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
自
覚

を
仏
教
は
人
び
と
に
求
め
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
理
解

し
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
フ
ト 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
、
先
生
。
こ
れ
か
ら
先
生
に

質
問
し
た
い
方
が
お
れ
ば
手
を
あ
げ
て
。
も
ち
ろ
ん「
宗

教
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を
中
心
に
し
て
、
前
の
話

も
議
論
に
入
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
。

八
木 
短
い
質
問
な
ん
で
す
が
、
さ
っ
き
上
田
さ
ん
が
言
わ
れ

た
こ
と
で
、
上
田
さ
ん
の
自
然
な
感
覚
が
表
現
さ
れ
て

る
ん
で
と
て
も
面
白
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、「
楠
の

神
様
」
っ
て
言
う
。
ど
う
し
て
「
楠
木
さ
ん
」
じ
ゃ
な
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く
て
「
楠
の
神
様
」
な
の
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
二
重
存

在
だ
か
ら
。

上
田 
そ
う
で
す
。「
楠
さ
ん
」
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
や
っ

ぱ
り
「
神
様
」。

八
木 

そ
う
す
る
と
楠
が
無
限
の
開
け
の
中
に
あ
る
と
同
時

に
、
楠
に
神
様
が
宿
る
わ
け
？

上
田 

「
宿
る
」
と
い
う
と
も
う
一
つ
の
説
明
の
し
か
た
に
な

る
ん
だ
け
れ
ど
も
…
。

八
木 

感
覚
と
し
て
…
。

上
田 

そ
う
、
感
覚
と
し
て
。
楠
が
風
に
吹
か
れ
て
い
る
、
そ

の
全
体
が
や
は
り
…
。

八
木 

や
っ
ぱ
り
「
楠
さ
ん
」
と
言
わ
ず
に
…
。

上
田 

そ
う
、「
楠
さ
ん
」
と
は
い
わ
ず
に
。
言
う
と
き
は
、

か
な
ら
ず
「
楠
の
神
様
」
な
ん
で
す
。

八
木 

そ
れ
が
非
常
に
素
朴
な
日
常
的
な
形
で
の
、
上
田
さ
ん

の
二
重
存
在
論
な
ん
だ
。

上
田 

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

本
多 

多
く
の
人
が
先
生
の
報
告
を
読
ま
れ
て
、
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
け

ど
ね
。
私
は
び
っ
く
り
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、『
道
草
』

の
な
か
で
夫
婦
の
関
係
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
い
ろ
い
ろ

な
葛
藤
が
あ
っ
て
、
と
い
う
夫
と
妻
と
い
う
「
と
」
の

問
題
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
「
と
の
世
界
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
四
月
に
私
は
栄
光
病
院
の
新
入
職
員
の
前
で
話
を

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
と
重
な
っ
て
深
め
る

こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
が
…
。

私
は
先
生
が
「
自
己
の
現
象
学
」
の
な
か
で
十
牛
図

の
八
・
九
・
十
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、『
我
と
汝
』
と
い
う
、
ブ
ー

バ
ー
の
こ
れ
に
対
す
る
批
判
が
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
ん

で
す
ね
。
若
い
頃
か
ら
ブ
ー
バ
ー
は
著
名
な
宗
教
哲
学

者
で
、
多
く
の
人
が
研
究
し
て
い
ま
す
。
よ
く
紹
介
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
生
の
よ
う
な
視
点
で
批
判
さ

れ
て
い
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
ん
で
す
。
と
い
う
の
は

『
我
と
汝
』
に
は
ま
だ
「
我
」
の
ほ
う
か
ら
見
ら
れ
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
隠
れ
て
い
る
。「
汝
」
を
「
我
」
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の
ほ
う
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
隠
れ
て
い
る

と
。「
と
」
と
い
う
「
間
」
が
で
す
ね
、
本
当
の
解
脱

空
間
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
重
し
を
つ
け
る
た
め

に
「
永
遠
の
汝
」
と
い
う
も
の
を
ブ
ー
バ
ー
が
言
う
わ

け
で
す
。
私
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
、
い
ま
ま
で
感
心

し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
で
構
造
が
は
っ
き
り
し

て
き
た
と
い
う
の
が
、
や
は
り
「
永
遠
の
汝
」
と
い
っ

て
も
、
先
生
の
言
葉
を
つ
か
え
ば
「
永
遠
の
汝
に
よ
っ

て
解
脱
空
間
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な

お
、
間
性
、「
と
」
と
い
う
解
脱
空
間
は
、
神
、「
永
遠

の
汝
」
の
方
向
へ
立
ち
消
え
に
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
。

そ
れ
で
な
る
ほ
ど
な
あ
と
。
同
時
に
私
は
イ
エ
ス
が「
我

に
主
よ
、
主
よ
と
申
す
も
の
、
こ
と
ご
と
く
天
国
の
世

に
あ
ら
ず
」
と
。
軽
々
し
く
「
神
よ
、
神
よ
」
と
い
う

こ
と
に
非
常
に
抵
抗
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

「
わ
が
去
る
は
汝
ら
の
益
な
り
」
と
言
わ
れ
た
イ
エ
ス

の
言
葉
、
本
当
に
意
味
深
長
で
、
で
、
聖
霊
が
下
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
が
…
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
の
あ

り
方
と
し
て
、
非
常
に
西
洋
化
さ
れ
た
形
で
日
本
に
受

容
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
人
自
身
が
本
来
は
東
洋
的

な
、
仏
教
的
な
感
覚
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
ど
こ
か
無
意
識

の
な
か
の
遺
産
と
し
て
も
っ
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど

も
、
そ
れ
が
抑
圧
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
西
洋
化
さ
れ
て

き
て
い
る
と
。
で
、「
神
様
、
神
様
」
と
呼
ん
で
し
ま

う
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
自
身
が
、「
神
」
と
い
っ
た
瞬
間
に
も
う
離
れ

て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
は
我
執
の
神
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

神
は
「
有
」
の
所
有
物
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は

す
ご
い
よ
く
響
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
先
生
も
ブ
ー
バ

ー
は
ち
ゃ
ん
と
そ
う
い
う
形
で
お
さ
え
な
が
ら
、『
道

草
』
を
紹
介
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
漱
石

の
『
私
の
個
人
主
義
』
と
い
う
の
が
い
か
に
も
エ
ゴ
イ

ズ
ム
と
結
び
付
け
や
す
い
言
葉
が
実
は
そ
う
で
は
な
く

て
、「
と
」
と
い
う
「
間
性
」
の
解
脱
空
間
…
。
た
と

え
ば
亭
主
と
妻
と
の
関
係
が
亀
裂
す
る
関
係
と
解
脱
し

て
包
み
込
む
、
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
か
ら
、
先
生
の
言

葉
だ
と
「
夫
婦
の
葛
藤
の
時
期
中
に
ほ
の
か
に
か
す
か

に
優
し
さ
が
漂
い
、
そ
う
い
う
空
間
」
と
い
う
言
葉
を
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つ
か
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
漱
石
が
『
道
草
』
で

示
唆
し
て
い
る
部
分
な
ん
で
す
が
、
漱
石
は
さ
ら
に
で

す
ね
、
こ
れ
は
先
生
の
文
章
で
す
か
、
成
仏
。「
私
の

個
人
主
義
」
が
漱
石
は
あ
り
の
ま
ま
を
あ
り
の
ま
ま
に

書
き
う
る
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
は
ど
ん
な
意
味
か
ら

み
て
も
悪
い
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
っ
た
に
し
て
も
、

そ
の
人
が
得
ら
れ
た
功
徳
に
よ
っ
て
ま
さ
に
成
仏
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
。
成
仏
と
い
う
、
こ
こ
で
び
っ
く
り

し
た
の
は
こ
こ
な
ん
で
す
。「
と
」
の
、「
間
の
主
体
性
」

と
い
い
ま
す
か
、
私
は
び
っ
く
り
し
た
感
想
だ
け
申
し

上
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
に
も
う
す
こ
し
コ
メ

ン
ト
を
加
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
…
。
漱
石
の
本
当
の

宗
教
性
と
い
い
ま
す
か
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
か
神
と
か

を
超
え
た
次
元
に
お
け
る
宗
教
性
、
こ
れ
を
な
ん
と
い

っ
た
ら
い
い
の
か
、
新
し
い
言
葉
で
。
以
上
で
す
。

上
田 

も
う
少
し
説
明
と
い
っ
て
も
な
か
な
か
ぴ
っ
た
り
言
え

な
い
の
で
す
が
、
言
葉
と
し
て
は
今
お
っ
し
ゃ
っ
た

よ
う
な
、「
宗
教
性
」
と
い
う
こ
と
で
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
「
宗
教
性
」
と
い
う
こ

と
で
何
を
考
え
る
か
、
定
義
で
き
る
よ
う
な
形
で
は
な

か
な
か
出
せ
ま
せ
ん
。
漱
石
の
場
合
は
、
当
時
最
高
の

知
識
人
で
あ
る
だ
け
に
挫
折
が
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す

ね
。
こ
と
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
挫
折
。
そ
れ
か
ら
夫
婦
間

の
問
題
。
そ
れ
か
ら
大
病
。
漱
石
が
あ
と
で
「
三
十
分

の
死
」
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
言
う
大
患
な
ど
の
挫

折
を
通
し
て
生
き
得
た
自
分
の
経
験
か
ら
言
っ
て
い
ま

す
ね
。
そ
こ
が
新
し
い
と
い
え
ば
新
し
い
。
た
だ
、「
宗

教
性
」
と
言
い
ま
す
と
伝
統
的
な
、
あ
る
い
は
新
興
の

宗
教
を
扱
っ
て
い
る
人
た
ち
か
ら
す
る
と
、
宗
教
を
一

般
化
し
て
し
ま
っ
て
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
す
が
、
私
は
む
し
ろ
逆
に
人
間
の
基
礎
の
と
こ
ろ
で

生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
「
宗
教
性
」
を
考
え
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
「
宗
教
性
」
が
い
ろ
い
ろ
な

伝
統
や
個
人
個
人
の
経
験
の
中
で
ど
の
よ
う
に
受
肉
し

て
現
実
の
も
の
に
な
る
か
と
い
う
問
題
と
考
え
て
い
ま

す
。
人
間
存
在
に
お
け
る
そ
の
基
礎
が
見
ら
れ
て
い
な

い
と
、
宗
教
と
い
う
特
別
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
危
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険
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
基
礎
は
や
は
り

「
宗
教
性
」
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は

大
拙
の
言
葉
で
「
霊
性
的
自
覚
」
と
い
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
た
だ
実
際
に
一
人
一
人
の
場
合
、
な
い
し
歴

史
的
な
実
定
宗
教
の
場
合
、
そ
の
基
礎
が
ど
う
い
う
形

で
現
実
に
な
っ
て
い
る
か
、
個
々
に
入
念
に
見
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
漱
石
の
場
合
、「
私
の
個
人
主
義
」
と

い
う
表
題
だ
け
か
ら
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
す
が
、

講
演
で
「
私
の
個
人
主
義
」
の
自
己
本
位
に
は
「
強
烈

な
精
神
の
背
景
」
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

言
っ
て
い
ま
す
。
強
烈
な
精
神
の
背
景
と
い
う
、
そ
の

実
例
と
し
て
一
人
挙
げ
て
い
る
の
が
、
親
鸞
で
す
ね
。

親
鸞
は
別
に
新
し
い
宗
教
、
仏
教
の
立
場
を
出
そ
う
と

意
図
し
た
の
で
は
な
い
。
い
ま
ま
で
の
そ
れ
で
ど
う
し

て
も
自
分
が
納
得
い
か
な
い
、
そ
こ
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
し
て
突
き
抜
け
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た

わ
け
で
す
。
妻
帯
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
も
う
僧

を
や
め
て
結
婚
し
て
、
と
い
う
よ
う
な
個
人
主
義
と
は

違
い
ま
す
。
や
は
り
強
烈
な
背
景
を
も
っ
た
、
そ
し
て

そ
れ
が
次
第
に
は
っ
き
り
で
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
親
鸞
の
場
合
の
「
強
烈
な
背
景
」
は
弥
陀

の
本
願
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
漱
石
の
場
合
に
は
そ
の

強
烈
な
背
景
と
い
う
の
は
、
強
烈
な
と
い
う
言
葉
に
そ

ぐ
わ
な
い
よ
う
で
す
が
、
最
晩
年
に
「
則
天
去
私
」
と

い
う
言
葉
で
言
お
う
と
し
た
も
の
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く

と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
フ
ト 

い
い
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
次
は

ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク 

先
生
は
世
界
が
お
い
て
あ
る
場
所
に
は
、
無
限

の
開
き
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
…
。

上
田 

無
限
の
開
け
の
中
に
世
界
が
於
て
あ
る
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク 

そ
れ
で
そ
の
無
限
性
を
世
界
と
の
関
係
に
つ

い
て
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
二
重
性
は
一
時

的
な
状
況
で
す
か
。
そ
れ
と
も
一
つ
の
過
程
の
途
上
と

し
て
別
な
世
界
を
指
摘
し
て
る
ん
で
す
か
。
還
元
す
れ

ば
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
西
洋
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も

含
ま
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
世
界
は
は
じ
め
が
あ
る
ん
で

TZ 4 Ueda3.indd   123 2005/06/13   14:15:03



24 

す
け
ど
、
終
り
が
な
い
ん
で
す
。
む
し
ろ
東
洋
で
は
、

仏
教
も
含
み
ま
す
が
、
世
界
は
は
じ
め
が
な
い
け
ど
、

終
り
が
あ
る
ん
で
す
。
両
方
が
論
理
的
に
も
存
在
論
的

に
も
矛
盾
的
で
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
神
話
的
、
宗

教
的
に
は
非
常
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
無
限
の
開
け
は
世
界
の
死
を
覚
悟
し
て
、
世
界
が

な
る
べ
く
早
く
絶
滅
す
る
ぞ
、
力
を
尽
く
し
て
。
死
は

無
の
社
で
あ
る
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
世
界
の
改
善
、

救
い
、
世
界
の
存
続
す
る
希
望
を
可
能
に
す
る
概
念
と

考
え
ら
れ
ま
す
か
。
無
限
の
開
け
と
い
う
概
念
は
。

上
田 

要
の
と
こ
ろ
な
の
で
繰
り
返
し
ま
す
が
、
世
界
は
世
界

と
し
て
「
限
り
な
い
開
け
」
に
於
て
あ
る
、
そ
れ
を
世

界
の
「
見
え
な
い
二
重
性
」
と
言
い
ま
し
た
、
或
は
世

界
に
限
り
な
い
余
白
と
無
底
の
深
い
行
間
が
あ
る
。
そ

れ
が
世
界
の
真
相
で
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
内
に
あ
る

人
間
は
「
我
は
、
我
な
ら
ず
し
て
、
我
」
と
い
う
否
定

性
を
含
ん
だ
自
覚
の
故
に
、
人
間
同
士
は
相
違
か
ら
く

る
対
立
は
あ
っ
て
も
、
相
手
を
倒
そ
う
と
す
る
戦
争
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
を
超
え
包
む
「
限
り
な
い
開
け
」

は
、
決
し
て
世
界
を
滅
ぼ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

遂
に
、
あ
ら
し
め
る
も
の
、
世
界
の
存
続
に
希
望
を
与

え
る
も
の
で
す
。
し
か
し
世
界
の
内
に
あ
る
人
間
が
見

え
な
い
も
の
を
見
ず
に
、
世
界
を
超
え
包
む
「
限
り
な

い
開
け
」
に
開
か
れ
ず
、
世
界
だ
け
の
世
界
に
閉
じ
こ

も
り―

―

そ
れ
は
「
我
は
我
」
と
言
う
だ
け
の
我
が
世

界
を
「
我
の
世
界
」
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
す
が
、

そ
う
な
る
と
、
人
間
は
世
界
を
自
分
の
た
め
に
使
い
尽

し
、（
い
わ
ゆ
る
自
然
破
壊
も
こ
う
し
て
起
き
ま
す
）、

世
界
を
「
我
の
世
界
」
と
し
よ
う
と
す
る
我
と
我
（
集

合
的
エ
ゴ
と
集
合
的
エ
ゴ
）
の
対
立
は
戦
争
に
な
り
ま

す
。
世
界
の
滅
亡
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、

「
限
り
な
い
開
け
」
の
故
で
は
な
く
、
逆
に
世
界
だ
け

を
世
界
と
す
る
人
間
中
心
的
な
人
間
の
故
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク
さ
ん
の
質

問
の
趣
旨
が
も
う
一
つ
は
っ
き
り
つ
か
め
な
い
の
で
、

答
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
…
。
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ハ
イ
ジ
ッ
ク 

世
界
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
の
地
球
が
絶
滅
す

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
ん
で
す
。
涅
槃
と
い
う
意
味

で
す
か
、
現
実
そ
の
も
の
が
い
つ
の
日
に
か
死
な
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
な
く
な
る
と
い
う
意
味
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
理
念
で
は
世
界
に
は
終
り
が
な
い
、
現
実
に
は
。

上
田 

終
末
論
と
い
う
の
は
、
世
界
に
終
り
が
な
い
と
？

ハ
イ
ジ
ッ
ク 

な
い
で
す
。
た
だ
し
、仏
教
に
は
終
り
が
あ
る
。

上
田 

待
っ
て
く
だ
さ
い
。
終
末
論
っ
て
い
う
の
は
世
界
に
終

り
が
な
い
っ
て
い
う
こ
と
…

八
木 

新
し
い
世
界
に
な
る
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク 

世
界
は
こ
の
地
球
で
は
な
い
。
改
善
さ
れ
て
、

救
わ
れ
る
世
界
。

上
田 

そ
う
す
る
と
単
純
に
世
界
に
終
り
が
な
い
と
い
う
意
味

で
は
な
く
て
。

八
木 

古
い
世
界
が
終
わ
る
。

上
田 

古
い
世
界
が
お
わ
っ
て
新
し
い
世
界
が
生
ま
れ
る
。
そ

う
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
仏
教
で
も
そ
う
い
う
ふ
う
に

考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
滅
び
て
は
生
れ
、
滅
び
て

は
生
れ
。
た
だ
そ
れ
が
ど
う
し
て
滅
び
、
ど
う
し
て
新

し
く
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
き
に
、
仏
教
の
場
合
、
神

を
置
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
滅
び
る
の
は
、
人
間
の
業
に
よ
っ
て
世
界
が
滅
び

る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
ぞ
と
い
う
教
え
で
あ
っ
て
、
世

界
を
超
え
た
意
志
が
あ
っ
て
と
い
う
こ
と
と
は
違
い
ま

す
。
私
は
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
こ
う
、
仏
教
で

は
こ
う
、
と
い
う
こ
と
自
体
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
い
ず
れ
も
世
界

を
世
界
だ
け
で
考
え
な
い
、
そ
れ
が
「
世
界
内
存
在
」

と
し
て
の
人
間
の
ど
の
よ
う
な
世
界
構
造
か
ら
き
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
私
の
問
題
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、

世
界
が
世
界
と
し
て
限
り
な
い
開
け
に
超
え
包
ま
れ
て

い
る
（
虚
空
／
世
界
）
と
い
う
見
方
に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
こ
の
見
方
は
、
世
界
の
始
め
を
ど
う
考
え
る

か
、
世
界
の
終
り
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
問

と
問
題
の
レ
ベ
ル
が
ち
が
う
の
で
直
接
に
答
え
よ
う
が

な
い
よ
う
な
気
持
ち
で
す
。
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し
か
し
、
仏
教
で
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
一
つ
だ
け
簡
単
に
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
釈
尊
は
、
世
界
に
初
め
が
あ
る
か
終
り
が
あ

る
か
と
い
う
よ
う
な
問
に
は
答
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
は
、
そ
う
い
う
問
題
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
問
題
が
人
間
の
解
脱
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
仏
教
の
原
初
的
立
場

が
は
っ
き
り
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
フ
ト 

い
い
で
し
ょ
う
か
。
次
は
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
先

生
。

ベ
ッ
カ
ー 

お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ブ
ラ
フ
ト
先

生
に
も
多
少
聞
か
れ
た
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
が
聞

き
逃
し
た
の
か
、
来
世
観
に
つ
い
て
お
伺
い
し
た
い
ん

で
す
。
こ
の
部
屋
の
中
で
も
た
と
え
ば
安
松
先
生
、
本

多
先
生
、
私
の
よ
う
な
末
期
患
者
を
相
手
に
し
て
宗
教

を
問
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
何
人
か
お
り
ま
す

が
、
一
つ
の
場
と
し
て
医
療
の
場
で
末
期
患
者
に
た
い

し
て
来
世
を
ど
う
お
語
り
に
な
れ
る
の
か
と
い
う
点
。

そ
し
て
中
に
神
父
や
牧
師
あ
る
い
は
僧
侶
の
方
が
多
く

い
ら
し
て
、
遺
族
が
悩
ん
で
い
る
と
き
に
精
神
統
一
を

目
指
し
て
供
養
な
ど
の
い
ろ
ん
な
話
が
あ
る
の
で
す

が
、
先
生
ご
自
身
な
ら
ば
、
遺
族
に
対
し
て
来
世
を
ど

う
お
語
り
に
な
る
か
と
い
う
第
二
の
場
が
あ
り
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
か
ろ
う
じ
て
第
三
の
場
を
も
う
け
る
と
し

た
な
ら
ば
、
お
知
り
合
い
の
な
か
で
も
非
常
に
ま
じ
め

に
人
生
を
送
っ
て
い
る
の
に
次
々
と
こ
れ
で
も
か
と
い

う
試
練
に
出
会
い
、
惨
め
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
逆
に
非
常
に
楽
を
し
て
ル
ン
ル
ン

と
し
て
い
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
来
世
を
考

え
な
け
れ
ば
正
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い

う
三
番
目
の
場
が
、
仏
教
で
し
た
ら
、
業
と
か
因
縁
、

カ
ル
マ
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
先
生
は
そ
の
あ
た
り
の

こ
と
を
含
め
て
、
医
療
と
遺
族
を
考
え
る
場
と
正
義
を

考
え
る
場
を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

上
田 
実
際
に
ど
う
い
う
か
と
い
う
決
め
手
は
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
死
ぬ
と
い
う
事
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実
の
、
絶
対
に
ど
う
に
も
で
き
な
い
、
解
釈
し
て
す
む

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
う
え
で
し
か

し
、
そ
の
死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
と
い
う
生
き

方
に
関
し
て
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
分
か
れ
て
く
る
と

思
う
ん
で
す
。
一
つ
は
、「
生
死
」
と
い
う
こ
と
で
つ

か
ま
え
て
、「
生
死
」
を
「
生
死
」
す
る
と
そ
れ
で
尽

き
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
決
し
て

「
死
」
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
生
き
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
と
一
つ
に
「
死
」
を
と
ら
え
る
と
い

う
か
経
験
す
る
と
い
う
仕
方
と
し
て
、
あ
る
一
方
の
方

向
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
「
生
」
を
「
死
」

が
断
ち
切
る
と
い
う
こ
と
と
し
て
受
け
取
っ
た
上
で
、

「
生
」
自
身
が
何
ら
か
の
仕
方
で
質
を
変
え
て
「
死
」

を
乗
り
越
え
て
生
き
続
け
る
と
い
う
、「
永
生
」
と
い

う
考
え
方
で
す
ね
。「
永
生
」
と
い
う
考
え
方
が
な
け

れ
ば
「
来
世
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も
ち
ま
せ
ん
ね
。

「
死
後
」
の
生
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
「
死
」

の
問
題
を
真
剣
に
う
け
と
る
仕
方
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。「
来
世
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
自
身
が
ひ

と
つ
の
文
化
の
伝
統
と
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
に
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の

か
と
い
う
問
い
が
起
こ
ら
な
い
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り

ま
せ
ん
。
近
し
い
人
が
死
ぬ
た
び
に
、
そ
の
人
が
死
ん

だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
よ
う
に
死
ぬ
ん

だ
ぞ
と
私
に
身
を
も
っ
て
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
最
近

は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
死
ん
で
ど
う
な
る
の

か
と
い
う
問
い
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
個

人
と
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
問
が
最
後
の
も
の
で
あ
っ

て
、
大
き
な
問
が
ピ
リ
オ
ド
で
す
。
そ
し
て
ピ
リ
オ
ド

が
打
た
れ
た
余
韻
の
中
で
問
が
感
嘆
詞
に
な
り
、「
生

死
事
大
」
が
生
死
不
思
議
に
な
り
ま
す
。
現
に
死
に
つ

つ
あ
る
人
、
そ
の
家
族
に
対
し
て
ど
う
慰
め
る
か
と
い

う
問
で
す
が
、
そ
の
場
合
、
一
般
的
に
慰
め
が
あ
り
得

る
で
し
ょ
う
か
。
出
来
る
こ
と
は
、
死
に
ゆ
く
人
を
思

い
な
が
ら
、
死
の
床
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
人
と
の
こ
の
世
で
の
交
り
に
、
感

謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
来
世
と
い
う
こ
と
を
何
と
か

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
そ
こ
で
考
え
な
く
て
い
い
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
死
に
つ
つ
あ
る
当
人

が
、
自
分
の
宗
教
で
生
き
て
き
て
、
そ
の
宗
教
の
宗
教

な
ら
ば
、
共
通
の
宗
教
の
言
葉
で
神
の
国
と
も
天
国
と

も
浄
土
と
も
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
一
緒
に

念
仏
を
と
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
私
に
、

ど
う
来
世
を
説
く
か
と
聞
か
れ
て
も
こ
た
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
非
常
に
親
し
い
友
達
が
死
ぬ
と
、
そ
れ
が
不
思
議

に
奥
さ
ん
の
ほ
う
が
長
生
き
す
る
場
合
が
多
い
ん
で
す

ね
。
た
い
て
い
は
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
奥
さ
ん
に
あ

と
で
お
悔
や
み
状
を
書
く
の
で
す
が
、
そ
の
都
度
ど
う

書
い
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
言
え
る
こ
と
は
、
た
だ
、

寂
し
く
お
暮
ら
し
の
こ
と
と
思
う
、
と
。
一
生
の
御
一

緒
は
消
え
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
御
一
緒
で
は
あ
っ
て

も
、
寂
し
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
お
大
切

に
し
て
下
さ
い
。
と
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
書
け
な
い

ん
で
す
よ
。

繰
り
返
し
ま
す
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
死
の
問

題
は
、
死
後
ど
う
な
る
の
か
、
来
世
は
ど
う
か
」
で
は

な
く
、「
死
ぬ
と
き
は
、
死
ぬ
が
よ
ろ
し
く
候
」（
良
寛
）

と
い
う
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
生
き
る
こ

と
、「
い
づ
く
に
か
帰
る
、
日
近
き
こ
こ
ち
し
て　

こ

の
世
の
も
の
の
懐
か
し
き
頃
」（
与
謝
野
晶
子
）。
と
い

う
よ
う
に
「
こ
の
世
」
で
生
死
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
私

の
切
実
な
問
題
で
す
。

ブ
ラ
フ
ト 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
。
も
う
時
間
が
オ
ー
バ
ー
に

な
り
ま
し
た
。

上
田 

そ
う
し
た
ら
質
問
だ
け
聞
い
て
お
い
て
明
日
答
え
よ
う

と
思
い
ま
す
。

ブ
ラ
フ
ト 

明
日
で
い
い
で
す
か
。
こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
に
心
か
ら
感
謝
い
た
し

ま
す
。（
拍
手
）

上
田 

明
日
に
な
っ
た
ら
も
う
質
問
は
し
な
く
て
い
い
と
い
う

気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
（
笑
）。
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