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吉
本
（
隆
明
）
さ
ん
に
と
っ
て
、
講
演
と
そ
れ
に
続
く
質
疑
応
答
は
、
一
種
独
特
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
ひ
と

つ
は
、
新
た
な
表
現
活
動
と
し
て
、
ま
た
ひ
と
つ
は
、
外
部
を
の
ぞ
く
窓
口
と
し
て
。
初
期
の
頃
に
は
、
講
演
は
苦

手
だ
、
と
い
う
意
識
も
あ
っ
て
、
数
も
多
く
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
学
生
を
中
心
に
要
請

も
多
く
な
り
、
相
当
意
識
し
た
講
演
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
、
最
初
の
講
演
集
で
あ

る
『
情
況
へ
の
発
言
』
あ
と
が
き
で
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
こ
の
講
演
は
わ
た
し
が
外
部
を
の
ぞ
く
唯
一
の
窓
口
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
学
生
諸
氏
の
質
問
や
批
判
や
反
撃
を

う
け
と
り
、
い
い
か
え
れ
ば
手
応
え
の
質
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
う
け
と
り
…
…
」（
一
九
六
八
年
八
月
）

次
の
講
演
集
で
は
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

編
集
に
あ
た
っ
て

宮
下
和
夫
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「
か
つ
て
、
戦
争
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
わ
た
し
は
一
人
の
何
で
も
な
い
読
者
と
し
て
傾
倒
し
て
い
た
幾
人
か
の

文
学
者
が
い
た
。
か
れ
ら
が
、
こ
の
情
況
で
、
こ
の
事
件
で
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
切
実
に
知
り
た
い
と
お
も
っ

た
と
き
、
か
れ
ら
は
、
自
分
の
見
解
を
公
表
し
て
く
れ
ず
、
沈
黙
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
は

あ
っ
た
ろ
う
が
、
無
名
の
一
読
者
と
し
て
の
わ
た
し
は
、
い
つ
も
少
し
ず
つ
失
望
を
禁
じ
え
ず
、
混
迷
に
さ
ら
さ
れ

た
。
も
し
も
、
わ
た
し
が
表
現
者
と
し
て
振
舞
う
時
が
あ
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
知
ら
な
い
読
者
の
た
め

に
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
述
べ
な
が
ら
行
こ
う
と
、
そ
の
と
き
、
ひ
そ
か
に
思
い
き
め
た
。
た
と
え
、
情
況
は

困
難
で
あ
り
、
発
言
す
る
こ
と
は
、
お
っ
く
う
で
あ
り
、
孤
立
を
誘
い
、
誤
る
か
も
し
れ
な
く
と
も
、
わ
た
し
の
知

ら
な
い
わ
た
し
の
読
者
や
、
わ
た
し
な
ど
に
関
心
を
も
つ
こ
と
も
な
い
生
活
者
の
た
め
に
、
わ
た
し
の
考
え
を
率
直

に
云
い
な
が
ら
行
こ
う
と
決
心
し
た
。
そ
れ
は
、
戦
争
が
わ
た
し
に
教
え
た
教
訓
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
、

ま
だ
、
こ
の
教
訓
を
失
っ
て
い
な
い
。（
中
略
）
わ
た
し
の
読
者
は
、
ま
だ
ま
だ
わ
た
し
が
〈
情
況
〉
を
失
っ
て
い

な
い
と
信
じ
て
く
れ
て
結
構
で
あ
り
、〈
情
況
〉
が
大
切
な
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
の
判
断
や
理
解
の
仕
方
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
ら
、
ち﹅

﹅

﹅

﹅

ゃ
ん
と
手
を
あ
げ
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
、
大
丈
夫
だ
。」

（『
敗
北
の
構
造
』
あ
と
が
き
、
一
九
七
二
年
十
二
月
）

こ
れ
は
、
書
く
も
の
に
も
喋
る
も
の
に
も
共
通
す
る
吉
本
さ
ん
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

書
く
寸
前
、
と
云
っ
て
い
い
も
の
が
増
え
て
き
て
、
準
備
に
も
一
週
間
く
ら
い
か
け
る
こ
と
も
増
え
て
き
た
。
当

然
、
レ
ベ
ル
も
高
く
な
っ
て
き
て
、
例
え
ば
、
厳
選
さ
れ
た
全
集
で
あ
る
「
吉
本
隆
明
全
集
撰
」
に
は
、「
良
寛
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論
」
三
編
（「
思
想
詩
」「
僧
侶
」「
隠
者
」）
が
収
録
さ
れ
、
小
林
秀
雄
賞
を
受
け
た
『
夏
目
漱
石
を
読
む
』
は
、
全
て

講
演
で
あ
る
。
多
く
の
講
演
が
、
い
ろ
ん
な
媒
体
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
。
学
生
新
聞
に
載
っ
た
も
の
も
あ
る
。
二

回
、
三
回
と
活
字
に
な
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

講
演
に
つ
い
て
、
正
面
切
っ
て
触
れ
た
こ
と
が
、
前
記
以
外
に
二
度
ほ
ど
あ
る
。
一
度
は
講
演
中
の
発
言
に
お
い
て
。

「
僕
は
常
日
頃
、
じ
ぶ
ん
の
お
し
ゃ
べ
り
自
体
を
ひ
と
つ
の
作
品
に
す
る
つ
も
り
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
。
作
品
に

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
聞
か
れ
た
方
の
受
け
と
り
方
な
の
で
、
僕
の
云
う
べ
き
こ
と
に
属
さ
な
い
の
で
す
が
、
あ

の
と
き
〔
直
前
に
行
わ
れ
た
「
若
い
現
代
詩
」
と
い
う
講
演
を
指
す
〕
だ
っ
て
僕
は
諸
先
生
方
が
書
か
れ
て
い
る
詩
を
素

材
に
し
て
じ
ぶ
ん
が
ひ
と
つ
の
作
品
を
か
く
と
い
う
つ
も
り
で
し
ゃ
べ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
れ
を
作
品
と
し
て
読

ん
で
く
だ
さ
ら
な
い
か
と
い
う
の
が
僕
の
願
望
な
ん
で
す
。」（「〈
若
い
現
代
詩
〉
に
つ
い
て
」
一
九
八
二
年
十
二
月
）

こ
れ
ほ
ど
昂
然
と
自
分
の
講
演
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
、
後
に
も
先
に
も
な
い
。

も
う
一
度
は
、「
吉
本
隆
明
全
講
演
ラ
イ
ブ
集
」
の
チ
ラ
シ
に
書
か
れ
た
。

「
人
ま
え
で
喋
言
る
の
は
苦
手
だ
と
言
い
な
が
ら
、
書
き
手
の
な
か
で
は
よ
く
お
喋
言
り
し
て
い
る
ほ
う
で
は
な
い

か
と
お
も
う
。
喋
言
る
こ
と
で
は
他
人
に
通
じ
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
書
く
手
習
い
を
は
じ
め
た
と
思
い
込
ん
で
き

た
わ
た
し
に
は
、
あ
る
時
か
ら
講
演
と
か
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
か
を
、
書
く
こ
と
の
方
へ
近
づ
け
よ
う
と
い
う
意
識
的

な
修
練
を
心
が
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
幾
つ
か
の
試
み
を
課
し
た
記
憶
が
あ
る
。
苦
手
の
意
識
を
ふ
り

払
う
た
め
、
と
い
う
の
が
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
主
な
も
の
だ
っ
た
。
聴
か
れ
た
人
が
わ
た
し
の
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
気
づ
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か
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
…
…
」（
二
〇
〇
一
年
十
月
）

　
　
　
　
　
　

＊

講
演
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
質
疑
応
答
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
吉
本
さ

ん
は
ど
こ
か
で
、「
ふ
き
っ
さ
ら
し
の
壇
上
で
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ

れ
は
講
演
の
こ
と
で
は
な
く
、
質
疑
応
答
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
方
八
方
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
質
問
が
飛

ん
で
き
て
、
そ
れ
に
間
髪
を
入
れ
ず
答
え
て
い
く
。
こ
の
、
間
・
髪
と
い
う
の
が
凄
い
の
だ
。
質
問
に
つ
い
て
の
理

解
が
早
い
と
い
う
か
、
深
い
の
だ
。

あ
る
い
は
、
質
問
の
趣
旨
が
分
か
り
に
く
い
と
き
、
何
度
も
問
い
返
し
、「
そ
う
か
、
だ
い
ぶ
分
か
っ
て
き
ま
し

た
。
あ
な
た
の
質
問
さ
れ
る
核
心
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。」
と
い
う
よ
う
に
、丁
寧
に
質
問
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
。

ま
た
、
吉
本
さ
ん
は
質
疑
応
答
を
重
視
し
て
い
て
、
時
間
の
あ
る
か
ぎ
り
続
け
よ
う
と
し
た
。
だ
か
ら
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
講
演
よ
り
質
疑
応
答
の
ほ
う
が
長
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
質
疑
応
答
を
メ
イ
ン
に
し
た
企
画
ま
で

飛
び
出
し
た
ほ
ど
だ
。
そ
れ
は
、
大
阪
・
梁
山
泊
主
催
の
「
ハ
イ
・
イ
メ
ー
ジ
論
1
9
9
X
」
だ
。「
吉
本
隆
明
全

講
演
ラ
イ
ブ
集
」
冊
子
で
の
換
算
だ
が
、
講
演
二
九
ペ
ー
ジ
に
対
し
て
、
質
疑
応
答
四
四
ペ
ー
ジ
だ
っ
た
。

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
音
源
の
あ
る
も
の
と
活
字
あ
る
い
は
起
こ
し
原
稿
だ
け
が
残
っ
て
い
る
も
の
と
二
通
り
あ
る
。

音
源
の
あ
る
も
の
で
も
、
吉
本
さ
ん
の
答
え
の
ほ
う
は
マ
イ
ク
が
あ
る
た
め
ク
リ
ア
な
も
の
が
多
い
が
、
質
問
の
ほ

う
は
マ
イ
ク
が
な
い
た
め
聞
き
取
り
に
く
い
。
可
能
な
限
り
お
こ
し
た
が
、
不
明
箇
所
は
□
□
□
と
し
た
り
、「
聴
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取
不
能
」
と
し
た
も
の
も
多
い
。

音
源
の
な
い
も
の
は
、
学
生
が
起
こ
し
た
も
の
が
多
く
、
正
確
な
も
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
本
シ

リ
ー
ズ
で
は
、
あ
ま
り
に
不
確
か
な
も
の
は
落
と
し
た
り
、
落
と
す
の
を
た
め
ら
わ
れ
る
も
の
は
、「
参
考
資
料
」

と
し
て
文
字
を
小
さ
く
し
て
収
録
し
た
。
音
源
で
確
認
で
き
る
も
の
を
主
に
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
な
質
疑
応
答
だ
が
、
人
目
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
い
く
つ
か
の
講
演
記
録
が
冊
子
な
ど

の
形
で
公
表
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
高
知
の
松
岡
祥
男
氏
編
集
の
「
吉
本
隆
明
資
料
集
」（
猫
々

堂
発
行
）
が
二
十
回
ほ
ど
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
行
業
績
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
も
恩
恵

を
受
け
た
。

今
回
、
こ
の
よ
う
な
形
で
発
表
す
る
き
っ
か
け
は
、「
N
H
K
戦
後
史
証
言
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
行
な
っ
た
「
シ

リ
ー
ズ
・
日
本
人
は
何
を
め
ざ
し
て
き
た
の
か
・
第
5
回　

自
ら
の
言
葉
で
立
つ　

〜
思
想
家
・
吉
本
隆
明
〜
」

（
二
〇
一
五
年
一
月
、
放
映
）
で
取
材
さ
れ
た
際
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
山
を
見
せ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
時
、
ふ
っ

と
こ
の
な
か
に
砂
金
が
隠
さ
れ
て
い
る
ぞ
、
と
い
う
閃
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
の
「
質
疑
応
答
集
」
の
企
画
の

始
め
で
あ
る
。

吉
本
さ
ん
の
講
演
は
、
内
容
が
不
明
で
も
記
録
と
し
て
分
か
っ
て
い
る
も
の
を
含
め
て
、
三
五
一
講
演
が
あ
る

（「
吉
本
隆
明
〈
未
収
録
〉
講
演
集
」
の
付
録
「
吉
本
隆
明
全
講
演
リ
ス
ト
」。
刊
行
中
に
見
つ
か
り
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が

四
講
演
あ
る
）。
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こ
の
う
ち
、
一
八
三
講
演
を
、
東
京
糸
井
重
里
事
務
所
（
現
・
ほ
ぼ
日
）
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
ほ
ぼ
日

刊
イ
ト
イ
新
聞
」
が
、「
吉
本
隆
明
の
1
8
3
講
演
」
と
し
て
、
無
料
・
無
期
限
で
公
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

凄
い
こ
と
だ
と
思
う
。
一
私
企
業
が
、
一
八
三
も
の
膨
大
な
講
演
を
無
料
で
公
開
し
て
い
る
の
だ
。
講
演
も
質
疑
応

答
も
あ
る
。
ぜ
ひ
、
そ
れ
を
聴
い
て
欲
し
い
と
思
う
。
吉
本
さ
ん
の
、
活
字
で
は
伝
わ
ら
な
い
息
吹
き
が
感
じ
ら
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。

解
説
を
担
当
さ
れ
た
築
山
登
美
夫
さ
ん
は
、
不
明
箇
所
を
中
心
に
、
何
度
も
音
源
に
当
た
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
起

こ
し
が
、「
柳
田
国
男
は
西
欧
的
な
自
然
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。」
と
あ
っ
た
の
は
、
築
山
さ
ん
の
聞
き
込
み
に

よ
っ
て
、「
柳
田
国
男
は
制
度
的
な
視
線
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
例
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
か
っ
た
。
築
山
さ
ん
は
吉
本
さ
ん
の
文
章
に
精
通
し
て
い
る
詩
人
で
あ
り
、
校
閲
の
プ

ロ
で
あ
る
。
築
山
さ
ん
の
不
明
箇
所
へ
の
聞
き
こ
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
多
い
。

ま
た
、「
解
題
」
で
宿
沢
あ
ぐ
り
さ
ん
の
で
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
念
に
か
え
ま
す
。

初
校
で
は
、
全
体
で
二
〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
た
。
こ
れ
は
、
質
疑
応
答
と
し
て
、
空
前
絶
後
の
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
精
読
に
足
る
内
容
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
珠
玉
の
言
葉
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ど
こ
か
ら
で
も

読
み
込
め
る
と
思
う
。
漫
然
と
読
ん
で
も
、
発
見
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ご
精
読
を
乞
い
ま
す
。（

み
や
し
た
・
か
ず
お
）
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質
問
者 

1 

　

先
生
が
親
鸞
に
興
味
を
お
感
じ
に
な
り
ま
し
た
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
う
か
が
い
た
い

ん
で
す
が
。

僕
は
昔
か
ら
親
鸞
が
好
き
で
し
て
、
学
生
の
頃
に
「
歎た
ん

異に

鈔し
ょ
うに

就
い
て
」
と
い
う
文
章
を
書
い
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
関
心
が
現
在
ま
で
持
続
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
は
僕
は
、
親
鸞
の
ど
こ
が
好
き
な

の
か
。
み
な
さ
ん
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
人
に
は
い
い
子
に
な
り
た

い
と
い
う
気
持
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
僕
自
身
に
も
、
自
分
を
偽
っ
て
で
も
正
し
い
こ
と
を
い
い
た

い
と
い
う
気
持
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
人
間
は
正
し
い
こ
と
を
い
う
た
め
に
な
ぜ

y
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自
分
を
偽
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
よ
く
考
え
て
、
自
分
を
偽
る
こ
と
と
正
し

い
こ
と
を
い
う
こ
と
の
間
に
橋
を
架
け
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

こ
の
二
つ
の
間
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
宗
教
家
、
思
想
家
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
マ
ル
ク

ス
主
義
者
で
も
、「
お
ま
え
、
い
い
こ
と
い
う
じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
の
と
、「
お
ま
え
、
イ
ン
チ
キ
じ
ゃ

な
い
の
」「
お
ま
え
、
こ
う
い
う
悪
い
こ
と
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
こ
と
の
間
に
ち
ゃ
ん
と
橋

が
架
か
っ
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
国
に
か
ん
し
て
も
同
じ
で
す
。
中
国
や
ソ
連
を
マ
ル
ク
ス
主

義
を
理
念
と
し
た
国
だ
と
呼
ぶ
で
し
ょ
う
。
で
も
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
国
の
現
実
は
ち
っ
と
も
よ
く
な
い

か
ら
、「
お
ま
え
、
噓
を
つ
く
な
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
理
念
は
立
派
だ
け
ど
、
ま
っ
た
く
内
実
が

と
も
な
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
僕
の
考
え
で
す
け
ど
、
も
し
ほ
ん
と
う
の
思
想
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
国
家
と
し
て
共
同
体

と
し
て
組
織
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
分
と
し
て
自
分
の
内
面
に
噓
を
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
正
し

い
こ
と
を
い
う
こ
と
の
間
に
橋
が
架
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。
親
鸞
の
思
想
に
は
、
橋
が

架
か
っ
て
い
る
。
橋
が
架
か
っ
て
い
な
い
思
想
を
、
僕
は
信
じ
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
も
そ
も
僕
は
、
正

義
な
ん
て
信
じ
て
い
な
い
。
理
念
的
に
正
し
い
こ
と
を
い
う
の
は
や
さ
し
い
こ
と
で
す
。
人
間
は
、
そ
ん

な
の
は
、
ち
ょ
っ
と
で
も
知
識
・
教
養
が
あ
れ
ば
で
き
る
ん
で
す
よ
。
僕
は
そ
う
確
信
し
ま
す
。
し
か
し
、



『最後の親鸞』以後  ■ 講演後005

そ
ん
な
こ
と
は
た
い
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。

自
分
に
噓
を
つ
い
て
い
る
こ
と
と
、
正
し
い
理
念
と
い
う
も
の
と
、
両
方
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
非
常
に
た
い
せ
つ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
思
想
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
と

い
う
の
が
僕
の
考
え
で
す
。
上
代
か
ら
現
在
ま
で
全
部
合
せ
て
で
も
い
い
で
す
け
ど
、
僕
に
は
、
日
本
の

思
想
家
の
な
か
で
親
鸞
だ
け
が
、
程
度
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
か

た
が
な
い
の
で
す
。

僕
は
学
生
の
時
か
ら
親
鸞
が
好
き
で
し
た
が
、
け
っ
し
て
信
仰
者
で
は
な
い
ん
で
す
。
僕
の
家う

ち

は
浄
土

真
宗
で
す
が
、
も
と
も
と
は
天あ

ま

草く
さ

の
門
徒
だ
っ
た
の
で
、
皆
さ
ん
と
は
ち
が
っ
て
西
本
願
寺
派
な
ん
で
す

よ
。
こ
っ
ち
に
来
て
か
ら
は
佃つ

く
だ
じ
ま

島
に
住
ん
で
い
ま
し
た
か
ら
、
佃
門
徒
で
す
け
ど
ね
。
親
父
と
お
ふ
く
ろ

と
、
そ
の
祖
父
は
信
仰
の
篤あ

つ

い
人
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
僕
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
不
肖
の
子
で
す
。
で
も
、

子
供
の
頃
か
ら
無
意
識
の
う
ち
に
、「
白
骨
の
御
文
章
」
を
聞
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
が
入
っ
て

い
る
だ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
た
し
か
に
や
さ
し
い
か
ら
入
っ
て
い
ま
す
し
、
感
性
的
に
は
あ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ね
。
な
ぜ
関
心
を
も
っ
た
の
か
は
、
ほ
ん
と
う
は
、
そ
れ
で
す
ね
、
僕
は
。

質
問
者 

2 

　

い
ま
、
正
し
い
こ
と
を
い
う
自
分
と
噓
を
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
の
自
分
と
の
間
に
橋
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を
架
け
る
思
想
こ
そ
が
ほ
ん
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
は
そ
の
橋
を
架
け
た
第
一
人
者
で
あ
る
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
先
生
は
そ
の
橋
を
、
本
願
念
仏
と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
と
も
さ
っ
き
い
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
人
間
は
動
く
も
の
で
は
な
い
と

い
う
思
想
と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

僕
の
ば
あ
い
は
、
思
想
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
橋
を
架
け
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
す
け
れ
ど
、
現

世
流
の
言
葉
で
い
え
ば
、
自
分
の
主
体
的
な
思
想
と
し
て
、
少
な
く
と
も
自
分
が
正
し
い
こ
と
を
い
う
ば

あ
い
、「
こ
う
い
う
言
い
方
し
か
で
き
な
い
よ
」
と
い
う
か
た
ち
で
主
体
的
に
橋
が
架
か
っ
て
い
な
き
ゃ

い
け
な
い
。
つ
ま
り
自
分
の
な
か
で
、
噓
を
つ
く
自
分
と
、
正
し
い
こ
と
を
い
う
自
分
と
の
間
に
、
よ
く

考
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
噓
で
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
い
つ
で
も

ご
ま
か
し
や
す
い
ん
だ
な
あ
と
い
う
問
題
が
、
主
体
的
に
突
き
つ
め
ら
れ
て
い
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
も
う

ひ
と
つ
は
、
理
論
的
に
と
い
っ
た
ら
お
か
し
い
で
し
ょ
う
か
、
理
念
的
に
あ
る
い
は
教
義
的
に
突
き
つ
め

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
三
つ
の
意
味
あ
い
で
突
き
つ
め
ら
れ
て
い
な
き
ゃ
い
け

な
い
と
僕
は
思
い
ま
す
け
ど
ね
。
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質
問
者 
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先
ほ
ど
、
親
鸞
は
積
極
的
に
悪
を
造
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
す
。
□
□
□
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
意
味
に
つ
い
て

の
□
□
□
が
あ
っ
て
﹇
こ
の
あ
た
り
聞
き
取
れ
ず
﹈。
親
鸞
は
「
僧
に
非あ
ら

ず
俗
に
非
ず
」
と
宣
言
し
、

愚ぐ

禿と
く

と
名
の
り
ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
来
的
に
聖
者
の
道
、
出
家
の
道
を
捨
て
た
。

し
か
し
そ
こ
に
は
積
極
的
に
悪
を
な
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
よ
う
な
、
精
神
的
境
位
が
あ
る
よ
う

に
感
ず
る
ん
で
す
け
ど
。
先
生
は
、
非
僧
非
俗
と
自じ

然ね
ん

法ほ
う

爾に

の
つ
な
が
り
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

お
ら
れ
ま
す
か
。

も
し
親
鸞
が
聞
書
き
ど
お
り
、「
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
永え

い

観か
ん

の
『
往
生
十
因
』
と
い
う
本
に
、
賀か

古こ

川が
わ

（
加
古
川
）
に
住
ん
で
念
仏
三ざ

ん

昧ま
い

で

暮
ら
し
た
教き

ょ
う
し
ん

信
と
い
う
お
坊
さ
ん
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
教
信
と
い
う
人
は
、
当
時
の
世
捨
て
人

の
な
か
で
も
き
わ
め
て
特
異
で
す
。
当
時
の
世
捨
て
人
は
、
た
い
て
い
山
野
や
ど
こ
か
の
別べ

っ

所し
ょ

に
隠
遁
し

て
、
托た

く

鉢は
つ

を
し
て
回
っ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
隠
遁
し
な
が
ら
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
比
叡
山
・
高
野

山
に
つ
な
が
る
。
一
方
で
教
信
は
か
つ
て
天
台
宗
の
碩せ

き

学が
く

と
い
わ
れ
た
人
な
ん
で
す
が
、
世
を
捨
て
て
か

ら
の
生
活
の
し
か
た
が
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
た
。
彼
は
他
の
世
捨
て
人
と
一
緒
に
住
ま
ず
、
賀
古
川
へ
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流
れ
て
い
っ
て
そ
こ
に
居
を
構
え
た
。
そ
し
て
農
家
で
畑
を
耕
す
の
を
手
伝
っ
た
り
、
旅
人
の
荷
物
を
運

ん
だ
り
し
て
口こ

う

銭せ
ん

を
も
ら
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
食
べ
て
い
た
ん
で
す
。

『
往
生
十
因
』
で
は
教
信
の
こ
と
を
描
写
す
る
と
き
、「
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。

親
鸞
は
『
往
生
十
因
』
を
読
ん
で
い
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
教
信
と
い
う
の
を
、「
我
は
是こ

れ
賀
古

の
教
信
沙し

ゃ

弥み

の
定じ

ょ
うな

り
」、
つ
ま
り
自
分
の
模
範
だ
と
い
つ
も
い
い
つ
づ
け
て
い
た
、
と
『
改
邪
鈔
』
に

出
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
「
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
」
と
い
う
ば
あ
い
に
、「
僧
に
非
ず
」
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
ひ

と
つ
は
生
き
方
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
ふ
つ
う
の
人
が
や
る
職
業
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う

具
体
的
な
意
味
が
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
僕
は
怒
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
親
鸞
は
流
さ
れ
て
北
陸

道
に
い
た
時
は
一い

ち

念ね
ん

義ぎ

主
義
者
で
、
法
然
に
や
ら
れ
た
ほ
う
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

法
然
が
「
北
陸
道
に
一い

つ

の
誑き

ょ
う
ほ
う法の

男
が
い
る
」
と
論
難
し
て
い
る
文
章
が
残
っ
て
い
ま
す
。
法
然
に
論
難

さ
れ
て
い
る
人
が
だ
れ
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
親
鸞
の
考
え
方
は
そ
れ
と
た
い
へ
ん
よ
く

似
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
法
然
は
「
七し

ち

箇か

条じ
ょ
う

制せ
い

誡か
い

」
で
、
夜
に
何
と
か
を
食
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
か

い
ろ
い
ろ
と
戒い

ま
しめ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
親
鸞
は
論
難
さ
れ
る
側
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
僕
に
は
そ
う
思
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
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し
か
し
親
鸞
が
赦
免
さ
れ
て
関
東
に
行
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
恰か

っ

好こ
う

で
何
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
こ
な
い
。
布
教
し
た
り
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
り
し
て
い
る
親
鸞
、
つ
ま
り

現
象
と
し
て
の
親
鸞
は
、
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
る
「
非
僧
非
俗
」
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

る
ん
で
す
け
ど
ね
。

先
ほ
ど
も
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
が
も
っ
て
い
た
理
念
に
は
本
質
論
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。『
教

き
ょ
う

行ぎ
ょ
う

信し
ん

証し
ょ
う』

が
い
つ
書
か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
が
、
こ
れ
が
関
東
時
代
に
す

で
に
筆
記
・
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
だ
れ
に
で
も
推
測
で
き
ま
す
。
京
都
に
帰
っ
て
か
ら
は
、
弟
子
た

ち
に
教
義
的
な
書
簡
を
送
っ
た
り
、
教
義
的
な
文
章
・
解
説
を
書
い
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
思
想

的
な
ベ
ー
ス
は
す
で
に
関
東
時
代
に
確
立
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
親
鸞
は
関
東
時
代
、
先
ほ
ど
い
っ
た
教

信
と
同
じ
よ
う
な
生
き
ざ
ま
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
僧
に
非
ず
」
と
い
う
こ
と
で
ふ
つ
う
の
人

と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
恰
好
を
し
、
働
い
て
日ひ

銭ぜ
に

を
稼
ぎ
つ
つ
生
活
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
教
信
は

黒
い
袈け

裟さ

な
ん
か
着
な
い
し
、
お
経
も
持
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
寺
も
建
て
ず
、
本
尊
も
飾
ら
な
い
。

彼
は
ふ
つ
う
の
人
と
同
じ
よ
う
な
家
に
住
み
、
念
仏
を
称と

な

え
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
っ
く
り
同
じ
と
は
い

い
ま
せ
ん
け
ど
、
そ
れ
と
非
常
に
近
い
か
た
ち
で
生
活
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
非
僧
非
俗
」
と
い

う
ば
あ
い
、
僕
は
そ
う
い
う
理
解
の
し
か
た
を
と
り
ま
す
ね
。
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そ
う
い
う
生
き
方
を
す
る
に
は
、
大
き
な
資
格
が
要
る
わ
け
で
す
ね
。

え
え
、
僕
も
そ
う
思
い
ま
す
。
親
鸞
の
生
き
方
と
い
う
の
は
、
ひ
と
つ
の
思
想
と
し
て
捉
え
れ
ば
い
い

ん
で
す
よ
。
で
す
か
ら
、
僕
は
ど
う
し
て
も
、
親
鸞
は
晩
年
に
な
っ
て
自
然
法
爾
と
い
う
信
仰
的
境
地
に

到
達
し
た
と
い
う
言
い
方
を
し
た
く
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
親
鸞
は
、「
自
分
は
ほ
ん
と
う
に

老
い
ぼ
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
。
あ
ん
ま
り
難
か
し
い
こ
と
は
浄
土
宗
の
学
者
に
聞
い
て
く
れ
」
と
い
っ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
僕
は
親
鸞
を
信
仰
の
人
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
捉
え
た

い
。
だ
か
ら
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
考
え
方
の
ほ
う
に
引
き
寄
せ
て
親
鸞
像
を
つ
く
り
た
い
し
、
実
際
に

そ
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

質
問
者 
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晩
年
の
親
鸞
は
自
然
法
爾
と
い
う
境
地
に
達
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
老
い
を
ま
っ
す
ぐ

に
受
け
と
め
て
い
た
。
先
生
は
親
鸞
を
、
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
捉
え
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
「
唯ゆ
い

信し
ん

鈔し
ょ
う

文も
ん

意い

」
や
「
一
念
多
念
文
意
」
を
書
き
写
し
、
田
舎
の

同ど
う

行ぎ
ょ
うた
ち
に
送
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
体
力
の
続
く
か
ぎ
り
、
宗
教
者
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
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た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
な
と
。

先
ほ
ど
は
、
親
鸞
教
団
に
と
っ
て
の
最
大
の
危
機
に
た
い
し
て
、
親
鸞
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
そ
う
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
強
調
し
す
ぎ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
た

い
へ
ん
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
自
分
の
考
え
を
じ
か
に
述
べ
て
も
い
い
ん
だ

け
ど
、
そ
れ
よ
り
も
先せ

ん

達だ
つ

の
文
章
を
書
き
写
し
て
、
こ
れ
を
読
ん
で
よ
く
考
え
て
く
れ
と
い
う
言
い
方
を

時
々
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
大
き
な
要
因
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。

親
鸞
は
弟
子
た
ち
を
教
育
し
、
問
題
を
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一

方
で
、
死
ぬ
ま
で
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
願
望
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
生

き
ざ
ま
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
僕
も
ま
た
、
死
ぬ
ま
で
そ
う
い
う
生
き
ざ
ま
を
貫
き
た
い
ん
で
す

ね
。
こ
れ
は
問
題
を
解
く
、
弟
子
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
と
は
関
係
な

く
、
で
き
る
な
ら
ば
、
死
ぬ
ま
で
は
少
し
で
も
先
に
行
き
た
い
。「
先
に
行
っ
て
ど
う
す
る
の
」
と
い
わ

れ
て
も
、
目
的
な
ん
て
何
も
な
い
ん
で
す
よ
。
死
ね
ば
死
に
き
り
で
、
そ
こ
で
終
り
で
す
。
終
り
と
い
う

と
怒
ら
れ
ち
ゃ
う
け
ど
、
僕
は
終
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
死
ね
ば
死
に
き
り
で
「
あ
れ
、
何
も
な
い

よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
。
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「
何
の
た
め
に
人
間
は
先
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い

う
逆
説
的
な
存
在
な
ん
だ
よ
と
い
う
以
外
に
な
い
。
何
の
役
に
も
立
た
な
い
し
、
だ
れ
が
聞
い
て
く
れ
る

わ
け
で
も
な
い
し
、
だ
れ
が
そ
う
信
じ
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
ど
こ
に
同
志
が
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
だ
け
ど
、
死
ぬ
ま
で
は
一
歩
で
も
先
に
進
み
た
い
。
人
間
て
の
は
悲
し
い
ね
え
、
と
い
う
感
じ
が
僕

は
し
ま
す
ね
。
人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
存
在
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
が
「
唯
信
鈔
文

意
」
や
「
自じ

力り
き

他た

力り
き

事の
こ
と」

を
書
き
写
し
て
弟
子
た
ち
に
送
っ
て
い
た
の
は
、
人
間
と
し
て
少
し
で
も
先
に

進
み
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
教
育
、
問
題
解
決
の
た
め
で
は
な

い
。
自
分
の
考
え
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
だ
れ
一
人
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
そ

う
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
親
鸞
も
そ
う
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
僕
の
理
解
の
し
か
た
で
す
ね
。

あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
た
い
す
る
僕
の
答
え
は
そ
う
な
り
ま
す
。

僕
は
今
五
十
幾
つ
だ
か
ら
あ
と
幾
年
生
き
る
の
か
、
あ
と
十
年
も
生
き
ち
ゃ
う
の
か
知
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
死
ぬ
ま
で
は
や
っ
ぱ
り
少
し
で
も
先
に
進
み
た
い
。
自
分
の
考
え
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
ち
っ
と

も
い
な
く
た
っ
て
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
人
間
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
は

非
常
に
悲
し
い
存
在
で
、
な
お
か
つ
非
常
に
逆
説
的
な
存
在
で
も
あ
る
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
人
間

の
な
し
う
る
こ
と
は
全
部
む
だ
な
ん
で
す
が
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
そ
う
す
る
。
そ
れ
が
人
間
と
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い
う
存
在
な
ん
で
す
よ
。

親
鸞
は
八
十
歳
を
超
え
て
も
な
お
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
の
八
十
代
は
、
今
の

八
十
代
と
は
ま
る
で
ち
が
う
ん
で
す
よ
。
平
安
朝
時
代
の
平
均
寿
命
は
三
十
七
歳
ぐ
ら
い
で
、
だ
い
た
い

結
核
か
伝
染
病
で
死
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
時
代
に
八
十
何
歳
ま
で
生
き
て
い
た
ら
、
化
け
物
と
同
じ
で
す

よ
。
そ
れ
で
あ
ん
な
も
の
を
書
く
ん
だ
か
ら
、「
な
ぜ
そ
う
す
る
の
？　

ど
う
し
て
そ
う
ま
で
し
て
生
き

な
き
ゃ
い
け
な
い
の
？
」
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
み
な
さ
ん
は
教
育
的
情
熱
・
宗
教
的
情
熱

を
も
ち
、
い
ろ
い
ろ
な
生
き
方
を
な
さ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
僕
は
そ
う
い
う
こ
と
は
い
わ
な
い
。
自
分
の

考
え
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
だ
れ
も
い
な
く
た
っ
て
、
死
ぬ
ま
で
一
歩
ず
つ
進
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。

人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
存
在
な
ん
で
す
よ
。
だ
れ
が
そ
れ
を
促
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
親
鸞
に
も

そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
人
間
で
あ
る
以
上
、
死
ぬ
ま
で
一
歩
ず
つ
進
ん
で
い
か
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
僕
は
そ
う
理
解
し
て
い
ま
す
け
ど
ね
。

質
問
者 

5 

　

先
生
は
先
ほ
ど
、
宿し
ゅ
く
ご
う
業
と
い
う
の
は
善ぜ
ん

導ど
う

よ
り
も
曇ど
ん

鸞ら
ん

が
い
っ
て
い
る
こ
と
に
近
い
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
が
。
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み
な
さ
ん
の
ほ
う
が
専
門
家
で
僕
は
素
人
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
は
立
ち
入
り
た
く

な
い
ん
で
す
け
ど
ね
。
で
も
し
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
与よ

太た

話ば
な
しで

も
し
ま
し
ょ
う
か
。

僕
は
戦
争
が
終
わ
っ
た
時
に
も
う
が
っ
く
り
き
て
、
本
と
い
う
本
を
全
部
売
り
飛
ば
し
て
『
国
訳
大だ

い

蔵ぞ
う

経き
ょ
う』（

全
四
十
八
巻
）
と
い
う
の
を
買
っ
て
き
た
ん
で
す
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
二
年
ぐ
ら
い
そ
れ
ば

か
り
読
ん
で
い
た
ん
で
す
よ
。
で
も
読
ん
だ
か
ら
理
解
し
た
な
ん
て
い
う
こ
と
は
な
く
て
、
な
に
も
わ
か

り
ゃ
し
な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
ム
ー
ド
が
わ
か
る
と
い
う
だ
け
で
。
そ
の
後
、
生
活
に
困
っ
て
金
が
な

か
っ
た
か
ら
、
大
部
分
は
売
り
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
今
で
も
二
十
冊
ぐ
ら
い
は
残
っ
て
る
。

と
く
に
宗
典
部
の
第
九
巻
、『
日
本
支
那
浄
土
門
聖
典
』
に
あ
る
『
浄
土
論
註
』
だ
け
は
よ
く
読
ん
で
い

ま
す
。
大
き
な
こ
と
を
い
う
な
と
怒
ら
れ
そ
う
で
す
が
、『
教
行
信
証
』
の
な
か
で
「
道
徳
、
善
悪
論
と

い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
い
い
も
の
で
す
よ
」
と
い
う
ば
あ
い
、
善
導
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
実
体
論
か
ら
本
質
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
れ
が
僕
の
理
解
の
し
か
た
で
す
。

『
浄
土
論
註
』
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
人
間
に
は
生
も
死
も
な
い
か
ら
、
実
体
と
し
て
の

衆し
ゅ

生じ
ょ
うと

い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
人
間
と
い
う
の
は
、
滅
し
な
い
、
で
も
永
生
で
も
な
い
と
。

親
鸞
は
実
体
論
か
ら
本
質
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
な
ぜ
か
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
と
近
い
考
え
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方
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

質
問
者 
6 

　

親
鸞
は
実
体
論
か
ら
本
質
論
を
展
開
す
る
時
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に
近
い
考
え
方
を
述
べ

て
い
る
、
そ
の
ご
指
摘
は
非
常
に
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。
僕
た
ち
は
浄
土
三
部
経
の
な
か
で
は

『
大だ
い

経き
ょ
う』（

無
量
寿
経
）
と
『
観か
ん

経き
ょ
う』（

観
無
量
寿
経
）
を
重
視
し
ま
す
。『
観
経
』
に
宿
業
の
問
題
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
論
理
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
救
い
は
完
成
し
な
い
。
そ
こ
で

本
質
論
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
、
僕
な
り
に
受
け
と
っ
た
ん
で
す
が
。

僕
は
日
本
の
浄
土
教
義
の
歴
史
に
つ
い
て
多
少
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
源げ

ん

信し
ん

は
観
相
念

仏
を
重
視
し
ま
し
た
。
信
仰
の
な
い
悲
し
さ
で
正
し
く
い
い
あ
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
こ
こ

で
は
浄
土
を
荘
厳
な
と
こ
ろ
と
し
て
つ
ね
に
思
い
浮
べ
る
こ
と
が
修
行
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
日
本
の
浄
土
教
団
は
観
相
的
な
仏
教
あ
る
い
は
善
導
の
「
観
念
法
門
」
を
離
脱
し
、
そ
の
考
え
方
を
否

定
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
親
鸞
が
い
う
よ
う
に
、
色
も
形
も
な
い
と
い
う
境
地
に
い
た
る
。

観
相
的
な
仏
教
に
お
い
て
は
、
五
感
に
訴
え
て
浄
土
や
仏
、
来ら

い

迎ご
う

の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
べ
る
。
し
か

し
源
信
か
ら
法
然
、
親
鸞
に
い
た
る
ま
で
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
徐
々
に
否
定
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
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は
日
本
の
浄
土
教
の
歴
史
に
お
い
て
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
け
ど

ね
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
歴
史
的
な
過
程
と
せ
ず
に
、
現
象
論
か
ら
実
体
論
、
本
質
論
へ
の
変
遷
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

親
鸞
は
お
そ
ら
く
浄
土
三
部
経
、『
観
経
』『
大
経
』『
阿あ

弥み

陀だ

経
』
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
『
観
経
』
に
は
他
力
の
な
か
に
自
力
的
な
要
素
が
あ
る
と
書
か
れ

て
お
り
、「
観
念
法
門
」
の
余
韻
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
悟
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
べ
る
こ
と

が
修
行
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。『
阿
弥
陀
経
』
で
は
徳と

く

本ほ
ん

・
善ぜ

ん

本ぽ
ん

を
重
ん
じ
る
た
め
道
徳

的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
が
、『
大
経
』
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
他
力
と
い
う
絶
対
的
な
境
地

と
対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
あ
な
た
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
理
解
の
し
か
た
も
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
ほ
ん
と
う
を
い
え
ば
、
現
象
論
か
ら
実
体
論
、
本
質
論
と
い
う
段
階
を
経
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
相
は
た
が
い
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
い
ち
ば
ん
望
ま
し
い
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
相
が
ち
ゃ
ん

と
重
な
り
合
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
事
柄
を
摑
む
こ
と
で
す
。
信
仰
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
る
事
柄
の
本
質
を

摑
む
こ
と
こ
そ
が
ほ
ん
と
う
に
重
要
な
問
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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司
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皆
さ
ん
の
ご
質
問
の
な
か
か
ら
二
、三
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
少
し
紹
介
し

ま
す
。
親
鸞
の
最
後
の
思
想
は
日
本
的
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
は
た
し

て
親
鸞
は
生
き
て
い
た
時
に
す
で
に
そ
れ
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
現
在
の
私
た
ち
が
日
本
的
な
も

の
と
し
て
捉
え
る
も
の
は
、
親
鸞
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
的
と
は
い
っ

た
い
何
な
の
か
と
い
う
質
問
も
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
吉
本
先
生
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

先
ほ
ど
親
鸞
の
自
然
（
じ
ね
ん
・
し
ぜ
ん
）
と
い
う
思
想
は
日
本
的
な
要
素
を
も
ち
、
な
お
か
つ
日
本

y
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…
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…
…

上
智
大
学
東
洋
宗
教
研
究
所
・
上
智
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
共
催
に
よ
る
講
演
後

親
鸞
の
教
理
に
つい
て

一
九
八
〇
年
五
月
二
十
四
日
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一

宿
沢
あ
ぐ
り
さ
ん
と
宮
下
和
夫
さ
ん
の
労
作
「
吉
本
隆
明
全
講
演
リ
ス
ト
」（『
吉
本
隆
明
〈
未
収
録
〉
講
演
集
』
附

録
／
筑
摩
書
房
二
〇
一
四
年
）
に
よ
る
と
、
吉
本
隆
明
さ
ん
は
生
涯
に
三
百
五
十
回
ほ
ど
の
講
演
を
こ
な
し
て
お
り
、

そ
の
足
跡
は
北
海
道
、
東
北
か
ら
九
州
、
沖
縄
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
初
期
の
も
の
の
多
く
は
記

録
も
音
源
も
な
く
、
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
頃
か
ら
は
、
逆
に
多
く
が
活
字

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
宮
下
さ
ん
が
徳
間
書
店
の
若
い
編
集
者
だ
っ
た
時
代
に
編
集
さ
れ
た
『
情
況
へ
の
発

言
』（
六
八
年
）
を
皮
切
り
に
、
講
演
集
も
数
多
く
刊
行
さ
れ
ま
す
。
吉
本
さ
ん
の
考
え
を
、
直
接
声
を
聴
く
こ
と

解
説生

成
す
る「
内
在
」

築
山
登
美
夫
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に
よ
っ
て
知
り
た
い
と
い
う
講
演
企
画
者
の
熱
意
、
労
を
惜
し
ま
ず
そ
れ
に
応
え
た
吉
本
さ
ん
の
熱
意
、
ま
た
そ
の

場
に
立
ち
会
っ
て
講
演
を
録
音
し
記
録
し
た
編
集
者
の
熱
意
が
合
致
し
た
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
た
講
演
記
録
は
、
書
き

言
葉
の
吉
本
隆
明
と
は
ま
た
ち
が
う
、
親
密
な
感
動
と
、
切
実
な
影
響
を
、
多
く
の
読
者
に
あ
た
え
て
き
た
と
思
い

ま
す
。

そ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
吉
本
さ
ん
が
講
演
後
の
質
疑
応
答
に
も
存
分
の
時
間
を
か
け
、
力
を
入
れ

ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
準
備
さ
れ
た
講
演
と
、
聴
講
者
の
質
疑
に
対
す
る
臨
機
応
変
の
応
答
は
、
同
じ
ほ
ど
の
重

量
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
編
集
に
あ
た
ら
れ
た
宮
下
さ
ん
が
巻
頭
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
活
字
化
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
が
い
つ
か
は
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
巻
に
は
宗
教
を
主
題
と
す
る
講
演
後
の
、
長
短
十
六
篇
の
質
疑
応
答
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、

と
り
わ
け
つ
よ
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
箇
所
の
い
く
つ
か
を
、
私
に
で
き
る
範
囲
で
語
る
こ
と
で
、
解
説
の
責
め
を
は

た
せ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

二

巻
頭
の
「『
最
後
の
親
鸞
』
以
後
」
と
い
う
一
九
七
七
年
の
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
親
鸞
へ
の
関
心
の
理
由
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を
問
わ
れ
て
、

自
分
に
噓
を
つ
い
て
い
る
こ
と
と
、
正
し
い
理
念
と
い
う
も
の
と
、
両
方
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
非
常
に
た
い
せ
つ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
思
想
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
と
い
う
の
が

僕
の
考
え
で
す
。
上
代
か
ら
現
在
ま
で
全
部
合
せ
て
で
も
い
い
で
す
け
ど
、
僕
に
は
、
日
本
の
思
想
家
の
な
か

で
親
鸞
だ
け
が
、
程
度
は
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い
の
で
す
。

（p.5

）

こ
の
よ
う
に
簡
潔
な
断
言
が
い
き
な
り
繰
り
出
さ
れ
ま
す
。「
橋
が
架
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
っ
て
、
真
実
を
叙
べ
る
こ
と
、
虚
偽
を
叙
べ
る
こ
と
、
そ
れ
じ
た
い
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
橋
の

架
か
っ
て
い
な
い
「
思
想
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
」。
そ
れ
が
で
き
て
い
る
の
は
親
鸞
だ
け
だ
。
そ
れ
に
少
し
で
も
近
づ

く
こ
と
が
私
の
願
い
な
の
だ
│
│
吉
本
さ
ん
は
そ
う
付
け
加
え
て
も
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

晩
年
の
著
書
『
日
本
語
の
ゆ
く
え
』（
二
〇
〇
八
年
）
で
吉
本
さ
ん
は
、「
自
分
と
、
そ
れ
か
ら
理
想
を
願
望
す
る

も
う
ひ
と
り
の
自
分
と
の
あ
い
だ
が
ど
れ
だ
け
豊
富
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
自
己
表
出
の
元
で
あ
り
芸
術

的
価
値
の
元
で
あ
る
」
と
叙
べ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
」
と
「
あ
る
べ
き
自
己
」
の
間

に
、
橋
が
架
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
の
関
係
を
ど
れ
だ
け
豊
か
な
も
の
に
で
き
る
か
ど
う
か
。
そ
の
こ
と
が
重
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要
な
の
で
あ
っ
て
、
理
想
に
近
づ
け
た
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
と
り
ち
が
え
た
り
、
混
同
し
た

り
す
る
自
己
欺
瞞
に
陥
る
こ
と
か
ら
、
あ
た
う
か
ぎ
り
逃
れ
る
こ
と
。
架
か
っ
て
い
る
橋
を
見
失
わ
ず
、
そ
の
関
係

を
豊
か
に
繁
ら
せ
る
こ
と
が
「
自
己
表
出
」
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
思
想
の
、
芸
術
の
価
値
を
生
み
出
す
源

泉
な
の
だ
。

こ
の
間
に
三
十
年
の
時
間
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
つ
で
、
吉
本
さ
ん
の
思
想
の
根

柢
を
流
れ
る
も
の
と
云
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

『
日
本
語
の
ゆ
く
え
』
の
刊
行
後
に
行
わ
れ
た
講
演
「
芸
術
言
語
論
」
で
は
、
太
宰
治
の
「
善
蔵
を
思
ふ
」
が
印
象

的
に
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
太
宰
は
失
敗
ば
か
り
し
て
い
る
主
人
公
の
語
り
手
を
造
形
し
、
そ
の
失
敗
の
な
か
に
あ

る
自
己
と
の
対
話
を
、
皮
膚
の
下
を
流
れ
る
血
流
の
よ
う
に
縦
横
に
廻め

ぐ

ら
せ
ま
す
。「
太
宰
治
は
こ
の
小
説
で
、
葛

西
善
蔵
と
い
う
人
は
文
学
（
芸
術
）
の
本
質
た
る
自
己
表
出
と
い
う
問
題
に
人
生
を
か
け
て
向
き
合
っ
た
た
い
へ
ん

な
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
ま
す
」（『
吉
本
隆
明
〈
未
収
録
〉
講
演
集
』
12
巻
・
二
〇
一
五
年
）。
こ
こ
で

も
「
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
」
と
「
あ
る
べ
き
自
己
」
の
間
に
橋
を
架
け
る
こ
と
、
そ
の
行
為
こ
そ
が
自
己
表
出
で
、

太
宰
も
、
自
分
も
、「
人
間
と
し
て
ぶ
っ
壊
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
大
胆
な
私
小
説
を
書
い
た
」

（
同
）
善
蔵
も
、
そ
の
持
続
に
身
を
挺
し
て
き
た
の
だ
。
吉
本
さ
ん
は
そ
う
云
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

太
宰
に
は
、
こ
ん
な
考
え
抜
か
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
も
あ
り
ま
し
た
。

《
じ
ぶ
ん
で
、
し
た
こ
と
は
、
そ
の
や
う
に
、
は
つ
き
り
言
は
な
け
れ
ば
、
か
く
め
い
も
何
も
、
お
こ
な
は
れ
ま
せ
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ん
。
じ
ぶ
ん
で
、
さ﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

う
し
て
も
、
他
に
お
こ
な
ひ
を
し
た
く
思
つ
て
、
に
ん
げ
ん
は
、
か
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

な
ど
と
お
つ
し
や
つ
て
ゐ
る
う
ち
は
、
に
ん
げ
ん
の
底
か
ら
の
革
命
が
、
い
つ
ま
で
も
、
で
き
な
い
の
で
す
。》（「
か

く
め
い
」・
傍
点
原
文
）

「
正
し
い
こ
と
」
を
云
っ
て
人
を
│
│
読
者
を
、
民
衆
を
、
啓
蒙
し
よ
う
と
す
る
だ
け
の
言
説
が
、
ど
れ
ほ
ど
自
ら

を
欺
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
か
、「
に
ん
げ
ん
の
底
か
ら
の
革
命
」
か
ら
遠
い
か
、
思
想
と
し
て
「
ゼ
ロ
に

等
し
い
」
か
。
吉
本
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
ま
る
で
歯
止
め
を
失
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ
ん
な
言
説
が
氾
濫
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
関
連
す
る
の
が
、
次
の
応
答
で
す
。

親
鸞
は
弟
子
た
ち
を
教
育
し
、
問
題
を
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、

死
ぬ
ま
で
自
分
の
考
え
を
深
め
て
い
き
た
い
と
い
う
強
い
願
望
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
生
き
ざ
ま
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
僕
も
ま
た
、
死
ぬ
ま
で
そ
う
い
う
生
き
ざ
ま
を
貫
き
た
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
問

題
を
解
く
、
弟
子
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
ち
が
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
で
き
る
な
ら
ば
、

死
ぬ
ま
で
は
少
し
で
も
先
に
行
き
た
い
。「
先
に
行
っ
て
ど
う
す
る
の
」
と
い
わ
れ
て
も
、
目
的
な
ん
て
何
も

な
い
ん
で
す
よ
。
死
ね
ば
死
に
き
り
で
、
そ
こ
で
終
り
で
す
。
終
り
と
い
う
と
怒
ら
れ
ち
ゃ
う
け
ど
、
僕
は
終

り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
死
ね
ば
死
に
き
り
で
「
あ
れ
、
何
に
も
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
け
ど
。
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「
何
の
た
め
に
人
間
は
先
に
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
」
と
い
わ
れ
た
ら
、
人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
逆

説
的
な
存
在
な
ん
だ
よ
と
い
う
以
外
に
な
い
。
何
の
役
に
も
立
た
な
い
し
、
だ
れ
が
聞
い
て
く
れ
る
わ
け
で
も

な
い
し
、
だ
れ
が
そ
う
信
じ
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
ど
こ
に
同
志
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
け
ど
、

死
ぬ
ま
で
は
一
歩
で
も
先
に
進
み
た
い
。
人
間
て
の
は
悲
し
い
ね
え
、
と
い
う
感
じ
が
僕
は
し
ま
す
ね
。
人
間

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
存
在
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
が
「
唯
信
鈔
文
意
」
や
「
自
力
他
力
事
」
を

書
き
写
し
て
弟
子
た
ち
に
送
っ
て
い
た
の
は
、
人
間
と
し
て
少
し
で
も
先
に
進
み
た
い
と
い
う
強
い
願
望
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
教
育
、
問
題
解
決
の
た
め
で
は
な
い
。
自
分
の
考
え
を
ほ
ん
と
う
に
理

解
し
て
く
れ
る
人
が
だ
れ
一
人
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
か
ら
親
鸞
も
そ

う
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
僕
の
理
解
の
し
か
た
で
す
ね
。 

（p.11

）

「
自
分
の
考
え
を
深
め
る
」
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
理
想
を
願
望
す
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
」
に
近
づ
こ

う
と
す
る
こ
と
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
で
も
そ
れ
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
や
っ

て
し
ま
う
こ
と
で
、
ほ
ん
と
う
は
「
目
的
な
ん
て
何
も
な
い
」。
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
親
鸞
最
晩
年
の
「
唯
信

鈔
文
意
」
の
末
尾
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
仏
教
の
言
葉
の
意
味
も
わ
か
ら
ず
、
教
え
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
無
知

な
」
人
々
に
字
義
を
や
さ
し
く
説
き
、
啓
蒙
を
は
じ
め
な
が
ら
、
親
鸞
は
我
知
ら
ず
仏
教
思
想
の
未
知
の
突
端
に
ま

で
突
き
進
ん
で
い
き
ま
す
。
当
時
も
今
も
、
そ
れ
を
ま
と
も
に
受
け
と
め
る
人
が
誰
も
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
。



236

「
何
の
役
に
も
立
た
な
い
し
、
だ
れ
が
聞
い
て
く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
だ
れ
が
そ
う
信
じ
て
く
れ
る
わ
け
で
も

な
い
し
、
ど
こ
に
同
志
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
け
ど
、
死
ぬ
ま
で
は
一
歩
で
も
先
に
進
み
た
い
」
│
│
で
も
そ

の
一
方
で
、
こ
れ
は
吉
本
さ
ん
が
他
の
質
疑
応
答
で
叙
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
が
（p.94

）、
親
鸞
は
書
簡
で
「
死

ん
だ
ら
浄
土
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
」
と
書
い
て
い
る
。
親
鸞
は
浄
土
と
い
う
も
の
を
実
体
と
し
て
信
じ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
そ
ん
な
「
虚
偽
」
を
し
る
し
た
の
か
。
そ
れ
が
民
衆
の
「
普
段
言
葉
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

と
の
「
橋
を
架
け
る
」
こ
と
が
当
為
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
を
同
時
に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
い
く
ら

思
想
の
最
尖
端
に
突
き
進
ん
で
も
意
味
が
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
吉
本
さ
ん
が
親
鸞
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
こ
と
は
そ

れ
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
人
間
て
の
は
悲
し
い
ね
え
」
と
い
う
言
葉
が
、
吉
本
さ
ん
か
ら
ふ
と
洩
れ
た
呻
き
に
聞
え
て
き
ま
す
。

三

仏
教
に
お
け
る
存
在
論
は
、
生
成
論
で
も
あ
る
。
ど
こ
か
ら
は
じ
ま
る
か
は
べ
つ
と
し
て
、
ま
ず
生
成
の
過

程
が
あ
り
、
存
在
は
後
か
ら
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
根
本
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
近
代
的
な
思
想
の
す
べ
て

が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
近
代
的
な
思
想
で
は
大
な
り
小
な
り
個
別
的
な
人
間
性
、
人
間
の
内

面
性
を
見
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
内
面
性
と
、
死
へ
の
無
限
性
、
思
考
の
無
限
性
を
認
め
な
け
れ
ば
思
考
は
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成
り
立
た
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
古
代
仏
教
の
思
想
に
お
い
て
は
、
ま
ず
生

成
過
程
が
あ
り
、
存
在
は
そ
の
な
か
で
で
き
て
い
く
。
そ
う
い
う
考
え
方
だ
か
ら
、
で
き
て
き
た
人
間
が
ど
う

考
え
る
か
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
末
の
問
題
に
し
か
す
ぎ
な
い
わ
け
で
す
。（
略
）

仏
教
に
お
い
て
、
個
の
問
題
な
ん
て
い
う
の
は
ま
っ
た
く
末
の
問
題
で
す
。
み
な
さ
ん
は
個
で
あ
る
以
前
に

現
世
的
な
存
在
で
す
か
ら
、
今
こ
こ
に
い
る
こ
と
じ
た
い
が
生
成
の
問
題
に
か
か
わ
り
ま
す
。
親
鸞
は
、
今
こ

こ
に
い
る
存
在
は
仮
り
の
姿
に
す
ぎ
ず
、
人
間
は
死
に
も
し
な
け
れ
ば
生
き
も
し
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
ま

ず
生
成
過
程
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
人
間
が
出
て
き
た
。
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
か
ら
、
人
間
か
ら
個
が
い
か
に

し
て
出
て
き
た
か
と
い
う
の
は
末
の
末
の
問
題
で
す
。 

（p.20

）

こ
れ
は
「
親
鸞
の
教
理
に
つ
い
て
」（
一
九
八
〇
年
）
か
ら
で
す
が
、
そ
の
前
段
に
は
「〔
吉
本
さ
ん
の
云
う
〕
日
本

的
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」
と
い
う
質
疑
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
人
間
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
無
機

的
自
然
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
か
。
ア
ジ
ア
的
な
宗
教
で
は
こ
れ
を
た
ん
に
死
と
呼
ば
ず
に
解
脱
、
如
来
、
悟

り
、
浄
土
な
ど
と
い
う
。
親
鸞
の
自
然
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
本
質
じ
た
い
を
さ
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
親
鸞
的
な

解
釈
の
し
か
た
、
受
け
取
り
方
を
し
て
い
る
よ
と
い
う
意
味
で
、
日
本
的
、
日
本
人
的
で
あ
る
と
申
し
上
げ
た
わ
け

で
す
」
と
応
答
さ
れ
る
。
そ
の
次
の
質
疑
が
自
然
と
個
体
に
関
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

吉
本
さ
ん
は
い
き
な
り
、「
生
成
は
存
在
に
先
ん
ず
る
」
と
い
う
、
近
代
を
超
え
る
た
め
の
思
想
の
メ
ル
ク
マ
ル
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を
、
仏
教
思
想
の
本
質
に
も
と
も
と
あ
る
も
の
と
し
て
打
ち
だ
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
近
代
思
想
の
云
う
個
体

な
ど
と
い
う
も
の
は
「
末
の
末
の
問
題
」
な
の
だ
。
ア
ジ
ア
的
と
い
う
こ
と
と
、
日
本
的
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
部

分
に
お
い
て
重
な
り
な
が
ら
、「
今
こ
こ
に
い
る
存
在
は
仮
り
の
姿
に
す
ぎ
ず
、
人
間
は
死
に
も
し
な
け
れ
ば
生
き

も
し
な
い
」
と
い
う
、
い
ま
だ
誰
も
展
開
し
え
て
い
な
い
、「
近
代
的
な
思
想
の
す
べ
て
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま

う
」
未
知
の
思
想
に
つ
な
が
る
は
ず
な
の
だ
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
僕
固
有
の
現
在
に
た
い
す
る
考
え
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
近
代
西
欧
の
思
想
が
一
種
の
世
界
思
想

だ
っ
た
時
代
と
現
在
で
は
、
ひ
と
つ
ち
が
う
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
か
つ
て
は
西
欧
の
思
想
を
世
界

思
想
と
み
な
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
解
釈
、
理
解
で
き
る
と
考
え
た
。
し
か
し

現
在
に
お
い
て
は
西
欧
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
、
オ
リ
エ
ン
ト
、
第
三
世
界
な
ど
の
問
題
ま
で
が
同
じ
平
面
上
に

並
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
文
化
人
類
学
や
民
俗
学
が
対
象
と
す
る
近
代
以
前
の
社
会
が
、
地
球
に
い
ま
だ
に
存

在
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
問
題
も
ま
た
同
じ
水
平
線
上
に
並
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は

現
在
の
非
常
に
大
き
な
特
徴
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

か
つ
て
は
西
欧
だ
け
を
主
体
に
考
え
て
、
西
欧
の
先
進
的
な
地
域
を
モ
デ
ル
に
す
れ
ば
、
世
界
を
裁
断
で
き

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
現
在
で
は
未
開
ま
で
含
め
て
、
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
考

え
方
が
同
一
の
視
野
に
並
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
。
僕
は
わ
り
と
、
現
在
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
ど
こ
で
つ
か
ま
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え
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
い
ま
だ
に
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
こ
れ
は

非
常
に
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
的
な
考
え
方
と
西
欧
の
非
常
に
先
進

的
な
考
え
方
と
い
う
二
つ
の
軸
を
、
同
時
的
、
同
一
的
に
使
え
な
い
と
、
現
在
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
考
え
方
が
僕
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。 

（p.86

）

一
九
八
一
年
の
良
寛
に
つ
い
て
の
講
演
後
の
質
疑
応
答
で
は
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
。
二
度
の
世
界
戦
争
、

フ
ァ
シ
ズ
ム
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
惨
劇
を
へ
て
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
根
本
に
あ
る
西
欧
思
想
は
、
す
で
に
「
世

界
を
裁
断
で
き
る
」
も
の
で
は
な
く
、
深
い
危
機
に
あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
て
い
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
世
界

に
巨
大
な
影
響
を
あ
た
え
つ
づ
け
た
実
存
主
義
の
サ
ル
ト
ル
は
前
年
に
亡
く
な
り
、「
一
方
で
理
解
し
て
い
る
だ
け

の
知
識
人
が
お
り
、「
巨
大
で
陰
気
な
集
団
」
で
あ
る
だ
け
の
労
働
者
階
級
が
あ
り
、
た
だ
生
活
し
て
い
る
だ
け
の

生
活
者
が
あ
り
、
政
治
運
動
で
あ
る
だ
け
の
運
動
家
が
あ
る
」（
吉
本
『
世
界
認
識
の
方
法
』〈
八
〇
年
〉
で
の
サ
ル
ト
ル

批
判
）、
そ
こ
に
「
有
無
を
い
わ
さ
ぬ
牽
引
力
」（
同
書
・
サ
ル
ト
ル
『
方
法
の
問
題
』
か
ら
の
引
用
）
で
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ

ム
が
侵
入
し
て
く
る
と
い
う
構
図
の
時
代
は
、
冷
戦
期
の
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
急
速
に
去
り
つ
つ
あ
り
ま
し

た
。

《
い
ま
、〈
ア
ジ
ア
〉
が
、
世
界
史
の
な
か
に
せ
り
上
り
つ
つ
あ
る
と
感
じ
ま
す
。》（
同
書
・「
世
界
史
の
な
か
の
ア
ジ

ア
」）
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サ
ル
ト
ル
が
歿
し
た
直
後
に
、
吉
本
さ
ん
は
こ
ん
な
印
象
的
な
発
言
を
し
て
い
ま
す
。「
現
在
に
お
い
て
は
西
欧

の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
、
オ
リ
エ
ン
ト
、
第
三
世
界
な
ど
の
問
題
ま
で
が
同
じ
平
面
に
並
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
」
そ
の

こ
と
に
気
づ
く
こ
と
の
重
要
性
が
迫せ

り
出
し
て
き
て
い
た
の
で
す
。

先
の
「
生
成
は
存
在
に
先
ん
ず
る
」
と
い
う
言
も
、
そ
ん
な
場
処
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
受
け
と
れ
ま
す
。

こ
れ
に
は
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
期
の
ギ
リ
シ
ア
思
想
で
異
端
と
さ
れ
た
「
万
物
流
転
」
の
哲
学
者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の

遠
い
先
例
が
あ
り
、
そ
れ
に
着
目
し
た
の
が
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
悲
劇
時
代
に
お
け
る
哲
学
」（
一
八
七
三
年
頃
の
草

稿
）
を
著
し
た
若
い
ニ
ー
チ
ェ
で
し
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
よ
り
遙
か
に
先
ん
じ
て
、
ア
ジ
ア
的
思
想
と
し
て
の
仏
教
は
、

「
生
成
」
の
思
想
を
構
築
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
系
譜
の
な
か
に
親
鸞
が
お
り
、
良
寛
が
い
る
。
吉
本
さ
ん
の
日

本
仏
教
へ
の
関
心
は
、「
存
在
」
を
中
心
に
発
展
し
て
き
た
西
欧
思
想
│
│
そ
こ
で
は
「
生
成
」
さ
え
も
「
生
成
と

い
う
存
在
」
で
あ
り
、
存
在
に
「
内
在
」
し
て
流
れ
る
も
の
、
存
在
を
「
超
越
」
し
て
溢
れ
る
も
の
へ
の
関
心
は
抛

棄
さ
れ
る
│
│
か
ら
の
大
き
な
価
値
転
換
の
試
み
を
意
味
し
た
と
も
云
え
る
で
し
ょ
う
。

同
じ
応
答
の
直
前
の
部
分
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
ま
す
。

僕
ら
は
西
欧
の
思
想
を
一
種
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
、
古
典
論
・
古
代
論
を

欠
い
て
い
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
は
、
数
千
年
に
及
ぶ
歴
史
の
進
歩
の
過
程
を
無
用
の
長
物
と
み
な
す
。
わ
れ
わ

れ
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。
古
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
を
未
開
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の
段
階
、
過
ぎ
去
っ
た
段
階
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
古
代
に
た
い
す
る
観
点
を
き
ち
ん
と
つ
く
り
あ
げ

る
と
い
う
こ
と
も
、
僕
の
普
遍
的
な
関
心
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。 

（p.85

）

こ
こ
か
ら
吉
本
さ
ん
の
最
後
の
思
想
の
展
開
が
は
じ
ま
る
と
云
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
何
で
も

な
い
聴
衆
の
一
人
の
質
疑
へ
の
応
答
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

四

し
か
し
大
衆
の
像

イ
メ
ー
ジは

、
た
え
ず
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
僕
が
そ
の
こ
と
を
初
め
て
い
っ
た
り
書
い
た
り
し

た
時
と
較
べ
て
、「
大
衆
の
原
像
」
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
き
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
具
体
的
に
は
た
い
へ
ん
ち

が
っ
た
ふ
う
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
が
、「
大
衆
の
原
像
」
と
い
う
考
え
方
じ
た
い
は
変

わ
ら
な
い
。
大
衆
と
い
う
概
念
と
対
応
し
な
が
ら
、
人
間
・
主
体
と
い
う
概
念
が
ど
う
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
た
い
へ
ん
問
題
な
わ
け
で
す
。
僕
は
構
造
主
義
の
考
え
方
は
た
い
へ
ん
み
ご
と
な
も
の
だ
と

思
う
ん
だ
け
ど
、
ど
う
も
自
分
は
そ
の
場
所
に
は
行
け
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
自
分
な
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
位

置
づ
け
を
す
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
は
ち
が
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

で
は
人
間
・
主
体
は
も
は
や
存
立
し
え
な
い
と
い
う
構
造
主
義
の
考
え
方
は
、
僕
の
考
え
方
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
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的
に
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
。
現
在
の
段
階
で
は
、
主
体
・
人
間
と
い
う
概
念
も
、
人ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

間
主
義
と
い
う
概
念
も
、

非
常
に
危
な
っ
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
僕
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ち
っ
と
も
異

論
は
な
い
。
し
か
し
僕
は
そ
の
一
方
で
、
主
体
あ
る
い
は
人
間
と
い
う
概
念
が
な
く
な
っ
て
も
、
そ
の
骨
格
と

し
て
、
内
容
と
い
う
概
念
が
残
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
内
容
が
ど
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
と
に
か

く
内
容
じ
た
い
は
な
く
な
ら
な
い
。
構
造
主
義
に
お
い
て
は
主
体
が
飛
ん
で
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
、
内
容
も

ま
た
飛
ん
で
し
ま
う
と
理
解
し
て
も
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
社
会
主
義
へ
の
理
解
で

も
そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
僕
は
、
内
容
じ
た
い
は
ど
う
し
て
も
な
く
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
し
ょ
う
が
な

い
ん
で
す
。
内
容
は
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
。
内
容
の
意
味
は
み
ん
な
す
っ
飛
ば
さ
れ
ち
ゃ
う
け
れ
ど
も
、

内
容
じ
た
い
は
な
く
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
に
か
ん
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
構
造
主
義
的
な
考
え
方

に
な
じ
め
な
い
な
と
思
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
。 

（p.34

）

こ
れ
は
一
九
八
三
年
の
「
変
容
論
」（
原
題
「
親
鸞
論
」）
か
ら
で
、
質
疑
は
「
大
衆
の
原
像
」
を
た
え
ず
く
り
込

む
こ
と
を
当
為
と
し
て
き
た
吉
本
の
思
想
の
現
在
と
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
な
ど
の
構
造
主
義
と
は
ど
こ
が
共
通

し
、
ど
こ
か
ら
が
異
う
の
か
を
問
う
も
の
で
し
た
。

吉
本
さ
ん
の
応
答
は
先
ず
、
大
衆
の
像

イ
メ
ー
ジが

大
き
な
変
容
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
と
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
「
大
衆
の
原
像
」
と
い
う
考
え
方
じ
た
い
は
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
の
う
え
で
構
造
主
義
に
た
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い
す
る
共
感
と
異
和
が
語
ら
れ
ま
す
。「
現
在
の
段
階
で
は
、
主
体
・
人
間
と
い
う
概
念
も
、
人
間
主
義
と
い
う
概

念
も
、
非
常
に
危
な
っ
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
僕
自
身
も
そ
う
思
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ち
っ
と
も

異
論
は
な
い
」。
で
も
主
体
・
人
間
と
い
う
概
念
が
な
く
な
っ
て
も
、「
内
容
」
と
い
う
概
念
は
残
る
。
そ
れ
を
棄
却

し
て
し
ま
う
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。「
内
容
は
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
。
内
容
の
意
味
は
み
ん
な
す
っ

飛
ば
さ
れ
ち
ゃ
う
け
れ
ど
も
、
内
容
じ
た
い
は
な
く
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」。「
内
容
」
と
い
う
平
易
な
言
葉
で
、

吉
本
さ
ん
は
何
が
云
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
当
時
、
実
存
主
義
に
替
わ
る
思
潮
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
構
造
主
義
が
あ
り
、
わ
が
く
に
で
も
ブ
ー
ム
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
最
大
の
思
想
家
が
フ
ー
コ
ー
で
、
来
日
時
の
一
九
七
八
年
に
は
吉
本
さ
ん
と
、
前
掲
の
『
世
界

認
識
の
方
法
』
に
収
め
ら
れ
る
対
話
を
し
て
い
ま
す
。
八
四
年
に
フ
ー
コ
ー
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
吉
本
さ
ん

は
「
現
存
す
る
世
界
最
大
の
思
想
家
の
死
」
と
最
大
級
の
悼
み
方
を
し
、「
か
れ
は
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
に
、「
人

間
」
は
現
実
の
た
く
さ
ん
の
具
体
的
な
物
の
秩
序
の
な
か
に
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
は
さ
ま
っ
た
裂
け
目
に
す
ぎ
ず
、

い
ま
か
ら
二
世
紀
ほ
ど
ま
え
に
は
じ
め
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
、
や
が
て
も
う
す
こ
し
新
し
い
考
え
方
が
み
つ
け

ら
れ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
に
消
え
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
目
の
さ
め
る
よ
う
に
鮮
や
か
に
啓
示
し
た
」
と

叙
べ
ま
す
（「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
死
」）。
吉
本
さ
ん
の
考
え
は
、
フ
ー
コ
ー
が
も
た
ら
し
た
人
間
主
義
の
解
体
、

主
体
の
消
滅
と
い
う
啓
示
に
共
振
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
ひ
き
し
ぼ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
か
ら
洩
れ
た

言
葉
が
「
内
容
じ
た
い
は
ど
う
し
て
も
な
く
な
ら
な
い
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。



244

フ
ー
コ
ー
の
死
後
、
そ
の
盟
友
だ
っ
た
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
孤
立
を
深
め
て
い
き
、
健
康
状
態
の
悪
化
と
相

俟
っ
て
、
九
五
年
に
自
殺
し
ま
す
。「
内
在
│
│
ひ
と
つ
の
生
…
…
」
は
、
そ
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
思
想
的
遺
書

と
云
っ
て
い
い
文
で
し
た
。

《
純
粋
な
内
在
と
は
、
ひ﹅

﹅

﹅
と
つ
の﹅

生﹅

、
そ
れ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
え
よ
う
。
純
粋
な
内
在
は
生
へ
の
内

在
で
は
な
く
、
何
か
の
な
か
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
内
在
的
な
も
の
が
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
生
と
な
る
。
ひ
と
つ

の
生
は
、
内
在
の
内
在
、
絶
対
的
な
内
在
。
そ
れ
は
力
、
ま
っ
た
き
至
福
。》（
小
沢
秋
広
訳
・
傍
点
原
文
）

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
人
間
的
主
体
が
散
乱
し
消
滅
し
た
後
に
も
、
一
つ
の
生
と
し
て
の
内
在
、
力
と
し
て
の
内
在
が
残

る
、
そ
れ
が
重
要
な
の
だ
と
云
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
「
内
在
」
と
い
う
言
葉
が
、
私
に
は
そ
の
十
数
年
前
に

吉
本
さ
ん
が
語
っ
た
「
内
容
」
と
重
な
っ
て
聞
え
て
き
ま
す
。

吉
本
さ
ん
は
フ
ー
コ
ー
と
の
対
話
で
、「
概
し
て
ぼ
く
な
ど
が
現
に
も
っ
て
い
る
世
界
の
な
か
で
の
孤
立
感
み
た

い
な
も
の
を
、
な
し
で
す
ま
し
て
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
問
い
か
け
て
い
ま
し
た
。
フ
ー
コ
ー
が
「
世
界
の
な
か

で
の
孤
立
感
」
と
無
縁
で
あ
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
の
彼
の
応
答
は
、
共
産
党
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
か
ら

離
脱
し
た
人
々
の
闘
争
に
お
け
る
孤
立
に
還
元
し
、「
我
々
は
外
部
に
お
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
こ
そ
が
闘
争
の
暗

く
孤
立
し
た
側
面
を
実
質
的
に
扱
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
す
れ
ち
が
い
に
は
、
通
訳
の
問
題
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
本
源
的
な
孤
立
こ
そ
が
吉
本
さ
ん
を
、「
内

容
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
力
と
し
て
の
内
在
」
と
し
て
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
「
自
己
表
出
」
に
衝
き
動
か
し
て
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い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
共
有
す
る
ま
で
の
時
が
熟
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

我
々
は
「
外
部
」
に
い
る
の
で
は
な
く
、
存
在
に
「
内
在
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
た
え
ま
な

く
「
生
成
」
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
と
条
件
の
ち
が
い
を
承
知
の
う
え
で
云
え
ば
、
吉
本
さ
ん
の
孤
立

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
知
的
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
つ
く
る
狭
い
世
界
か
ら
脱
け
出
し
て
、「
外
部
」
と
つ
な
が
り
、

生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

五

こ
の
よ
う
に
吉
本
さ
ん
の
語
り
言
葉
に
は
、
そ
の
簡
明
さ
の
な
か
に
、
現
代
思
想
の
未
知
の
尖
端
と
、
何
で
も
な

い
民
衆
の
変
容
す
る
生
の
現
在
を
橋
渡
し
す
る
、
多
様
な
文
脈
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
ど
こ
ま

で
感
応
で
き
る
の
か
は
、
そ
れ
こ
そ
読
む
人
の
「
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
」（「
歎
異
鈔
」）
に
属
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、

そ
こ
で
直
観
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
る
場
面
に
立
ち
会
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
生
に
確
実
に
影
響
を
あ
た
え
る
は
ず
で
す

し
、
私
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
影
響
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
一
部
に
ふ
れ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
巻
に
収
め
ら
れ
た
七
七
年
か
ら
九
三
年
に
い
た
る
質
疑

応
答
に
は
、
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
が
、
星
座
の
よ
う
に
ば
ら
撒
か
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

（
つ
き
や
ま
・
と
み
お
／
詩
人
・
批
評
家
）



刊行）。講演集『白熱化した言葉』長篇詩集『記号の森の伝説歌』。鮎川信夫歿。
島尾敏雄歿。87年『夏を越した映画』講演集『超西欧的まで』『吉本隆明全対
談集』全12巻（89年完結）。88年、イベント記録『いま、吉本隆明25時』。キ
リスト教論集成『〈信〉の構造 ②』。89年、昭和天皇歿。天皇制・宗教論集成
『〈信〉の構造 ③』『ハイ・イメージ論Ⅰ』『言葉からの触手』、シンポジウム記
録『琉球孤の喚起力と南島論』『宮沢賢治』『像としての都市』。「ベルリンの
壁」崩壊。三浦つとむ歿。米ソ冷戦終結。90年、湾岸戦争起こる。『ハイ・イ
メージ論Ⅱ』講演集『未来の親鸞』『ハイ・エディプス論』『柳田国男論集成』。
91年『情況としての画像』。ソ連崩壊。92年『甦えるヴェイユ』『見えだした
社会の限界』『大情況論』『新・書物の解体学』。93年『追悼私記』『世界認識
の臨界へ』。94年『背景の記憶』『ハイ・イメージ論Ⅲ』『思想の基準をめぐっ
て』『情況へ』『現在はどこにあるか』講演集『愛する作家たち』。95年『マル
クス 読みかえの方法』『わが「転向」』『なぜ、猫とつきあうのか』。阪神大震
災・オウム真理教事件起こる。谷川雁歿。講演集『親鸞復興』『余裕のない日
本を考える』『超資本主義』『母型論』。96年、『学校・宗教・家族の病理』『世
紀末ニュースを解読する』『消費のなかの芸』。芹沢俊介との対談『宗教の最
終のすがた』。夏、西伊豆の海で游泳中に溺れる。97年、講演集『ほんとうの
考え・うその考え』吉本ばななとの対談『吉本隆明×吉本ばなな』。埴谷雄高
歿。『僕ならこう考える』『思想の原像』。「試行」74号を以て終刊とする。『食
べものの話』。98年『遺書』『アフリカ的段階について』『父の像』。小川国夫と
の対談集成『宗教論争』。99年『詩人・評論家・作家のための言語論』『匂いを
讀む』『少年』『僕なら言うぞ！』『私の「戦争論」』『背景の記憶』。江藤淳自死。
2000年『写生の物語』。『吉本隆明資料集』刊行開始（17年4月現在第164巻まで刊
行）。『超「20世紀」論』。『吉本隆明が語る戦後55年』全12巻刊行開始（03年完
結）。01年『幸福論』『日本近代文学の名作』『心とは何か』。吉本資料発掘者の
川上春雄歿。ニューヨーク同時多発テロ事件起こる。『今に生きる親鸞』『読書
の方法』。02年『吉本隆明のメディアを疑え』『老いの流儀』『超「戦争論」』
『夏目漱石を読む』（小林秀雄賞）『ひきこもれ』。03年『日々を味わう贅沢』『現
代日本の詩歌』『吉本隆明全詩集』（藤村記念歴程賞）。04年『「ならずもの国家」
異論』『人生とは何か』『漱石の巨きな旅』『超恋愛論』。05年『中学生のための
社会科』『13歳は二度あるか』。06年『詩学叙説』『家族のゆくえ』『老いの超え
方』。07年『思想のアンソロジー』『真贋』『心的現象論』『吉本隆明 自著を語
る』『よせやぃ』。08年『日本語のゆくえ』『「芸術言語論」への覚書』『貧困と
思想』。09年『吉本隆明 全マンガ論』。宮沢賢治賞受賞。9月、岩手・花巻での
受賞記念講演が最後の講演となる。10年『ひとり』。11年、東日本大震災・福
島原発事故起こる。江藤淳との対談集成『文学と非文学の倫理』。12年『吉本
隆明が語る親鸞』。3月16日逝去。享年87。講演集『宮沢賢治の世界』。妻・和
子歿。『第二の敗戦期』『吉本隆明が最後に遺した三十万字』。13年『フランシ
ス子へ』。ハルノ宵子との共著『開店休業』。14年『吉本隆明全集』全38巻（別
巻1）の刊行開始（17年4月現在第12巻まで刊行）。『吉本隆明〈未刊行〉講演集』
全12巻（15年完結）。『「反原発」異論』。16年『アジア的ということ』『全南島論』。



吉本隆明（よしもと・たかあき／りゅうめい）

1924年11月25日、東京・月島に生まれる。父祖の地は九州・天草。37年、日中
戦争始まる。40年頃より詩作を始める。41年、太平洋戦争始まる。42年、山
形・米沢高等工業学校に入学。この頃より敗戦後まで後に『初期ノート』「宮
沢賢治論」に収められる草稿を書く。43年、兄・権平が戦死。44年、ガリ版
刷りの詩集『草莽』。東京工業大学電気化学科に入学。45年、東京大空襲。私
塾の教師今氏乙治戦災死。勤労動員中の富山・魚津で敗戦を迎える。日本は
GHQの占領下に置かれる（-52年）。47年、東工大卒業。技術者として職場を
転々とする。横光利一歿。48年、姉・政枝歿。太宰治自死。50年、朝鮮戦争始
まる（-53年）。50-52年、後に『日時計篇』となる膨大な詩篇、『初期ノート』
「戦後篇」に収められる草稿を書く。51年、東洋インキ製造に入社。青戸工場
に勤務。52年『固有時との対話』53年『転位のための十篇』を自費出版。54年、
同人誌「荒地」の荒地詩人賞に両作が入選。東洋インキ労働組合連合会会長と
して関わった労働争議が敗北に了る。55年、職を辞する。56年、高村光太郎歿。
武井昭夫との共著『文学者の戦争責任』。長井・江崎特許事務所に職を得る。
57年、黒沢和子と結婚。『高村光太郎』（58年改稿版）。長女・多子（ハルノ宵子）
誕生。58年『吉本隆明詩集』。59年、花田清輝と論争。『芸術的抵抗と挫折』
『抒情の論理』。60年、反安保闘争。全学連主流派に加担し「六月行動委員会」
を結成。6月3日品川駅構内での坐り込みに参加。15日国会構内の抗議集会で演
説、その後建造物侵入で逮捕される。『異端と正系』。同人誌「近代文学」の近
代文学賞を受賞。61年、谷川雁、村上一郎と自立誌「試行」を創刊。62年『擬
制の終焉』。63年『丸山真男論』。64年「試行」を単独編集とする。『初期ノー
ト』。次女・真秀子（吉本ばなな）誕生。『模写と鏡』。65年『言語にとって美と
はなにか』。66年、編集者岩淵五郎が飛行機事故で逝去。『自立の思想的拠点』
『カール・マルクス』。68年、父・順太郎歿。講演集『情況への発言』『共同幻
想論』。全国に大学闘争が拡がる。69年『吉本隆明全著作集』全15巻（75年完
結）の刊行開始。長井・江崎特許事務所を辞職。文筆専業となる。70年『情況』。
三島由紀夫自死。71年、母エミ歿。『源実朝』『心的現象論序説』。72年、連合
赤軍事件起こる。対談集『どこに思想の根拠をおくか』講演集『敗北の構造』。
74年『詩的乾坤』。75年、村上一郎自死。『書物の解体学』対談集『思想の根源
から』。埴谷雄高との対談『意識 革命 宇宙』『吉本隆明新詩集』。76年、対談集
『思想の流儀と原則』講演集『知の岸辺へ』『最後の親鸞』。77年『初期歌謡論』。
78年『論註と喩』『戦後詩史論』『吉本隆明歳時記』今西錦司との対談『ダーウ
ィンを超えて』。79年『悲劇の解読』『初源への言葉』。80年『世界認識の方法』。
81年、講演集『言葉という思想』。小林秀雄歿。鮎川信夫との対談集成『詩の
読解』『思想と幻想』（同じく85年に『全否定の原理と倫理』）。82年、西ドイツで
起こった反核運動が日本に波及。『空虚としての主題』『源氏物語論』『「反核」
異論』。83年、仏教論集成『〈信〉の構造』。84年『マス・イメージ論』『大衆と
しての現在』。85年、埴谷雄高と論争。『死の位相学』講演集『隠遁の構造 良
寛論』『重層的な非決定へ』。86年『吉本隆明全集撰』全7巻（88年までに6巻を



吉
本
隆
明
■
質
疑
応
答
集
①
宗
教

二
〇
一
七
年
七
月
二
〇
日　

初
版
第
一
刷
印
刷

二
〇
一
七
年
七
月
二
五
日　

初
版
第
一
刷
発
行

著
者
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

吉
本
隆
明

発
行
者
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

森
下
紀
夫

発
行
所
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

論
創
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
‐
二
三　

北
井
ビ
ル

電
話 

〇
三
‐
三
二
六
四
‐
五
二
五
四　

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

〇
三
‐
三
二
六
四
‐
五
二
三
二　

w
eb. http://w

w
w

.ronso.co.jp/

振
替
口
座　

〇
〇
一
六
〇
‐
一
‐
一
五
五
二
六
六

編
集
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宮
下
和
夫

装
釘
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宗
利
淳
一

印
刷
・
製
本
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
央
精
版
印
刷

組
版
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

フ
レッ
ク
ス
ア
ー
ト

I
S

B
N

9
7

8
-

4
-

8
4

6
0

-
1

6
1

1
-

1

　

©
2

0
1

7
 

Y
o

s
h

im
o

t
o

 
S

a
w

a
k

o
, 

p
r

in
t

e
d

 
in

 
J

a
p

a
n

落
丁
・
乱
丁
本
は
お
取
り
替
え
い
た
し
ま
す
。



258

吉
本
隆
明
■

質
疑
応
答
集

全
７
巻

①
宗

教 

②
思

想

③
人
間
・
家
族
・
死

④
イ
メ
ー
ジ
・
都
市

⑤
情

況

⑥
文
学
Ⅰ

⑦
文
学
Ⅱ




