
「
あ
な
た
は
何
者
か
？
」

そ
う
問
わ
れ
た
と
き
、あ
な
た
な
ら
ど
う
答
え
る
で
し
ょ
う
か
。

名
前
、職
業
、資
格
、勤
務
先
や
役
職
、家
族
構
成
、趣
味…

自
分
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で

し
ょ
う
。け
れ
ど
、そ
れ
ら
の
要
素
は
ど
れ
も
、あ
な
た
の
あ
る

一
面
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。あ
な
た
自
身
は
一
体
、

何
者
か
分
か
り
ま
す
か
。

こ
の
問
い
に
、禅
の
宗
祖
で
あ
る
達
磨
大
師
は「  

ふ   

し
き 

不
識
」と
答
え

ま
し
た
。

か
つ
て
達
磨
大
師
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
の

り
ょ
う梁
に
渡
っ
た
と
き
、

国
を
治
め
て
い
た
武
帝
か
ら
宮
廷
に
招
か
れ
ま
し
た
。仏
教
に

帰
依
し
て
い
た
武
帝
は
、高
名
な
達
磨
大
師
と
問
答
が
で
き
る

と
喜
び
勇
ん
で
質
問
を
投
げ
か
け
ま
す
。

「
朕
、寺
を
立
て
僧
を
度
す
。何
の
功
徳
か
有
る（
私
は
仏
教
に

貢
献
し
て
き
た
。ど
れ
だ
け  

り    

や
く 

利
益
が
得
ら
れ
る
か
）」

「
無
功
徳（
利
益
な
ど
な
い
）」

「
如
何
な
る
か
是
れ
聖
諦
第
一
義（
仏
法
の
真
理
は
何
か
）」

「
廓
然
無
聖（
一
点
の
雲
も
な
い
空
の
よ
う
に
、晴
れ
や
か
で

真
理
も
迷
い
も
な
い
空
っ
ぽ
の
状
態
だ
）」

「
朕
に
対
す
る
者
は
誰
ぞ（
私
の
前
に
居
る
あ
な
た
は
誰
だ
）」

「
不
識（
知
ら
な
い
）」

達
磨
大
師
は
禅
の
精
神
を
真
摯
に
伝
え
て
い
る
の
で
す
が
、

武
帝
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

考
え
て
み
れ
ば
、自
分
が
何
者
で
あ
る
か
な
ど
、分
か
ら
な

く
て
当
然
で
す
。私
た
ち
は
よ
く「
自
分
は
短
気
な
人
間
だ
」

な
ど
と
自
分
を
評
し
ま
す
が
、そ
れ
は
往
々
に
し
て
自
分
の
勝

手
な
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
す
。自
分
の
思
う
自
分
と
、

他
人
か
ら
見
た
あ
な
た
の
印
象
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い

で
し
ょ
う
。あ
な
た
が
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、主
観
的

な
意
識
の
中
の
自
分
、言
い
か
え
る
と
脳
内
で
の
自
分
で
あ
り
、

実
在
と
し
て
の
自
分
、「
ほ
ん
と
う
の
自
分
」な
ど
、ど
こ
に
も

な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

達
磨
大
師
は
、そ
う
し
た
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
人
は
、実
体
が
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
自
分

自
身
に
対
し
て
も「
こ
う
い
う
人
間
だ
」と
い
う
思
い
込
み
に

縛
ら
れ
が
ち
で
す
。そ
し
て
そ
の
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
物
事
の

妨
げ
に
な
り
ま
す
。例
え
ば
人
と
人
と
の
意
思
疎
通
、相
互
理
解

も
そ
う
で
し
ょ
う
。

「
自
分
は
古
い
人
間
だ
か
ら
、若
い
人
の
考
え
は
理
解
で
き

な
い
」

「
自
分
は
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
か
ら
、外
国
人
の
価
値
観

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」

そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
、海
外
に
進
出
す
る
企
業
や
海
外
企

業
を
買
収
す
る
企
業
が
増
え
て
い
ま
す
。現
地
採
用
の
従
業
員

や
買
収
し
た
企
業
の
従
業
員
に
自
社
の
経
営
方
針
を
理
解
し
て

も
ら
い
、経
営
理
念
を
浸
透
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の

か
悩
ん
で
い
る
と
い
う
話
も
耳
に
し
ま
す
。文
化
や
習
慣
の
異

な
る
国
の
人
た
ち
と
、互
い
に
理
解
し
合
う
こ
と
は
簡
単
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。「
自
分
は
日
本
人
だ
か
ら
」な
ど
と
言
っ
て
い

た
の
で
は
、な
お
さ
ら
で
す
。

人
は
と
か
く
相
手
を
理
解
す
る
前
に
自
分
を
理
解
さ
せ
よ
う
、

自
分
を
変
え
る
前
に
相
手
を
変
え
よ
う
と
し
が
ち
で
す
。で
も
、

こ
ち
ら
が
自
分
を
ぶ
つ
け
れ
ば
、相
手
も
自
分
を
ぶ
つ
け
て
き

ま
す
。そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
分
か
り
合
う
こ
と
な
ど

で
き
ま
せ
ん
。

さ
き
ほ
ど
の
話
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
自
分
」な
ど
と
い

う
も
の
は
、あ
る
か
な
い
か
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
も
の
。そ
の

よ
う
な
も
の
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。

だ
か
ら
一
度
、自
分
を
捨
て
て
み
る
こ
と
で
す
。そ
し
て
空
に

な
っ
た
と
こ
ろ
へ
、相
手
を
受
け
入
れ
て
み
る
。受
け
入
れ
る
と

い
う
の
は
、す
べ
て
を
許
容
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。働
き

方
や
仕
事
の
進
め
方
の
よ
う
な
譲
れ
る
部
分
と
、企
業
理
念
や

経
営
方
針
の
よ
う
な
譲
れ
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
当
然
で
す

か
ら
、理
解
し
合
う
た
め
に
は
そ
れ
ら
を
す
り
合
わ
せ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
れ
も
ま
ず
は
相
手
を
受
け
入
れ
て
み
な
い
こ
と
に
は
始
ま

り
ま
せ
ん
。

自
分
な
ど
何
者
で
も
な
い
と
識
る
。

自
分
を
理
解
す
る
こ
と
も
、相
手
を
理
解
す
る
こ
と
も
、そ
こ

か
ら
始
ま
り
ま
す
。

不
識

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

︽
禅
の
こ
こ
ろ
︾

全
生
庵
七
世 

平
井
正
修
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