
  

 
 

死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
宗
教

　
に
入
る
か

　　
『
彼
岸
過
迄
』
『
行
人
』
『
こ
こ
ろ
』
は
漱
石
の
後
期

三
部
作
で
、
そ
れ
ぞ
れ
市
藏
、
一
郎
、
先
生
と
い
う
真
面

目
に
、
つ
き
つ
め
て
も
の
を
考
え
る
タ
イ
プ
の
人
物
が
主

人
公
に
な
っ
て
い
る
。
三
人
と
も
頭
が
お
か
し
い
。

　
な
か
で
も
特
に
お
か
し
い
の
が
『
行
人
』
の
一
郎
。
大

学
の
先
生
で
、
高
潔
な
人
格
者
だ
が
、
妻
の
お
直
へ
の
異

常
な
嫉
妬
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。

　
同
居
し
て
い
る
弟
の
二
郎
に
お
直
が
心
を
寄
せ
て
い
る

と
疑
っ
て
い
る
が
、
確
証
が
な
い
。
そ
こ
で
「
実
は
直
の

節
操
を
お
前
に
試
し
て
貰
い
た
い
の
だ
」
と
一
郎
は
二
郎

に
依
頼
す
る
。
「
試
す
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
試
さ
れ
る
ん

で
す
」
と
二
郎
が
聞
く
と
、
「
御
前
と
直
が
二
人
で
和
歌

山
へ
行
っ
て
一
晩
泊
ま
っ
て
く
れ
れ
ば
好
い
ん
だ
」
。

　
ま
っ
た
く
常
識
は
ず
れ
の
提
案
だ
。
頭
が
狂
っ
て
い
る

と
し
か
思
え
な
い
。
そ
の
点
は
本
人
も
わ
か
っ
て
い
て
、

「
死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入

る
か
。
ぼ
く
の
前
途
に
は
こ
の
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」

と
い
う
自
覚
が
あ
る
。
こ
ん
な
小
説
を
読
む
と
、
こ
ち
ら

ま
で
頭
が
お
か
し
く
な
っ
て
き
そ
う
だ
。
口
直
し
に
小
津

安
二
郎
監
督
の
映
画
『
お
茶
漬
の
味
』
を
観
た
。

　
主
人
公
の
佐
竹
茂
吉
（
佐
分
利
信
）
は
信
州
の
田
舎
出

身
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
持
つ
都
会
の

妻
（
木
暮
実
千
代
）
か
ら
は
「
鈍
感
さ
ん
」
と
い
っ
て
バ

カ
に
さ
れ
て
い
る
。

　
妻
は
友
人
の
高
子
（
上
原
葉
子
）
が
病
気
に
な
っ
た
と
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　ウ
ソ
を
言
い
、
や
は
り
友
人
の
ア
ヤ
（
淡
島
千
景
）
と
姪

（
津
島
恵
子
）
の
四
人
で
修
善
寺
へ
遊
び
に
行
く
。
温
泉

宿
の
池
に
動
き
の
鈍
い
鯉
が
い
る
の
を
見
て
、
「
鈍
感
さ

ん
」
と
呼
び
、
餌
を
投
げ
る
。
と
ん
で
も
な
い
悪
妻
だ
。

　
修
善
寺
と
い
え
ば
、
漱
石
が
大
病
し
て
三
十
分
間
人
事

不
省
に
陥
っ
た
温
泉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
小
津
安
二
郎
は

漱
石
の
大
患
を
意
識
し
て
映
画
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
修
善

寺
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
鈍
感
さ
ん
と
侮
ら
れ
た
夫
は
実
は

妻
の
ウ
ソ
を
見
ぬ
い
て
い
た
。
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
、

妻
の
行
動
を
許
す
度
量
の
広
い
男
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
会

社
で
は
部
長
の
要
職
に
あ
り
、
急
に
南
米
ウ
ル
グ
ァ
イ
の

モ
ン
テ
ビ
デ
オ
へ
出
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
当
時
の
海
外
出
張
は
空
港
で
盛
大
な
見
送
り
を
す
る
習

慣
が
あ
っ
た
が
、
肝
心
の
妻
は
神
戸
ま
で
遊
び
に
行
っ
て

い
て
、
見
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
飛
行
機

が
故
障
し
て
途
中
か
ら
引
き
返
し
、
出
発
が
翌
朝
に
延
び

た
た
め
に
、
そ
の
夜
遅
く
、
夫
が
自
宅
へ
帰
っ
て
き
た
。

　
二
人
は
台
所
で
し
み
じ
み
と
語
り
合
い
な
が
ら
お
茶
漬

け
を
食
べ
る
。
妻
は
は
じ
め
て
夫
婦
と
い
う
も
の
の
味
を

か
み
し
め
た
と
い
う
結
末
で
あ
る
。

　
『
行
人
』
の
一
郎
は
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
そ
れ

で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
。
ぼ
く
の
前
途
に
は
こ
の
三

つ
の
も
の
し
か
な
い
」
と
思
い
込
む
が
、
も
う
一
つ
の
選

択
肢
「
鈍
感
」
が
あ
る
こ
と
に
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

　　
此
の
道
も
行
く
人
が
い
て
神
の
留
守
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