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【
金
森
修
（
東
京
大
学
教
授
）】　

質
問
と
い
う
よ
り
も
、
池
澤
先
生
の
ご
発
表
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
一
つ
だ
け
。

ア
メ
リ
カ
の
生
命
倫
理
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
非
宗
教
的
と
い
う
の
は
全
体
的
に
は
そ
の
と
お
り
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
の

終
盤
か
ら
七
〇
年
代
の
初
頭
に
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
い
う
概
念
が
で
き
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
直
前
の
六
〇
年
代
の
彼

ら
に
と
っ
て
の
大
問
題
の
一
つ
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
同
じ
西
洋
と
言
い
ま
し
て
も
、
た
と
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ユ
ダ
ヤ
教
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ど
が
、
そ
れ

ぞ
れ
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
し
て
は
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
現
時
点
で
と
に
か
く
言
え
る
の
は
、
生
命
倫
理
学
が

ア
メ
リ
カ
で
成
立
す
る
時
に
、
神
学
者
の
果
た
し
た
役
割
と
い
う
の
が
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
問
題
も
含
め
て
、
実
は
き
わ
め
て
大

き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
学
者
の
大
き
な
影
響
は
大
体
七
〇
年
代
終
わ
り
頃
ま
で
続
く
と
考
え
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
池
澤
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
く
の
は
む
し
ろ
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
い
ま
す
と
、

八
〇
年
代
の
半
ば
以
降
で
す
。
つ
ま
り
、
経
済
学
者―

広
い
意
味
で
の
経
済
学
者
が
ど
ん
ど
ん
参
入
し
て
き
ま
し
て
、
医
療
経

第
一
部
討
論
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会　

黄
柏
棋
｜
台
湾
国
立
政
治
大
学
教
授
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済
論
的
な
観
点
か
ら
、
患
者
を
救
う
時
の
コ
ス
ト
と
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
計
算
を
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
流
れ
に
入
っ
て
い
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
初
期
に
は
あ
れ
ほ
ど
活
躍
し
て
い
た
神
学
者
た
ち
の
重
要
性
が
、
相
対
的

に
低
下
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
池
澤
先
生
の
ア
メ
リ
カ
の
生
命
倫
理
学
が
全
体
と
し
て
非
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
間
違
っ
た
判
断
で
は
な

い
の
で
す
が
、
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
簡
単
に
コ
メ
ン
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

【
池
澤
優
】　

正
確
無
比
な
注
釈
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

金
森
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
点
に
関
し
ま
し
て
は
、
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
セ
ン
の
本
（A

lbert R
. Jonsen, T

he B
irth of B

ioethics , 

O
xford U

niversity P
ress, 2003. 

日
本
語
訳
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｒ
・
ジ
ョ
ン
セ
ン
、
細
見
博
志
訳
、『
生
命
倫
理
学
の
誕
生
』、

勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
）
な
ど
に
詳
し
く
分
析
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

【
黄
柏
棋
】　

他
に
質
問
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
フ
ロ
ア
】　

私
も
池
澤
先
生
の
中
国
社
会
の
死
生
を
め
ぐ
る
文
化
に
つ
い
て
の
ご
意
見
と
い
う
も
の
に
は
、
非
常
に
賛
成
い
た

し
ま
す
。
そ
れ
で
一
つ
質
問
し
た
い
の
で
す
が
、
二
十
世
紀
の
六
〇
年
代
、
中
国
大
陸
で
共
産
主
義
が
採
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
体

制
下
で
は
宗
教
が
禁
止
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
行
わ
れ
た
文
化
的
な
活
動
を
、
宗
教
的
な
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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【
池
澤
】　

こ
の
点
は
お
そ
ら
く
、
私
が
「
宗
教
」
も
し
く
は
「
宗
教
性
」

と
い
う
言
葉
を
こ
の
論
文
の
中
で
ど
う
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
点
に
関
し
ま
し
て
、
私
の
「
宗
教
」
と
い
う

言
葉
の
使
い
方
は
、
き
わ
め
て
広
範
囲
に
お
よ
ん
で
い
る
と
お
考
え
く
だ

さ
い
。
そ
れ
が
、「
宗
教
」
で
は
な
く
て
、「
宗
教
性
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の

原
稿
の
中
で
使
っ
た
理
由
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、「
宗
教
性
」
と
い
う
言
葉
を
定
義
し
ろ
と
言
わ
れ
た
ら
、
私

も
う
ま
く
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
む
ろ
ん
、
普
通
の
宗
教
、
た

と
え
ば
仏
教
や
道
教
の
考
え
方
や
儀
礼
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
よ
り
も
も
っ
と
広
く
、
た
と
え
ば
儒
教
的
な
も
の
の
考
え
方
も
「
宗
教

性
」
の
中
に
含
め
て
考
え
て
い
き
た
い
で
す
し
、
さ
ら
に
は
、
少
し
過
激
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
共
産
主
義
の
無
神
論
で
す
ら
、

あ
る
種
の
宗
教
的
な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
非
常
に
広
い
範
囲
の
現
象
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
宗
教
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

【
蔡
彥
仁
】　

今
回
池
澤
先
生
の
論
文
を
拝
読
し
ま
し
て
、
非
常
に
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
は
私
の
考
え
で
す
が
、
池
澤
先
生
は
論
文
の
中
で
、
中
国
に
お
け
る
「
天
」
と
い
う
宗
教
的
観
念
、
そ
れ
と
現
在
の
大

陸
に
お
け
る
集
団
主
義
、
民
族
主
義
、
さ
ら
に
は
生
命
倫
理
と
い
う
も
の
を
密
接
に
結
合
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
そ
の
よ
う
に
お

見
受
け
い
た
し
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
ま
さ
に
池
澤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、「
宗
教
性
」
と
い
っ
た
概
念
に
関
し
て
は
、

池澤優氏
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宗
教
学
の
分
野
に
お
い
て
、
つ
ね
に
異
な
っ
た
議
論
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

私
個
人
の
考
え
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
の
人
文
学
の
伝
統
、
特
に
儒
教
や
共
産
主
義
な
ど
を
、「
宗
教
性
」
の
立
場
か
ら
研
究

し
て
い
く
の
は
非
常
に
価
値
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
今
後
十
分
開
拓
し
て
い
く
価
値
を
持
っ
て
い
る
領
域
で
あ
る
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
特
に
初
期
の
西
欧
の
宗
教
社
会
学
、
た
と
え
ば
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
集
団
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
問

題
を
考
え
る
際
の
、
一
つ
の
切
り
口
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
と
感
じ
ま
し
た
。

以
上
は
質
問
で
は
な
く
て
、
池
澤
先
生
の
論
文
を
拝
読
し
て
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
も
こ
う
い
っ

た
問
題
に
関
し
て
、
引
き
続
き
検
討
を
加
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
李
豐
楙
（
中
央
研
究
院
教
授
）】　

私
も
池
澤
先
生
の
論
文
に
対
し
て
、
一
つ
補
足
に
な
る
よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

池
澤
先
生
は
、
中
国
の
大
陸
で
政
府
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
た
出
版
物
を
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
は
、
い
う

な
れ
ば
、
共
産
主
義
の
理
想
主
義
と
い
っ
た
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
民
間
に
お
け
る
実
践
の
方
式
な
ど
を
代
表
し

て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
で
は
、「
上
に
政
策
あ
れ
ば
下
に
対
策
あ
り
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
よ
く
言
う
の
で
す
が
、
書
物
の
中
で
、
表
面
的
に
は
優
生
学
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
実
際
の
内
容
は
儒

教
的
で
あ
る
と
か
、
民
間
の
実
践
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

特
に
文
化
大
革
命
の
あ
と
、
政
府
の
方
で
葬
送
儀
礼
に
関
し
て
規
定
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、
上
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、

下
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
の
間
に
は
一
定
の
距
離
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、
現
在
進
行
形
で
行
わ
れ
て

い
る
中
国
の
大
陸
の
優
生
学
、
も
し
く
は
葬
送
儀
礼
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
進
行
し
て
い
る
最
中
で
あ
っ
て
、
ま
だ
完
全
に
完

了
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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興
味
の
あ
る
問
題
と
し
て
は
、
い
っ
た
い
い
つ
ま
で
彼
ら
が
共
産
主
義
に
対
す
る
支
持
を
保
持
し
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
か

と
思
い
ま
す
。
現
在
、
非
物
質
的
な
も
の
や
、
無
形
文
化
財
・
無
形
文
化
遺
産
な
ど
を
保
護
す
る
政
策
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
あ
と
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
、
大
陸
に
お
け
る
正
式
な
出
版
物
と
、
現
在
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
実
践
と
い
う
も
の
の
間
に
は
、
少

し
割
り
引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

【
池
澤
】　

お
答
え
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

私
自
身
の
関
心
は
、
実
際
が
ど
う
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
文
化
的
に
実
体
が
ど
う
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
い
わ

ゆ
る
生
命
倫
理
学
者
と
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
分
析

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
こ
の
中
で
取
り
上
げ
ま
し
た
本
の
中
で
、
聶
精
保
先
生
の
本
は
、
そ
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
と
い
う
か
、
政
府
の

圧
力
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
導
き
の
下
で
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

【
フ
ロ
ア
】　

竹
内
先
生
に
質
問
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
お
話
は
き
わ
め
て
具
体
的
・
現
実
的
な
観
点
か
ら
死
生
と
い

う
も
の
を
分
析
し
て
お
ら
れ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
え
て
別
の
観
点
か
ら
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

先
生
の
お
話
で
は
、
死
と
い
う
の
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
、
一
つ
は
自
己
の
死
で
、
も
う
一
つ
は
他
者
の
死
で
す
ね
。
そ
れ

で
、
先
生
の
お
話
は
、
ほ
と
ん
ど
自
己
の
死
に
つ
い
て
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
自
分
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
自
分
自
身
は
悲
し
ま

な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
私
は
思
う
の
で
す
。
自
己
を
深
く
意
識
し
て
、
自
分
が
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
悲
し
む
と
い
う
の
は
、
宗
教
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に
近
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
す
。
自
己
の
死
と
い
う
の
は
、「
理
」

と
い
う
概
念
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
宗
教
に
近
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
ん
で
す
ね
。

先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
自
己
の
死
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
が
、
他
者
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し

て
い
る
の
か
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

【
竹
内
整
一
】　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
第
一
人
称
の
死
」
と
「
第
二
人
称
の
死
」、

「
第
三
人
称
の
死
」
と
い
う
分
け
方
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
死
ぬ
こ
と
、
自
分
の
一
番
愛
し

て
い
る
人
が
死
ぬ
こ
と
、
一
般
的
な
彼
・
彼
女
が
死
ぬ
こ
と―

、
そ
の
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ

に
人
称
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
し
必
ず
重
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
の
死
は
、
私
を
愛
し

て
い
る
人
に
お
け
る
、
あ
る
一
つ
の
死
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
私
は
今
回
の
発

表
で
は
、
第
一
人
称
、
自
分
が
死
ぬ
こ
と
を
語
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
他
の
人

に
と
っ
て
は
、
日
本
語
で
言
え
ば
「
死
な
れ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
重
な
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
質
問
は
、
自
分
で
自
分
の
死
を
悲
し
む
の
は
、
本
居
宣
長
ふ
う
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の

「
理
」
で
あ
り
、「
さ
か
し
ら
事
」
で
理
屈
を
つ
け
て
い
る
儒
教
や
仏
教
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
ご
意
見
だ
と
伺
い
ま
し
た
。
が
、「
安
心
」
と
い
う
言
い
方
そ
れ
自
体
が

「
自
分
自
身
の
安
心
」
の
こ
と
を
問
う
も
の
で
し
て
、
死
の
悲
し
み
も
ま
た
、
ま
ず
は
「
自

分
自
身
の
悲
し
み
」
で
す
。
た
だ
、
そ
の
悲
し
み
の
中
身
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
が
失
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
今
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
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に
お
い
て
あ
る
、
大
事
な
他
者
と
の
か
か
わ
り
も
ま
た
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
本
居
宣
長
の
場

合
、
死
と
は
必
ず
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
死
で
あ
っ
て
、
自
分
の
死
は
残
さ
れ
た
人
の
悲
し
み
で
す
。
本
居
宣
長
を
研
究
し
た
小

林
秀
雄
は
、
人
は
人
に
よ
っ
て
悲
し
ま
れ
な
け
れ
ば
、
死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
こ
と
を
宣
長
は
書
い
た
の
だ
と
、
大
著

『
本
居
宣
長
』
の
最
後
で
言
っ
て
お
り
ま
す
。

一
言
付
け
加
え
ま
す
と
、
悲
し
み
と
い
う
感
情
は
、
あ
る
種
の
痛
み
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
語
で
「
い
た
い
」
と
い
う

言
葉
は
、
そ
の
痛
さ
の
中
か
ら
相
手
に
対
す
る
い
た
わ
し
さ
、
あ
る
い
は
い
た
ま
し
さ
、
と
い
う
も
の
に
波
及
し
、
さ
ら
に
そ
こ

か
ら
「
い
た
わ
る
」
と
い
う
動
作
ま
で
広
が
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
意
味
、
広
が
り
、
可
能
性
を
持
っ
た
感
情
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
悲
し
み
と
い
う
の
は
、
一
己
の
自
分
の
内
に
籠
め
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
そ
の
よ
う
に
広

が
っ
て
い
く
可
能
性
を
持
っ
た
感
情
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
廖
欽
彬
（
台
湾
国
立
中
山
大
学
助
理
教
授
）】　

先
生
は
「
安
心
な
き
安
心
」
論
に
お
い
て
、「
悲
し
む
べ
き
こ
と
を
悲
し
む
の
が
神
々
の

働
き
に
従
う
こ
と
で
あ
り
、
安
心
で
あ
る
」
と
い
う
宣
長
の
安
心
論
か
ら
、
神
々
の
働
き
、
自
然
の
働
き
、「
お
の
ず
か
ら
」
の

働
き
、
妙
理
に
よ
る
日
本
人
の
死
生
観
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
働
き
は
い
か
に
し
て
親
鸞
に
お
け
る
阿
弥
陀

如
来
の
他
力
の
働
き
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
両
者
を
同
じ
内
実
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

の
は
、
従
来
の
日
本
人
に
と
っ
て
の
自
然
の
働
き
を
、
他
力
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
と
先
生
は
考
え
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
の
浄
土
思
想
に
は
、「
本
願
誇ぼ
こ

り
」
と
い
う
も
の
が
潜
ん
で
い
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
親
鸞
の
自

力
を
果
た
し
た
上
で
の
他
力
信
仰
を
誤
解
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
指
摘
し
た
と
お
り
、
親
鸞
の
死
生
観
に
は
、
で

き
る
限
り
の
こ
と
を
し
、
も
は
や
自
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
状
況
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
有
限
性
を
自
覚
さ
せ
ら
れ

た
と
こ
ろ
で
弥
陀
の
本
願
に
委
ね
れ
ば
、
救
わ
れ
る
と
い
う
宗
教
的
な
転
換
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
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と
は
、
宣
長
の
「
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
の
わ
ざ
を
し
て
従
え
」
と
い
う
自
然
や
神
々
、
妙
理
に
随
順
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
し
ょ
う
か
。
宣
長
に
は
果
た
し
て
親
鸞
に
お
け
る
他
力
信
仰
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
両
者
の
死
生
観
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
や
立
場
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

【
竹
内
】　

微
妙
な
、
し
か
し
大
事
な
ご
質
問
か
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
に
も
宣
長
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
み
ず
か
ら
」
の

営
み
次
第
で
、
あ
の
世
の
行
き
先
が
変
わ
る
な
ん
て
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
理
解
で
す
。
親
鸞
は
、
こ
ち
ら
が
い
か
に
善
を
積

も
う
と
も
あ
る
い
は
悪
を
犯
そ
う
と
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
救
い
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
言
い
続
け
て
い
ま
す
し
、
宣
長

も
ま
た
、
善
人
も
悪
人
も
死
ん
だ
ら
す
べ
て
「
よ
み
の
国
」
に
行
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
は
、

死
や
生
の
根
本
の
と
こ
ろ
の
働
き
は
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
に
は
測
り
が
た
い

不
可
思
議
な
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
、
他
の
は
た
ら
き
、
他
力
の
は
た

ら
き
な
の
だ
と
い
う
感
受
の
仕
方
で
あ
り
ま
し
て
、
両
者
に
は
、
基
本
的
に
、

そ
う
い
う
「
お
の
ず
か
ら
」
理
解
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
だ
そ

の
こ
と
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、「
み
ず
か
ら
」
は
何
を
し
よ
う
と
も
、
あ
る

い
は
何
を
せ
ず
と
も
、
み
な
「
お
の
ず
か
ら
」
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
考
え
方
と
な
っ
て
し
ま
い
や
す
い
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
そ

れ
は
、
死
ね
ば
み
な
「
成
仏
」
す
る
、「
往
生
」
す
る
と
い
う
言
い
方
に
も

あ
り
ま
す
し
、
言
わ
れ
た
「
本
願
誇
り
」
と
い
う
問
題
に
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
う
し
た
、
い
う
な
れ
ば
「
本
覚
論
」
的
な
発
想
と
い
う
の
は
、
日
本
人

廖欽彬氏
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一
般
の
「
お
の
ず
か
ら
」
理
解
に
つ
き
ま
と
う
、
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
し
て
、
あ
ら
た
め
て
き
ち
ん
と
考
え
る
べ
き
問
題
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
繰
り
返
し
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
が
重
な
り
合
う
思

想
風
土
に
お
い
て
、
な
お
両
者
を
安
易
に
一
つ
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
考
え
方
、
私
の
言
い
方
で
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
と

「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
を
そ
れ
と
し
て
受
け
と
め
る
考
え
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
親
鸞
・
宣
長
の
思
想
で
も
、

あ
る
い
は
、
道
元
や
世
阿
弥
の
思
想
で
も
、
思
想
の
名
に
値
す
る
す
ぐ
れ
た
思
想
や
文
学
の
一
番
大
切
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
あ

わ
い
」
を
「
あ
わ
い
」
と
し
て
受
け
と
め
表
現
し
た
思
想
・
文
学
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。


