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プロフィル
山折 哲雄（やまおり・てつお）氏   
宗教学者
1931 年アメリカ生まれ。1954 年東北大学インド哲学
科卒。鈴木学術財団研究部、春秋社編集部を経て、76年
駒澤大学助教授、77年東北大学助教授、82年国立歴史
民俗博物館教授、88年より国際日本文化研究所センター
教授を経て、同センター所長などを歴任。2010 年南方
熊楠賞受賞。『神と仏』『道元』『わたしが死について語る
なら』『絆 いま、生きるあなたへ』など著書多数。

宗
教
学
者　

山
折  

哲
雄 

氏
に
聞
く           

「
無
常
」
を
自
覚
す
る
覚
悟
を
持
つ
と
、

今
を
輝
く
「
い
の
ち
」
が
見
え
て
く
る
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宗
教
学
者
と
し
て
、
仏
教
を
は
じ
め
、

様
々
な
思
想
、
哲
学
に
つ
い
て
、
わ
か
り

や
す
く
、
か
つ
刺
激
的
な
言
論
を
提
案
し

続
け
て
い
る
山
折
哲
雄
氏
。
16
年
前
の
阪

神
淡
路
大
震
災
を
経
て
、
今
年
、
東
日
本

大
震
災
を
経
験
し
た
日
本
人
は
、
日
本
列

島
と
い
う
風
土
に
暮
ら
す
中
で
育
ま
れ
た

「
い
の
ち
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
改
め

て
自
覚
す
る
契
機
だ
と
語
る
。
想
像
を
絶

す
る
自
然
の
巨
大
な
力
を
前
に
立
ち
つ
く

す
日
本
人
の
、
こ
れ
か
ら
を
生
き
る
た
め

の
思
想
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

　
◇ 
◇ 
◇

「
民
主
主
義
」
と
は

犠
牲
を
伴
う
「
生
き
残
り
主
義
」

―

今
回
の
震
災
後
、
東
北
の
方
々
の
我
慢

強
さ
、
粘
り
強
さ
、
他
人
に
心
を
寄
せ
る

温
か
さ
に
つ
い
て
多
く
語
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
災
害
時
の
人
々
の
あ
り
方

と
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
が
本
来

の
日
本
人
の
原
型
で
は
な
い
か
と
い
う

気
も
す
る
の
で
す
が
。

山
折　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。
今

度
の
こ
と
で
「
さ
す
が
東
北
人
は
粘
り
強

い
」と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
を
あ
ま
り
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
そ

れ
は
一
種
、
東
北
を
差
別
し
た
言
葉
に
な

る
可
能
性
も
あ
る
。
関
西
や
東
京
に
比

べ
る
と
、
東
北
と
い
う
地
域
は
抑
圧
の
歴

史
が
長
い
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
ご
存
じ

の
よ
う
に
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
も
、

被
災
者
の
方
々
の
表
情
は
穏
や
か
で
、
忍

耐
強
か
っ
た
で
す
よ
。
た
と
え
ば
ア
メ

リ
カ
で
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
大
災
害
を
引
き

起
こ
し
た
り
、
ス
マ
ト
ラ
島
に
津
波
が
押

し
寄
せ
る
と
い
う
よ
う
な
と
き
、
そ
の
地

の
方
々
の
表
情
に
は
怒
り
、
悲
し
み
、
苦

し
み
が
あ
ふ
れ
、
ま
さ
に
叫
ん
で
い
る
。

そ
の
様
子
を
見
て
、
一
方
で
日
本
人
と
比

較
し
て
、
そ
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
か
と
。

こ
れ
は
日
本
列
島
に
生
活
し
て
き
た
人

た
ち
の
、
あ
る
心
の
光
景
、
あ
り
様
だ
ろ

う
と
見
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

―
日
本
人
は
西
洋
の
考
え
方
を
あ
ら
ゆ

る
分
野
で
取
り
入
れ
て
、
現
在
の
社
会

を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

ベ
ー
ス
に
は
日
本
な
ら
で
は
の
心
の
あ

り
方
が
抜
き
が
た
く
あ
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

山
折　

確
か
に
日
本
の
明
治
以
降
の

１
５
０
年
は
西
洋
文
明
の
果
実
を
い
た

だ
い
て
、
こ
こ
ま
で
来
ま
し
た
。
も
の

の
考
え
方
か
ら
社
会
の
制
度
ま
で
す
べ

て
の
面
で
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
ま

す
。
こ
の
「
恩
恵
」
の
真
ん
中
に
あ
る
も

の
は
な
に
か
と
考
え
る
と
、
そ
れ
は
「
生

き
残
り
た
い
」「
生
き
残
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
欲
望
だ
と
い
う
こ
と
に

気
が
つ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
西
洋

文
明
の
根
本
に
あ
る
も
の
で
す
ね
。
ど
ん

な
危
機
が
訪
れ
よ
う
と
、
ど
ん
な
災
害
が

訪
れ
よ
う
と
、
と
に
か
く
人
間
は
生
き
残

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
志
と
欲

望
は
非
常
に
強
い
の
で
す
。
ア
ン
グ
ロ
サ

ク
ソ
ン
は
そ
れ
で
世
界
を
支
配
し
た
し
、

同
じ
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
考
え
方

で
突
き
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
難
し
い
言

葉
で
い
う
と
「
資
本
主
義
」。
や
さ
し
い

言
葉
、
柔
ら
か
い
言
葉
で
い
う
と
「
生
き

残
り
主
義
」
だ
と
私
は
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
我
々
自
身
も
ま
た
、
そ
の
恩
恵
を

徹
底
的
に
受
け
て
き
ま
し
た
。

―

自
分
自
身
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
、
そ

の
思
想
は
日
本
人
の
中
に
深
く
入
り
込

ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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山
折　
一
方
で
、こ
の
「
生
き
残
り
主
義
」

と
つ
か
ず
離
れ
ず
存
在
し
つ
づ
け
た
、
ひ

と
つ
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
生
き
残

り
の
欲
望
、
意
志
を
貫
く
た
め
に
は
必
ず

犠
牲
が
伴
う
。
こ
の
文
明
は
、
そ
れ
が
前

提
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
主
流
に

乗
り
遅
れ
る
人
間
が
い
る
し
、
外
れ
る
人

間
が
出
て
く
る
。
破
れ
る
人
間
も
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
を
す

く
い
取
ろ
う
、
平
準
化
し
よ
う
と
い
う
動

き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。

で
も
最
終
的
に
犠
牲
は
避
け
が
た
い
。
日

本
人
は
「
生
き
残
り
主
義
」
の
果
実
は
受

け
取
っ
て
い
て
も
、
こ
の
部
分
を
忘
れ
て

い
る
ん
で
す
。
生
き
残
り
と
は
サ
バ
イ
バ

ル
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
は
、
す
っ
か
り
日

本
人
の
日
常
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ

ん
な
条
件
の
中
で
、
な
ん
と
か
サ
バ
イ
バ

ル
し
て
、
犠
牲
を
省
み
な
い
そ
う
い
う
生

き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。

―

私
た
ち
は
戦
後
民
主
主
義
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
今
の
日
本
社
会
を
理
解
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
実
態
は
都

合
の
良
い
私
生
活
主
義
な
の
で
し
ょ
う

か
。

山
折　
必
ず
し
も
否
定
的
に
だ
け
言
っ

て
い
る
つ
も
り
は
な
い
ん
で
す
。
当
時
の

日
本
人
と
し
て
は
致
し
方
な
か
っ
た
と

い
う
部
分
が
大
き
い
し
、
上
手
に
生
き
残

り
主
義
を
受
け
入
れ
て
、
こ
れ
を
活
用
し

た
。
そ
う
い
う
部
分
で
は
非
常
に
知
恵

の
あ
る
、
能
力
の
高
い
民
族
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
の

考
え
方
は
あ
ま
り
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
「
犠
牲
を
伴
う
博
愛
」
と
い
っ

た
よ
う
な
表
現
は
強
す
ぎ
る
ん
で
す
ね
。

リ
ス
キ
ー
な
表
現
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
を
言
わ
な
い
と
気

が
つ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り

犠
牲
を
伴
わ
な
い
博
愛
は
な
い
の
で
す
。

「
受
け
入
れ
る
」
こ
と
で

見
え
て
く
る
「
無
常
」
の
姿

―
東
日
本
大
震
災
で
は
、
犠
牲
に
対
す

る
、
あ
る
種
の
受
け
止
め
方
が
日
本
人
の

間
に
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

山
折　
確
か
に
日
本
人
に
は
日
本
人
固

有
の
犠
牲
の
精
神
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
的
な
状
況
、
悲

惨
な
状
況
を
最
終
的
に
は
受
け
入
れ
る
。

苦
悩
を
乗
り
越
え
て
生
き
残
る―

と
い

う
方
向
に
心
の
ベ
ク
ト
ル
が
動
く
の
で

は
な
く
「
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
方
向

に
動
く
の
で
す
。
言
葉
に
す
る
の
は
非

常
に
難
し
い
の
で
す
が
、こ
れ
が
「
無
常
」

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

―

「
無
常
」と
い
う
表
現
は
、確
か
に
ス
ッ

と
心
に
入
っ
て
き
ま
す
ね
。

山
折　
と
て
も
味
の
あ
る
言
葉
な
の
で

す
が
、
日
本
の
知
識
人
や
マ
ス
コ
ミ
は

特
に
無
常
が
嫌
い
で
す
ね
。
少
な
く
と

も
阪
神
淡
路
大
震
災
の
と
き
は
「
無
常
」

嫌
い
で
し
た
。
当
時
、
私
は
い
ろ
い
ろ
な

メ
デ
ィ
ア
か
ら
取
材
を
受
け
て
、
そ
の

時
「
や
は
り
、こ
の
事
態
は
無
常
な
ん
だ
」

と
答
え
た
の
で
す
。
無
常
に
は
三
原
則

が
あ
っ
て
、「
地
上
に
永
遠
な
も
の
は
ひ

と
つ
も
な
い
」「
形
あ
る
も
の
は
必
ず
壊

れ
る
」「
人
は
生
き
て
死
ぬ
」
の
三
つ
で

す
。
こ
れ
は
誰
も
否
定
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
客
観
的
事
実
で
す
。
こ
れ
を
仏
教
、

あ
る
い
は
ア
ジ
ア
的
な
価
値
観
で
は
「
無

　

■ 特集： いのちと向き合うフィランソロピー■ 特集： いのちと向き合うフィランソロピー



6No.342-2011087 No.342-201108

常
」
と
い
う
。
そ
の
点
は
マ
ス
コ
ミ
も

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
認
め
ま
す
。
し
か
し

被
災
地
の
現
場
に
行
き
、
苦
し
ん
で
い
る

人
に
「
無
常
だ
」
と
は
と
て
も
言
え
な
い

と
彼
ら
は
言
う
。
そ
の
代
わ
り
に
「
寄
り

添
う
」
と
い
う
さ
し
さ
わ
り
の
な
い
言
葉

を
使
っ
て
み
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

―

今
回
、
東
北
の
被
災
地
を
歩
い
て
み
る

と
、
ま
さ
に
無
常
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
状
況
が
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

山
折　
私
も
震
災
現
場
を
訪
ね
ま
し
た
。

そ
の
時
に
自
然
が
自
然
そ
の
も
の
を
破

壊
す
る
と
い
う
恐
ろ
し
さ
を
見
て
、
こ
れ

は
阪
神
淡
路
の
と
き
に
は
感
じ
な
か
っ

た
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
第
二
次
世
界

大
戦
の
時
の
空
襲
と
も
違
う
。
自
然
の
恐

ろ
し
さ
の
質
が
違
っ
た
の
で
す
。
そ
う

い
う
こ
と
を
マ
ス
コ
ミ
も
感
じ
、
精
神

的
に
葛
藤
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
結
果
、今
回
は
新
聞
な
ど
で
も
「
無
常
」

と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
。
阪
神
淡

路
大
震
災
か
ら
16
年
経
ち
、
一
番
変
わ
っ

た
の
が
こ
の
部
分
で
す
ね
。
日
本
人
が
考

え
を
深
め
て
い
く
契
機
に
な
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

―

な
に
が
な
ん
で
も
生
き
残
る
、
と
い
う

発
想
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
な
に
か
も
っ

と
静
か
で
、
あ
る
種
の
諦
観
を
伴
う
、
し

か
し
強
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。

山
折　
地
震
や
津
波
な
ど
、
自
然
の
恐

ろ
し
さ
と
い
う
の
は
太
古
の
昔
か
ら
日

本
全
体
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
日
本
列
島
人

の
問
題
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
先
の

「
生
き
残
り
主
義
」あ
る
い
は「
資
本
主
義
」

に
対
し
て
、「
無
常
主
義
」
と
で
も
言
う

も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
ふ
た
つ
を
日
本
人

は
自
然
と
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、

今
回
、
改
め
て
自
覚
し
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
我
々
の
頭
の
中
に
は
「
資

本
主
義
」
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
首
か

ら
下
は
「
無
常
主
義
」。
そ
の
二
重
構
造

で
日
本
人
は
ア
ジ
ア
で
一
番
の
近
代
化

を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ

か
ら
の
世
界
に
対
し
て
、
こ
の
二
重
構
造

の
構
え
と
い
う
も
の
は
重
要
な
価
値
観

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
世
界
に
対

し
て
、
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
べ
き

も
の
。
そ
こ
は
日
本
人
と
し
て
自
信
を
持

と
う
よ
、
と
言
い
た
い
で
す
。

―

今
回
の
震
災
で
は
多
く
の
い
の
ち
が

失
わ
れ
ま
し
た
。
風
土
を
通
し
て
、
日

本
人
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
持
っ
て
い
る
「
無

常
主
義
」
を
自
覚
す
る
と
、
そ
の
現
実
を

何
か
違
っ
た
形
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

山
折　
な
ん
と
し
て
で
も
生
き
残
る
た

め
の
関
門
を
く
ぐ
り
抜
け
よ
う
、
く
ぐ

り
抜
け
よ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
緊
張
と

不
安
が
強
く
な
り
ま
す
。「
安
心
安
全
神

話
が
崩
壊
し
た
」
と
い
う
言
い
方
が
さ

れ
ま
す
が
、
こ
の
生
き
残
り
主
義
を
や
め
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は
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
し
た
し
、
江
戸
時

代
は
完
璧
に
平
和
な
時
代
で
し
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
は
常
に
戦
乱
の
時
代
が
続
き
ま
し

た
か
ら
、
両
者
を
比
較
す
る
と
日
本
の
歴

史
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
、
千
年
の
射
程

で
考
え
れ
ば
日
本
列
島
人
は
平
和
愛
好
民

族
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
ず
こ

の
事
実
を
知
っ
て
欲
し
い
の
で
す
ね
。
ま

た
西
洋
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
そ

れ
を
自
己
薬
籠
中
の
も
の
に
す
る
、
血
肉

化
す
る
に
は
、
伝
統
の
価
値
観
と
照
ら
し

合
わ
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本

人
の
精
神
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
は
、
万
葉
集
、
源
氏
物
語
、
平
家
物
語
、

能
楽
。
近
世
な
ら
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
の
世

界
で
し
ょ
う
。

―

戦
後
の
教
育
で
は
、
や
は
り
西
洋
の
文

学
、
哲
学
の
勉
強
が
中
心
で
す
か
ら
、
自

分
た
ち
の
伝
統
的
な
も
の
の
考
え
方
を
知

ら
ず
に
来
て
い
ま
す
ね
。

山
折　
両
方
の
優
れ
た
も
の
を
比
較
し
な

が
ら
教
え
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
わ

る
と
、
そ
の
安
心
安
全
神
話
も
同
時
に
な

く
な
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。
自
分
の
生
死

は
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

自
然
の
ま
ま
で
い
る
ほ
か
な
い
し
、
ど
う

な
っ
て
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
思
う
よ

う
に
な
れ
ば
、
ス
ッ
と
楽
に
な
り
ま
す
。

な
に
も
の
に
も
囚
わ
れ
ず

い
の
ち
と
死
に
つ
い
て
語
る

―

ど
う
し
た
ら
「
生
き
残
り
主
義
」
へ
の

執
着
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。

山
折　
我
々
に
は
千
年
を
超
え
る
歴
史

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
学
ぶ
以
外

に
な
い
で
し
ょ
う
。
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う

と
、
ど
う
し
て
も
軍
国
主
義
の
記
憶
が
あ

ま
り
に
強
く
日
本
人
を
し
ば
り
つ
け
る
の

で
す
が
、
考
え
て
み
る
と
日
本
の
歴
史
の

中
で
は
長
期
に
わ
た
る
平
和
な
時
代
が
二

度
あ
っ
た
の
で
す
。
平
安
時
代
の
３
５
０

年
と
江
戸
時
代
の
２
５
０
年
で
す
ね
。
平

安
時
代
は
辺
境
の
地
で
闘
い
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
王
朝
政
権

か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
万
葉
集

と
い
っ
て
も
、
戦
後
の
万
葉
集
教
育
は
相

聞
歌
中
心
で
、
挽
歌
、
死
の
歌
は
あ
ま
り

重
視
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
源
氏
物
語
は

も
の
の
あ
わ
れ
中
心
で
、
も
の
の
け
な
ど

の
恐
ろ
し
い
世
界
に
つ
い
て
の
内
容
は
排

除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
偏
向
教

育
で
す
。
生
老
病
死
の
「
生
」
だ
け
で
、

と
に
か
く
「
生
き
る
」
こ
と
が
第
一
。
私

は
文
科
省
の
委
員
会
な
ど
に
出
席
し
て

「
生
き
る
力
は
大
事
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
一

本
槍
で
は
だ
め
で
す
よ
。
老
い
と
死
の
問

題
を
き
ち
ん
と
教
え
な
い
と
」
と
ず
っ
と

言
い
続
け
て
い
ま
す
が
、
必
ず
反
対
論
が

で
ま
す
。

―

教
育
の
場
で
光
だ
け
を
語
っ
て
も
、
現

実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
光
と
陰
を

ト
ー
タ
ル
で
見
な
い
と
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
陥
っ
て
身
動
き
取
れ
な
く
な
る
人
が
増

え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
折　
共
生
ば
か
り
を
言
っ
て
「
人
は
死

ん
で
い
く
」
と
い
う
こ
と
は
語
る
な
と
い

う
。
こ
れ
は
教
育
の
場
だ
け
で
な
く
、
仏
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教
界
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
ま

す
。
明
治
以
降
の
寺
院
の
住
職
た
ち
を
教

育
し
た
の
は
、
西
洋
の
学
問
に
基
づ
い
て

作
り
あ
げ
ら
れ
た
仏
教
学
、宗
教
学
で
す
。

し
た
が
っ
て
考
え
方
の
基
本
は
西
洋
文
明

で
、
常
に
合
理
的
な
解
釈
、
分
析
的
解
釈

を
し
て
い
る
。
し
か
し
無
常
は
分
析
の
し

よ
う
が
な
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
彼
ら
の
多

く
は
社
会
学
的
な
思
想
と
か
心
理
学
的
な

研
究
の
後
追
い
を
し
て
し
ま
う
。

―

一
方
で
庶
民
は
最
終
的
に
無
常
を
受

け
入
れ
て
い
く
素
地
が
あ
る
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

山
折　
私
は
い
ろ
ん
な
場
で
若
い
人
と
話

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
近
の
若
者
は
全

体
と
し
て
頼
り
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

し
か
し
私
は
今
の
30
代
、
40
代
に
未
来
を

託
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。
組
織
に
対
し
て
も
、
ま
た
西
洋
世
界

に
対
し
て
も
、
我
々
世
代
が
持
っ
て
い
た

国
内
的
、
国
際
的
な
縛
り
や
足
か
せ
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
や
り
た
い
こ

と
を
や
る
、
と
い
う
精
神
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
可
能
性
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
最
大
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
男
女
差
の
垣
根
が
低
く
な
っ
て
き

た
こ
と
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
今
や
、
女
性

の
パ
ワ
ー
が
全
開
し
始
め
て
い
ま
す
。
今

度
の
「
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
」
の
大
活
躍

を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
今
は
ど
こ
へ

行
っ
て
も
女
性
の
力
が
大
き
く
て
、
驚
く

こ
と
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本
を

救
う
の
は
女
性
だ
と
、
私
は
い
つ
も
本
気

で
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

―

い
の
ち
の
大
切
さ
と
同
時
に
無
常
に
つ

い
て
も
、
男
性
は
ど
こ
か
観
念
的
な
と
こ

ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
女
性
は
子

ど
も
を
産
む
性
と
し
て
、
よ
り
ス
ト
レ
ー

ト
に
い
の
ち
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

山
折　
か
つ
て
出
産
は
い
の
ち
を
か
け
た

行
為
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も

の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
母
親
像
と
い
う
も

の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
面
的
に
正
し
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う

い
う
リ
ス
ク
を
負
っ
て
初
め
て
生
命
が
誕

生
す
る
。
そ
の
尊
さ
、
あ
り
が
た
さ
を
教

え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
。
も
ろ
ち

ん
男
女
は
平
等
で
す
。
そ
れ
は
当
然
の
こ

と
な
の
で
す
が
、
そ
の
上
で
日
本
社
会
に

と
っ
て
、
母
と
は
何
か
、
母
の
力
と
は
何

か
を
問
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

―

先
生
か
ら
女
性
へ
の
エ
ー
ル
を
い
た
だ

き
ま
し
た
（
笑
）。
今
こ
そ
、
い
の
ち
に

向
き
合
い
、「
無
常
」
の
本
質
に
向
き
合
っ

て
、
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
の
日
本
的
具
現

化
の
た
め
に
精
進
し
ま
す
！　
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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