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「
正
し
さ
」
の
あ
り
か 

 

昨
年
の
過
熱
し
た
選
挙
関
連
の
報
道
に
際
し
て
、

脳
科
学
者
の
中
野
信
子
さ
ん
が
し
た
コ
メ
ン
ト
が
衝

撃
的
で
し
た
。 

 
 「

人
間
の
脳
に
は
『
真
偽
』
を
判
断
す
る
領
域
は
な
い
」 

  

ウ
ソ
か
ホ
ン
ト
か
、
見
分
け
ら
れ
る
能
力
が
な
い

の
だ
、
と
。
で
は
、
私
た
ち
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
判

断
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
一
つ
は
そ
の
人
の
容

姿
や
声
の
出
し
方
、
表
情
。
ま
た
は
、
自
分
と
の
利
害

関
係
（
自
分
に
と
っ
て
損
か
得
か
）
。
両
者
と
も
、 

 

真
偽
と
は
全
く
無
関
係
の
情
報
が
判
断
の
基
準
に
な

っ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

容
姿
で
い
え
ば
、
中
野
先
生
い
わ
く
「
子
ど
も
を
集

め
て
き
て
、
き
れ
い
な
お
姉
さ
ん
が
言
っ
て
る
こ
と

と
、
そ
う
で
な
い
お
姉
さ
ん
が
言
っ
て
る
こ
と
『
ど
っ

ち
が
正
し
い
？
』
っ
て
聞
く
と
、
美
し
い
お
姉
さ
ん
を

選
ん
だ
り
す
る
ん
で
す
」
と
。 

 

利
害
で
い
え
ば
「『
友
引
』
の
日
に
葬
儀
を
避
け
る
」

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
知
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
室
町
時
代
に
伝
来
し
た
中
国
の
占
い
で
、

「
友
引
と
は
、
物
事
に
勝
負
が
つ
か
な
い
日
」
と
明
記

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
友
を
死
の
世
界
へ

引
っ
張
る
日
」
と
い
う
語
呂
遊
び
が
「
社
会
の
常
識
」

と
な
り
、
こ
れ
を
避
け
ま
す
。「
常
識
＝
正
し
い
」
と

は
限
ら
な
い
好
例
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
正
し
い
」
と
さ
れ
る
判
断
が
拡
大
、

膨
張
し
て
い
く
と
、
親
子
げ
ん
か
、
夫
婦
げ
ん
か
、 

町
内
不
和
、…

戦
争
、
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
互
い
の
「
正
し
さ
」
の
衝
突
。
こ
う
な
っ

て
し
ま
う
と
、
も
は
や
「
正
し
い
か
ど
う
か
」
は
ど
う

で
も
よ
く
、
自
分
に
と
っ
て
得
か
損
か
だ
け
し
か 

残
っ
て
ゆ
き
ま
せ
ん
。 

 

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
「
常
識
と
は
、
18

歳
ま
で

に
集
め
た
偏
見
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
」
と
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
残
念
な
が
ら
、
人
間
に
は 

真
偽
を
判
断
す
る
能
力
は
な
い
よ
う
で
す
。 

  

見
方
を
変
え
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
、
人
間
の
世
界

に
正
し
い
こ
と
と
、
正
し
く
な
い
こ
と
と
い
う
の
は
、

無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
も
の
は
元
々
無
い

か
ら
、
判
断
す
る
能
力
は
不
要
で
あ
り
、
我
々
の
脳
に

は
備
わ
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
中
野
先
生
の
見

解
で
す
。 

さ
て
仏
教
で
は
「
平
等
」
を
説
き
ま
す
。
容
姿
、
損

得
に
は
優
劣
や
善
悪
は
な
い
の
だ
、
と
言
い
ま
す
。 

も
し
、
生
活
の
中
で
、
む
ず
か
し
い
人
間
関
係
に 

出
会
っ
た
な
ら
ば
、「
ナ
ン
マ
ン
ダ
ブ
ツ
」
と
称
え
な

が
ら
、
こ
の
話
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。 

  

も
し
か
し
た
ら
、
大
事
な
の
は
、
正
し
い
か
ど
う
か

で
は
な
く
、「
楽
し
い
か
ど
う
か
」
で
は
な
い
か
と…

い
や
き
っ
と
、
そ
う
で
す
ね
！ 

 
 

（
住
職
） 

そ
も
そ
も
【
お
経
を
読
む
】
と
は 

「
お
経
は
亡
く
な
っ
た
人
へ
の
ご
ち
そ
う
」
で
あ
る
と
か
、 

「
故
人
の
供
養
と
し
て
の
お
経
」
と
聞
け
ば
、
し
っ
く
り
く

る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
逆
に
、
子
や
孫
が
誕
生
し
た
時
、 

仏
間
に
駆
け
込
ん
で
お
経
を
あ
げ
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る

で
し
ょ
う
か
。 

で
も
お
経
の
内
容
は
「
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」

「
そ
し
て
必
ず
死
に
ま
す
」「
財
産
が
あ
れ
ば
幸
せ
と
思
う

人
へ
。
あ
っ
た
ら
あ
っ
た
で
憂
う
も
の
で
す
よ
」
み
た
い
な

も
の
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら
、
聖
徳
太
子
は
仏
教
を
国
づ
く

り
の
柱
に
し
た
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
宗
派
に
お
い
て
太
子

は
「
和
国
の
教
主
（
日
本
の
お
釈
迦
様
）」
と
言
わ
れ
る
の

は
そ
の
ゆ
え
ん
で
す
。 

屁
理
屈
を
加
え
る
な
ら
「
『
故
人
の
供
養
』
を
せ
ず
に

い
ら
れ
な
い
私
の
心
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
も
の
」
で
し

ょ
う
。 

            

春
の
永
代
経
・
彼
岸
法
要 

日
時
：
三
月
二
十
日
（
木
）
十
四
時
～
十
六
時 

講
師
：
川
田
信
五 

師 

 
 

 

（
東
か
が
わ
市 

大
信
寺
住
職
） 

・
み
や
す
い
お
話
で
大
好
評
で
す 

住
職
ゆ
か
り
の
「
五
平
餅
」
を
振
る
ま
い
ま
す
。 

お
気
軽
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

 

『
お
と
な
の
寺
子
屋
』
ス
タ
ー
ト 

仏
教
の
基
礎
中
の
基
礎
を
学
ぶ
会
「
法
味
会 

（
ほ
う
み
か
い
）
」
を
始
め
ま
す
。 

「
今
さ
ら
こ
ん
な
コ
ト
聞
け
な
い
」
と
臆
す
る 

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。 

一
番
大
事
な
と
こ
ろ
を
、
一
番
シ
ン
プ
ル
に 

 

お
伝
え
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
！ 

 

参
加
ご
希
望
は
お
寺
ま
で 

・
毎
月
第
２
日
曜
午
後
１
時
半
～
３
時
半 

・
は
じ
め
に
『
正
信
偈
』
を
し
ま
す 

・
会
費
無
料 

・
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
気
楽
に
行
き
ま
す
。 

・
少
人
数
で
進
め
ま
す
。 
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ちょっと  あたまの  こりほぐし  

たかし君は、満開の桜の木の下で、 

さとみさんに告白をしましたが、フラれました。 

諦めきれずに、今度は杉の木の下で…。 

すると、返事はオッケーでした！ 

どうしてでしょうか？ 

お
て
ら
よ
り 
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「如
是
我
聞

に

ょ
ぜ

が

も

ん

」の
意
味 

―

中
国
人
学
生
か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と―

 

矢
幡 

和
男  

『
如
是
我
聞
（
か
く
の
ご
と
く
わ
れ
き
け
り
）
』
は

『
阿
弥
陀
経
』
の
最
初
の
一
句
で
す
。
「
私
は
こ
の
様

に
お
釈
迦
様
の
説
法
を
聞
き
ま
し
た
」
と
い
う
意
味

で
す
。 

 

『
阿
弥
陀
経
』
の
梵
文
経
典
の
題
名
は
「
ス
カ
ヴ
ァ

テ
イ
ー
・
ヴ
ュ
ー
ハ
」
で
、
日
本
語
訳
す
れ
ば
「
ス
カ
ヴ
ァ

テ
イ
ー
」
は
「
幸
あ
る
と
こ
ろ
・
幸
福
の
国
・
浄
福
の 

世
界
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
中
国
で
「
極
楽
」 

「
安
楽

あ
ん
ら
く

国 こ
く

」
と
訳
し
た
の
で
す
。
「
ヴ
ュ
ー
ハ
」
は
「
素
晴

ら
し
く
見
事
な
景
観

け
い
か
ん

」
と
い
う
意
味
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
経
典
の
題
名
を
『
阿
弥
陀
経
』
と
訳
し
た
の
は
、

『
無
量
寿
経
』
も
同
じ
題
名
だ
っ
た
か
ら
で
す
。  

二
つ
と
も
同
じ
題
名
の
お
経
だ
っ
た
の
で
、
片
方
を

『
阿
弥
陀
経
」
、
も
う
片
方
を
『
無
量
寿
経
』
と
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
お
経
を
一
人
ひ
と
り
の
心
の 

目
覚
め
を
促
す
た
め
に
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

『
阿
弥
陀
経
』
の
終
り
に
は
、
「
わ
れ
一
切
の
世
間
の

た
め
に
こ
の
難
信

な
ん
し
ん

の
法 ほ

う

を
説 と

け
り
」
と
あ
り
、
ま
た
、

「
も
ろ
も
ろ
の
善
男
子
、
善
女
人
に
し
て
、
も
し 

（
こ
の
経
を
）
信
ず
る
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
ま
さ
に

発
願

ほ
つ
が
ん

し
て
彼 か

の
国
土
に
生

し
ょ
う

ず
べ
し
」
と
説
い
て
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
お
経
は
一
切
世
間
の
す
べ
て
の

人
々
に
説
か
れ
た
お
経
で
あ
り
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
の
往
生
の
道
を
説
き
明
か
さ
れ
た
経
典
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の 

 

お
経
を
い
く
ら
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
て
も
、
そ
こ

に
何
が
説
か
れ
て
い
る
か
、
そ
の
意
味
が
わ
か
ら 
 

な
け
れ
ば
何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
こ
と
は
、  

ほ
か
な
ら
ぬ
わ
た
し
自
身
の
た
め
に
説
か
れ
た
お
経

な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
お
経
で
も
皆
そ
う 

 
で
す
が
、
そ
こ
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
わ
た
し 

自
身
が
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
る
の
か
、
と
い
う 

 

問
題
が
大
切
な
の
で
す
。 

    

も
う
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、 

中
国
か
ら
近
畿
大
学
の
経
済
学
部
へ
留
学
し
て
い
る

若
い
方
と
話
す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
方
（
仏

教
を
知
ら
な
い
方
）
と
中
国
と
日
本
の
違
い 

な
ど
を

話
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
た
ま
た
ま
宗
教
の
話
に

な
り
ま
し
た
。
中
国
は
漢
字
の
国
で
す
の
で
、
話
す

よ
り
書
い
た
方
が
分
か
り
や
す
い
と
い
う
事
で
、  

隣
に
い
た
住
職
さ
ん
が
こ
の
『
阿
弥
陀
経
』
の
経
文
を

紙
に
書
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
中
国
人
の
方
は

「
よ
く
分
か
る
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の

「
如
是
我
聞
」
と
い
う
言
葉
は
「
わ
た
し
の
心
の
中
に

新
し
い
世
界
が
生
ま
れ
て
来
ま
し
た
、
と
い
う
意
味

で
す
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
。
「
こ
の
よ
う
に 

 
 

お
釈
迦
様
の
説
法
を
聞
き
ま
し
た
」
と
訳
さ
れ
る 

も
の
だ
、
と
そ
こ
に
い
た
全
員
が
思
っ
て
い
た
も
の 

 

で
す
し
、
そ
ん
な
訳
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
った
の

で
み
ん
な
び
っ
く
り
し
た
の
で
し
た
。
わ
た
し
は 

 

「
な
ぜ
そ
う
い
う
訳
に
な
る
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、

そ
の
方
は
「
も
う
中
国
で
は
漢
字
の
意
味
の
分
か
る

方
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
『
聞
』
は
心
に
き
こ
え

て
き
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
字
な
の
で
、
聞
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
心
が
新
し
く
新
鮮
に
開
か
れ
て
き
た
と 

 
 

訳
す
の
で
す
。
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
お
経
の
始
め

に
、
常
に
こ
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
昔
の
イ
ン

ド
語
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
）
か
ら
中
国
語
に
訳
す
と

き
に
、
『
聞
』
と
い
う
字
を
使
っ
て
こ
の
こ
と
を
表
現 

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら 

 

直
訳
し
た
方
は
『
私
の
心
の
闇
が
、
光
に
よ
っ
て
解
き

放
さ
れ
た
』
と
訳
し
ま
す
、
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
現
在
も
他
の
中
国
人
の
方
に
こ
の
話
を

す
る
と
同
様
の
こ
と
を
言
わ
れ
、
『
聴
』
は
耳
に
入
って

き
た
だ
け
の
意
味
だ
と
教
え
て
く
れ
ま
す) 

    

『
聞
』
と
い
う
字
を
使
っ
て
表
し
た
か
っ
た
こ
と
は

「
仏
様
の
光
に
よ
っ
て
、
私
の
心
の
闇
が
明
る
く
解
き

放
さ
れ
る
こ
と
」
な
の
で
す
。
昔
聞
い
た
言
葉
で 

 

「
聴
聞
の
聴
は
耳
で
き
く
。
聞
は
心
で
き
く
。
」
と 

 

い
う
こ
と
で
す
。
お
経
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

に
よ
って
心
が
開
か
れ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。 

『
観
無
量
寿
経
』
の
「
心
眼

し
ん
が
ん

障 さ
わ

り
な
く
し
て
、
は
る

か
に
世 せ

尊 そ
ん

を
見
た
て
ま
つ
り
て
」
と
は
同
様
に
「
心
の

闇
が
開
か
れ
て
仏
様
に
出
会
え
た
」
と
い
う
意
味
な

の
で
し
ょ
う
。
よ
って
毎
日
の
読
経
で
『
私
の
心
の
闇
が
、

仏
様
の
光
に
よ
って
解
き
放
さ
れ
ま
し
た
』
と
言
え
る

よ
う
に
心
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
し
た
。 

文
化
革
命
に
よ
って
、
中
国
本
土
で
は
現
在
漢
字

の
意
味
が
不
明
に
な
って
き
て
い
ま
す
が
、
台
湾
で
は

漢
字
の
意
味
を
守
り
続
け
る
教
育
が
今
も
続
い
て
い

ま
す
。 

 

（
初
出
『
朋
友
』東
本
願
寺
大
阪
別
院
） 

（
傍
線
、
太
線
は
住
職
付
す
） 

 


