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侶
は
、
死
な
ん
て
大
し
た
こ
と
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
日
本
で
は
イ
ザ

ナ
ミ
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
昔
か
ら
死
は
械
れ
で

し
た
。
死
を
織
れ
と
思
っ
て
い
る
民
族
は

多
い
け
れ
ど
、
日
本
人
の
特
徴
は
、
現
代

で
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
他
の

民
族
も
そ
う
思
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る

L
AI
の
で
す
。

神
は
超
生
命
体
で
、

仏
は
人
聞
の
極
限
状
態

国際紛争・テロの今、私たちの選択

も
う
ひ
と
つ
日
本
人
の
特
徴
は
、
神
と

仏
は
全
然
違
う
も
の
な
の
に
区
別
が
つ
か

な
い
こ
と
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム

教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
、
人
間
と
は
違

っ
た
超
生
命
体
で
す
。
い
っ
ぽ
う
仏
は
人

間
で
、
生
き
て
い
る
聞
に
修
行
を
し
て
仏

に
な
る
。
人
間
の
極
限
状
態
、
そ
れ
が
仏

な
の
で
す
。
金
属
を
絶
対
零
度
近
く
に
冷

や
し
て
い
く
と
突
然
、
超
伝
導
と
い
う
現

象
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
常
温
常
圧
の
状

態
で
は
想
像
も
で
き
な
い
、
超
常
的
な
現

象
が
起
こ
る
。
人
間
に
も
そ
う
い
っ
た
潜

在
力
が
あ
っ
て
、
修
行
を
積
ん
で
ピ
ュ
ア

な
状
態
に
な
る
と
、
ふ
だ
ん
は
隠
れ
て
い

た
本
来
の
性
質
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
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宗教は、人々の思想や行動に大きな影響を与えている。

しかし日本において、宗教がきちんと取り上げられることは稀で、

的外れな誤解や偏見を受けることさえある。

なぜ、日本人は宗教と上手く向き合えないのか。

その思想や行動、歴史的な背景を、

橋爪大三郎・東京工業大学教授に伺った。

つ
ま
り
、
神
と
仏
は
全
く
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
違
う
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
を
日
本
人

は
区
別
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ど
っ
ち
も

あ
り
が
た
い
と
い
う

「感
覚
」
で
一
括
り

に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
仏
と
神
が
遣
う

と
い
う
の
は
論
理
で
す
が
、
理
論
よ
り
も

感
覚
を
信
じ
て
し
ま
う
。
感
覚
で
宗
教
を

捉
え
る
日
本
人
に
は
、
い
く
つ
も
の
宗
教

が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。

い
く
つ

も
宗
教
が
あ
る
ご
と
を
間
違
い
だ
と
思
う
。

同
じ
人
間
な
の
に
め
い
め
い
の
宗
教
に
こ

だ
わ
っ
て
争
う
の
は
愚
か
で
あ
る
と
思
っ

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
宗
教
に
対

す
る
大
い
な
る
誤
解
な
の
で
す
。

|
|
占
一
小
教
を
誤
解
し
て
き
た
こ
と
が
、
国

際
社
会
で
、
日
本
人
が
孤
立
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
で
す
ね
。
日
本
人
は
宗
教
を
誤
解

し
て
い
る
だ
け
で
、
軽
ん
じ
て
い
る
つ
も

り
は
な
い
の
で
す
。
宗
教
を
「
あ
り
が
た

い
」
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
お
正
月

は
初
詣
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
教
会
の
結
婚
式
、

七
夕
は
道
教
、
葬
式
は
仏
教
で
と
な
る
。

日
本
人
に
と
っ
て
、
宗
教
は
年
中
行
事
な

の
で
す
ね
。
こ
う
や
っ
て
、

日
本
人
な
り

に
宗
教
を
精

一
杯
大
事
に
し
て
い
る
の
だ

が
、
宗
教
を
信
じ
て
い
る
本
場
の
人
た
ち
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日
本
人
の
宗
教
感
覚
に
つ
い
て
お
聞

き
し
た
い
の
で
す
が
。

そ
の
質
問
が
ま
ず
、

問
題
で
す
ね
。
日

本
人
に
と
っ
て
宗
教
は
何
と
い
っ
て
も
、

感
覚
、
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
な
ん
で
す
。
日
本

人
の
感
覚
を
あ
げ
て
み
れ
ば
、

「あ
り
が
た

い
」
「か
た
じ
け
な
い
」
そ
し
て
司
ゆ
ろ
し

い
」。
日
本
人
に
は
「
死
の
織
れ
」
と
い
う

感
覚
が
あ
っ
て
、
死
は
恐
ろ
し
い
こ
と
な

の
で
す
。

こ
れ
は
自
然
な
感
情
で
、
世
界
中
が
そ

う
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
死
体
に
対
す
る
感
覚
は
民
族
や
宗
教

に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
違
う
ん
で
す
。
ユ
ダ

ヤ
人
は
死
体
を
恐
れ
な
い
こ
と
で
有
名
で

す
。
合
理
主
義
に
徹
底
す
れ
ば
、
死
ん
だ

人
聞
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
怖
く
な

い
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
霊
魂
を
認
め
な
い
の
で

す
。
ま
あ
唯
物
論
で
す
ね
。
イ
ン
ド
人
も

死
を
怖
い
と
は
思
わ
な
い
。
輪
廻
す
る
わ

け
だ
か
ら
、
死
ん
だ
ら
他
の
動
物
に
生
ま

れ
変
わ
っ
て
、
ど
と
か
に
再
生
す
る
。
だ

か
ら
仏
教
で
は
死
体
を
恐
れ
ま
せ
ん
。
仏

教
の
経
典
を
ち
ゃ
ん
と
勉
強
し
て
い
る
僧

か
ら
す
る
と
、
い
い
か
げ
ん
に
見
え
る
。

い
ろ
ん
な
宗
教
が
混
在
し
て
い
る
こ
と

を、

シ
ン
ク
レ
テ
イ
ズ
ム
(
混
仰
主
義
)

と
い
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
汎
神
論
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
ほ
う
が
近
い
か
も
し
れ
な

い
。
汎
神
論
は
、
ど
ん
な
も
の
に
も
神
が

宿

っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
、
ア
ニ
ミ

ズ
ム
は
全
て
の
現
象
や
事
物
の
背
後
に
霊

魂
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
「
あ
り
が

た
い
」
と
い
う
感
覚
は
こ
れ
に
近
い
。
そ

う
や

っ
て
日
本
人
が
京
教
を
大
事
に
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
本
来
の
宗
教
の
あ
り
方
か

ら
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
う
。
日
本
が
国
際
社

会
で
孤
立
す
る

一
つ
の
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
日
本
人
の

感
覚
が
、
外
国
で
も
通
用
す
る
と
思
わ
な

い
こ
と
。
そ
し
て
聖
書
な
り
コ

l
ラ
ン
な

り
を
、
彼
ら
信
者
が
読
ん
で
い
る
通
り
に

読
ん
で
み
る
こ
と
。
日
本
人
が
読
む
と

「あ
り
が
た
い
」
で
終
わ
り
で
す
。
「
イ
エ

ス
は
、
三
日
の
後
に
復
活
し
た
」
と
書
い

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
文
字
通
り
復
活
し
た
一

死
体
が
生
き
返
っ
て
も
う
一

回
人
間
に
な

っ
た
と
考
え
る
の
が
正
し
く
て
、
そ
う
考

え
な
い
と
キ
リ
ス
ト
教
を
本
当
に
信
じ
た

こ
と
に
な
ら
な
い
。
信
じ
る
、
信
じ
な
い

の
境
目
は
そ
乙
に
あ
る
。
日
本
人
の
「
あ
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り
が
た
い
」
で
は
、
信
じ
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
使
徒
信

条
に
は
復
活
の
こ
と
も
書
い
て
あ
る
が
、

そ
の
通
り
に
信
じ
な
け
れ
ば
使
徒
と
は
言

え
な
い
。

信
じ
る
、
信
じ
な
い
は
、
自
分
の
意
思

決
定
、
態
度
の
問
題
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か

に
決
め
る
し
か
な
い
の
で
す
が
、
感
覚
か

ら
す
る
と
決
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。
信

じ
る
こ
と
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
う
ん
と

信
じ
る
、
少
し
は
信
じ
る
と
い
う
、
程
度

問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
も
こ
れ
は
、

人
間
に
対
す
る
や
り
方
で
あ
っ
て
、
神
を

信
じ
る
と
き
の
や
り
方
は
遣
う
の
で
す
。

人
間
関
係
を
処
理
す
る
や
り
方
で
、
宗
教

の
こ
と
も
推
し
量
ろ
う
と
す
る
か
ら
、
絶

対
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
。

宗
教
は
絶
対
と
い
う
観
念
で

で
き
て
い
る
こ
と
が

ビ
ン
と
こ
な
い
日
本
人

日
本
人
は
相
対
大
好
き
民
族
な
の
で
す

ね
。
い
っ
ぽ
う
宗
教
は
「
絶
対
」
と
い
う

観
念
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
ド
グ
マ

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
全
部
そ
う
で
す
。

仏
教
も
絶
対
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
悟
り

と
か
、
法
(
ダ
ル
マ
)
な
ん
て
い
う
の
は
、

学
し
よ
う
、
自
然
を
科
学
し
よ
う
と
か
、

会
社
経
営
で
利
益
が
上
が
っ
た
ら
神
に
感

謝
し
て
、
無
駄
遣
い
し
な
い
で
投
資
し
よ

う
と
か
い
う
努
力
が
起
こ
っ
て
く
る
。
こ

れ
ら
の
努
力
が
、
歴
史
的
な
事
情
で
組
み

合
わ
さ
っ
て
、
資
本
主
義
社
会
、
近
代
社

会
に
至
っ
た
わ
け
で
す
。

，ーー一一一一一一一一

国際紛争・テロの今、私たちの選択

い
M
舎
に
近
づ
く
努
力
と
、
言
葉
を
精
密

に
使
・
つ
努
力
が
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
イ
ン
ド
人
も
一
神
教
で
は

な
い
け
れ
ど
、
言
葉
を
正
確
に
使
い
ま
す

ね
。
イ
ン
ド
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
す

ご
く
て
、
無
量
大
数
な
ど
巨
大
な
数
や
ゼ

ロ
の
概
念
を
考
え
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
ア

イ
デ
ア
が
イ
ン
ド
で
発
生
し
て
い
ま
す
。

ロ
ー
マ
人
と
中
国
人
は
歴
史
が
大
好
き

で
す
が
、
歴
史
は
「
何
月
何
日
に
誰
が
ど

う
し
た
」
と
い
う
こ
と
を
正
確
に
記
述
す

る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
事
実
は
く
つ
が
え

せ
な
い
と
考
え
る
。
あ
る
種
の
絶
対
で

す
。
そ
う
い
う
絶
対
の
記
録
が
あ
る
か

ら
、
行
な
い
を
正
し
た
り
、
人
民
の
役
に

立
つ
政
治
的
判
断
を
し
よ
う
と
頑
張
る
わ

け
で
す
。

言
葉
を
正
確
に
使
う
た
め
に
は
、
聖
典

が
必
要
で
す
。
み
ん
な
が
閉
じ
聖
典
を
読
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人
聞
が
泣
こ
う
が
騒
ご
う
が
、
ど
う
し
ょ

う
も
な
い
も
の
で
す
。
諸
行
無
常
な
ど
の

法
は
、
人
間
な
ど
無
視
し
て
冷
厳
に
貫
か

れ
て
い
る
宇
宙
の
根
本
法
則
。
だ
か
ら
そ

れ
を
受
け
入
れ
て
、
限
り
な
く
そ
の
認
識

に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
が
修
行
の
本
質
で

す
。
儒
教
も
然
り
。
天
と
い
う
も
の
が
あ

っ
て
、
人
間
の
道
と
い
う
の
は
昔
の
人
聞

が
手
本
を
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分

た
ち
の
都
合
で
そ
れ
を
変
え
て
は
い
け
な

い
も
の
な
の
で
す
。

絶
対
の
、
ド
グ
マ
を
信
じ
て
い
る
こ
と

が
、
文
明
と
い
う
も
の
の
特
徴
な
の
で
す

が
、
そ
こ
が
い
ま
ひ
と
つ
ピ
ン
と
こ
な
い
。

ま
さ
か
本
気
で
そ
う
思
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
よ
ね
、
と
ど
こ
か
で
思
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
ド
グ
マ
を
信
じ
る
人
々
が

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
l
で
、
日
本
人
は
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
!
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
世
界
第

二
の
経
済
大
国
が
と
ん
な
考
え
で
は
困
る

と
世
界
中
に
思
わ
れ
て
い
る
。

-

1

国
際
社
会
で
日
本
人
が
孤
立
し
て
い

る
理
由
に
は
、
自
分
の
思
想
と
行
動
を
き

ち
ん
と
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
。

言
葉
に
は
意
昧
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ

を
精
密
に
使
お
う
と
す
る
と
難
し
い
こ
と

ん
で
い
れ
ば
、
正
し
い
解
釈
と
間
違
っ
た

解
釈
を
討
論
す
る
乙
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
み
ん
な
に
同
じ
法
律
を
適
用
す
る
乙

と
が
で
き
る
の
で
、
被
告
と
原
告
が
公
平

に
争
う
制
度
、が
で
き
あ
が
る
。
み
ん
な
が

同
じ
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
、
言
葉
を

正
し
く
使
う
原
点
な
の
で
す
。

日
本
人
が
全
員
読
ん
で
い
る

聖
典
が
な
い

で
は
、
日
本
人
が
全
員
読
ん
で
い
る
テ

キ
ス
ト
は
何
か
。
強
い
て
言
う
と
、
源
氏

物
語
く
ら
い
し
か
な
い
。
本
居
宣
長
に
よ

る
と
、
源
氏
物
語
の
本
質
は
「
も
の
の
あ

は
れ
」
、
要
す
る
に
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
で
す
。

そ
れ
は
法
律
の
本
で
も
、
歴
史
の
本
で

も
、
哲
学
の
本
で
も
、
世
界
に
つ
い
て
書

い
て
あ
る
本
で
も
な
い
。
光
源
氏
の
よ
う

な
人
が
い
れ
ば
い
い
な
あ
と
い
う
イ
マ
ジ

ネ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

最
近
の
日
本
人
も
、
読
ん
で
楽
し
い
も

の
、
自
分
が
読
み
た
い
も
の
だ
け
を
読
む

と
い
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
自
分
が
読
み

た
い
も
の
を
読
ん
で
、
人
が
読
ん
で
い
る

も
の
に
関
心
を
示
さ
な
い
の
は
、
孤
立
で

あ
り
、
孤
独
で
あ
る
。

言
葉
は
み
ん
な
の
も
の
な
の
で
す
。
み

11 
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が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
精
密
に
使
う
た

め
に
あ
る
言
葉
の
意
味
を
定
義
し
よ
う
と

し
て
も
、
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
だ
け
。

既
に
精
密
に
定
義
さ
れ
て
い
る
言
葉
が
な

い
と
う
ま
く
定
義
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
定

義
の
出
発
点
は
ど
こ
な
の
か
。
ぐ
る
ぐ
る

回
り
に
な
る
か
、
定
義
で
き
な
い
言
葉
か

ら
出
発
す
る
と
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
社
会
、
話
し

て
い
る
言
葉
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
も

う
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
。
死
ん
で
か
ら

も
続
い
て
い
く
だ
ろ
う
。
慣
習
に
従
っ
て

使
っ
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
公
理
か

ら
出
発
す
る
数
学
と
は
違
う
ん
で
す
。
社

会
や
言
葉
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。一言

葉
を
正
確
に
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
日
常

生
活
で
、
言
語
を
ど
れ
だ
け
精
密
に
で
き

た
か
と
い
う
話
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
努
力
を
う
ん
と
す
る
民

族
と
、
う
ん
と
し
な
い
民
族
が
あ
る
。

一

神
教
を
信
じ
て
い
る
民
族
は
、
こ
の
努
力

を
う
ん
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
葉
は
神

が
人
間
に
教
え
て
く
れ
た
も
の
、
言
葉
は

神
の
中
で
理
想
的
に
調
和
し
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
言
葉
が
暖
昧
な
の
は
人
聞
が

使
う
か
ら
。
正
確
に
言
葉
を
使
う
こ
と
が
、

神
に
近
づ
く
方
法
に
な
る
の
で
す
。
そ
ご

で
法
律
を
整
備
し
よ
う
と
か
、
世
界
を
哲

な
の
使
う
言
葉
、が
共
通
な
の
で
意
思
の
疎

通
が
図
れ
る
。
表
現
と
い
う
の
は
、
そ
の

，
土
俵
に
乗
っ
て
、
自
分
だ
け
の
考
え
を
ど

こ
ま
で
言
え
る
か
と
い
う
ゲ
l
ム
で
す
。

感
覚
は
は
じ
め
か
ら
個
々
人
の
も
の
だ
か

ら
、
比
較
す
る
必
要
が
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
考
え
、
ア
イ
デ
ア
と
い
う
の
は
、
感

覚
と
は
違
っ
て
組
み
立
て
る
も
の
な
の

で
、
凡
庸
で
月
並
み
な
ア
イ
デ
ア
と
、
皆

が
認
め
る
け
つ
こ
う
い
い
ア
イ
デ
ア
が
あ

る
。
良
い
ア
イ
デ
ア
は
、
他
人
に
納
得
し

て
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
良
い
ア
イ
デ
ア
に

な
る
の
で
す
。
そ
れ
を
つ
く
り
出
す
に

は
、
か
な
り
の
労
力
が
い
る
。

本
質
的
に
優
れ
た
も
の
は
、
伝
え
る
に

値
す
る
も
の
、
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る

は
ず
で
す
。
思
想
が
素
晴
ら
し
く
て
、
表

現
が
下
手
と
い
う
乙
と
は
あ
ん
ま
り
な

い
。
上
手
く
表
現
す
る
人
が
、
良
い
思
想

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で

は
な
い
。
思
想
の
場
合
、
表
現
が
大
事
な

の
で
す
。

で
す
か
ら
そ
の
前
提
と
し
て
、
み
ん
な

が
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
は
と
て
も

大
事
で
す
。
そ
れ
は
、
み
ん
な
が
同
じ
思

想
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り

そ
の
思
想
を
基
盤
に
し
て
自
分
た
ち
の
関

係
を
つ
く
ろ
う
と
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
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世
界
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
交
通
手
段

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
で
、
ま
す
ま

す
容
易
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
分
の
存

在
す
る
世
界
以
外
の
世
界
に
つ
い
て
、
思

い
を
馳
せ
る
感
受
性
は
希
薄
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
。

思
い
を
馳
せ
る
た
め
に
は
、
外
国
の
こ

と
を
よ
く
知
れ
ば
い
い
と
思
い
が
ち
で
す

が
、
ち
っ
と
も
役
に
立
た
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
世
界
を
知
る
た
め
に
海
外
旅
行
に

行
く
。
で
も
日
本
の
眼
鏡
を
か
け
て
世
界

を
見
て
い
る
の
で
、
見
た
い
も
の
し
か
見

え
な
い
わ
け
で
す
。
知
識
は
増
え
る
が
発

見
は
な
い
。

世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
英
語
を
勉
強

し
て
み
る
。
で
も
、
英
語
を
使
つ
て
は
い

て
も
、
補
助
輪
に
日
本
語
を
使
っ
て
よ
た

よ
た
走
る
自
転
車
み
た
い
な
人
が
多
い
の

で
す
。
日
本
語
を
使
っ
て
英
語
を
理
解
し

て
い
る
の
で
す
。
海
外
旅
行
も
英
語
も
決

め
手
に
は
な
ら
な
い
。
海
外
に
出
て
行
っ

て
、
日
本
を
外
か
ら
眺
め
る
ご
と
は
、
や

ら
な
い
よ
り
は
い
い
が
、
そ
れ
で
オ
ー
ケ

ー
と
思
っ
て
も
ら
っ
て
も
困
る
。

で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

い
の
は
、
別
の
眼
鏡
を
か
け
て
、

一
番
い

乙
れ
ま

国際紛争・テロの今、私たちの選択

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
最
初
に
人
聞
が
い

て
、
そ
の
人
聞
は
対
等
で
、
自
由
で
、
生

き
て
い
く
目
的
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
人

聞
が
、
実
際
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、

警
察
が
、
消
防
が
、
議
会
が
、
裁
判
所
が
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
の
で
、
税
金
を

出
し
て
役
人
を
雇
う
と
と
に
す
る
。
人
民

が
自
主
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て

い
っ〆

均
で
す
。
こ
れ
が
近
代
社
会
の
は

じ
ま
り
で
し
た
。

日
本
は
、
ム
ラ
が
な
し
崩
し
に
近
代
社

会
に
な
っ
た
の
で
、
国
家
は
偉
く
民
衆
は

地
位
が
低
い
と
い
う
官
民
格
差
の
意
識
が

残
っ
て
い
ま
す
。
官
僚
が
い
ば
っ
て
い
る

こ
と
と
、
日
本
が
ム
ラ
社
会
で
あ
る
乙
と

と
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で
す
。
官
僚
が
い
ば

れ
ば
、
ま
ず
業
界
が
ム
ラ
に
な
る
。
会
社

が
ム
ラ
に
な
る
。
事
業
部
、
が
ム
ラ
に
な
る
。

部
と
課
が
ム
ラ
に
な
る
。
い
た
る
と
こ
ろ

が
ム
ラ
に
な
っ
て
、
コ
ス
ト
を
分
担
し
な

い
く
せ
に
、
足
の
引
っ
張
灼
ム
口
い
に
な
る
。

こ
う
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
と
て
も
強
い
。

こ
れ
は
民
主
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ

り
方
と
全
く
正
反
対
で
す
。

ム
ラ
を
運
営
す
る
た
め
に
は
、
自
分
と

相
手
が
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、

同
じ
こ
と
を
感
じ

て
い
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
共
通
感
覚
が
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で
馴
染
み
の
な
い
思
想
を
も
っ
て
い
る
人

た
ち
|
I
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
|

ー
の
視
点
か
ら
世
界
を
眺
め
て
み
る
。
哲

学
・
宗
教
と
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
も
の

で
す
。
宗
教
は
あ
る
も
の
の
見
方
な
の
で
、

そ
れ
に
素
直
に
従
っ
て
み
る
。
「
三
日
後
に

よ
み
が
え
り
ま
し
た
」
と
い
え
ば
、
本
当

に
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
な
、
と
思
い
な

が
ら
読
む
。
そ
こ
が
大
事
な
わ
け
で
す
。

で
も
、
人
間
に
は
先
入
見
が
あ
る
か
ら
、

「
そ
う
じ
ゃ
な
い
よ
ね
」
と
思
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
先
入
見
と
闘
っ
て
、
自
分
の
も

の
の
見
方
を
着
脱
可
能
な
も
の
に
す
る
の

が
大
事
で
す
。

日
本
人
の
感
覚
を
着
脱
可

能
な
状
態
に
す
る
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
ー
を
主
張
す
る
の
に
、
民
族
性
は

不
可
欠
で
す
が
、
そ
れ
に
固
執
す
る
だ
け

で
は
ダ
メ
。
先
入
見
と
闘
う
の
は
、
自
分
を

解
放
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
り
、
最
後
は

ま
た
自
分
本
来
の
場
所
に
帰
っ
て
き
ま
す
。

、
、

|
|
近
頃
、
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
社
会

が
、
と
て
も
閉
塞
感
に
満
ち
て
い
る
と
感

じ
る
の
で
す
が
。

人
び
と
の
生
き
る
社
会
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
す
が
、
日
本
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い

ラ
と
ム
ラ
の
こ
と
で
し
た
。
ム
ラ
は
、
室

町
時
代
に
は
じ
ま
り
、
江
戸
時
代
に
完
成

あ
れ
ば
、
意
見
が
違
つ
で
も
な
ん
と
か
な

ザ令
。い

っ
ぽ
う
民
主
主
義
は
、
感
覚
に
つ
い

て
は
一
切
間
い
ま
せ
ん
、
意
見
の
遣
い
は

意
見
で
調
整
す
る
。
最
後
は
投
票
し
て
、

民
衆
が
責
任
を
分
担
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
自
己
責
手
の
理
論
を
延
長
す
る
と
、

タ
ウ
ン
が
で
き
て
、
タ
ウ
ン
の
上
に
州
が

で
き
て
、
そ
の
上
に
連
邦
政
府
が
で
き
る
。

下
か
ら
積
み
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

感
覚
共
同
体
は

「
ら
し
く
」
か
ら
は
じ
ま
る

日
本
は
逆
で
、
上
か
ら
大
き
な
箱
を
つ

く
っ
て
、
中
く
ら
い
の
箱
を
つ
く
っ
て
、

小
さ
な
箱
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
に
人
聞
を

押
し
込
め
て
し
ま
う
。
小
学
校
に
入
っ
た

ら
、
小
学
生
ら
し
く
し
な
さ
い
。
中
学
校

に
入
っ
た
ら
、

中
学
生
ら
し
く
制
服
を
着

な
さ
い
。
「
ら
し
く
」
と
い
う
の
は
み
ん
な

に
合
わ
せ
る
、
つ
ま
り
感
覚
共
同
体
の一

員
と
な
る
こ
と
。
日
本
の
教
育
は
こ
ん
な

や
り
方
で
で
き
て
い
る
。

明
治
時
代
は
、
江
戸
時
代
ま
で
の
ム
ラ

社
会
を
ぶ
ち
壊
し
た
の
だ
か
ら
、
開
放
感

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
激
烈
な
競
争
社

会
で
、
明
治
時
代
の
初
め
に
は
み
ん
な
自
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し
ま
し
た
。
ム
ラ
は
箱
H
垣
根
か
ら
で
き

て
い
る
。
物
理
的
に
は
乗
り
越
え
ら
れ
る

が
、
乗
り
越
え
て
は
い
け
な
い
垣
根
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
廓
が
あ
っ
て
、
ぐ
る
り
と

固
ま
れ
て
い
た
。
町
内
に
も
そ
れ
ぞ
れ
木

戸
が
あ
っ
て
、
夜
に
な
る
と
閉
じ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
幾
重
も
の
箱
が
あ

っ
て
、
そ
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
く
の
が

日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
な

っ
た
。
こ

れ
が
ム
ラ
で
す
。

ム
ラ
の
特
徴
は
、
仲
良
く
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。
ム
ラ
の
垣
根
は
、
自
分

た
ち
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

自
分
た
ち
で
支
え
て
い
く
と
い
う
感
覚
が

な
い
。
こ
の
垣
根
を
つ
く
っ
た
の
は
、
お

上
、
つ
ま
り
権
力
で
、
権
力
は
自
分
た
ち

と
は
関
係
な
い
。
そ
の
権
力
に
逆
ら
う
つ

も
り
も
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
責
任
は
分
担

し
な
く
て
い
い
。
文
句
が
あ
れ
ば

一
授
を

起
こ
す
が
、

問
題
が
解
決
し
た
ら
元
の
ム

ラ
に
戻
る
だ
け
。

ム
ラ
と
民
主
主
義
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

似
て
非
な
る
も
の

ム
ラ
は
民
主
主
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
、

似
て
非
な
る
も
の
な
の
で
す
。
民
主
主
義

作
農
だ
っ
た
の
に
、
何
十
年
か
し
た
ら
ほ

と
ん
ど
が
小
作
農
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
関
係
で
、
ム
ラ
原
理
は
非
常
に
弱

ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
農
民
が
都

会
に
大
挙
し
て
出
て
き
て
、
自
分
た
ち
の

居
場
所
を
要
求
し
ま
し
た
。
そ
し
て
彼
ら

に
職
場
と
住
宅
と
社
会
保
障
が
行
き
渡
っ

た
と
乙
ろ
で
、
ム
ラ
が
復
権
し
た
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
企
業
も
学
校
も
役
所
も
、

地
域
社
会
も
み
ん
な
ム
ラ
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
、
官
僚
が
全
部
取

り
仕
切
り
、
本
来
、
人
民
が
取
る
べ
き
責

任
を
取
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
で
す
か

ら
日
本
は
、
民
主
主
義
社
会
と
胸
を
張
っ

て
言
え
る
ほ
ど
成
熟
し
て
い
な
い
の
で
す
。

民
主
主
義
社
会
を
再
構
築
す
る
、
こ
れ
が

窒
極
の
課
題
で
あ
り
、
世
界
と
手
を
携
え
、

同
時
代
を
生
き
て
い
く
ご
と
に
つ
な
が
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

ー
ー
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

-
は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

1
9
4
8年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
1
9
7
7
年
東
京
大

学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。

1
9
8
9t壬
丞
尽
工
業
大
学
工
学
部
助
教
授
(
社
会
学
)
。

1
9
9
6年
同
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値

シ
ス
テ
ム
研
究
専
攻
教
授
、
現
在
に
至
る
。
著
書
に

『は
じ
め
て
の
構
造
主
義
」『
天
皇
の
戦
争
責
任
」『
幸
福

の
っ
く
り
か
た
」「
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』

『政
治
の
教
室
』『
強
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
へ
た
ば
る
企

業
』
な
ど
が
あ
る
。
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