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序
論 人

は
︑
誰
も
が
﹁
喪
失
﹂
を
経
験
す
る
︒
そ
の
喪
失
と
は
︑
大
事
な
物
を
ど
こ
か
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
き
や
慣
れ
親
し
ん
だ

故
郷
を
離
れ
る
と
き
︑
家
族
や
友
人
を
亡
く
し
た
と
き
な
ど
︑
日
々
の
生
活
の
中
で
生
じ
る
小
さ
な
喪
失
か
ら
︑
心
に
ぽ
っ
か
り
穴

が
あ
い
た
よ
う
な
感
覚
に
見
舞
わ
れ
茫
然
自
失
と
な
っ
た
り
︑
生
き
る
意
味
を
見
失
っ
た
り
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
喪
失
が
あ
る
︒
そ

の
大
き
な
喪
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
心
の
状
態
が
﹁
悲
嘆
﹂
で
あ
る
︒
坂
口
幸
弘
氏
が
﹃
死
別
の
悲
し
み
に
向
き
合
う
﹄
に
お
い
て
︑ 

厚
生
労
働
省
の
︿
平
成
二
十
三
年
人
口
動
態
統
計
﹀
に
よ
る
と
︑
日
本
人
の
年
間
死
亡
者
数
は
百
二
十
五
万
三
千
六
十
六
人
で

あ
っ
た
︒
一
人
の
死
亡
者
に
つ
き
︑
か
り
に
親
し
い
人
が
平
均
し
て
五
人
い
た
と
す
れ
ば
︑
延
べ
約
六
百
万
人
以
上
も
の
人
が

一
年
の
う
ち
に
死
別
を
経
験
す
る
計
算
に
な
る
︒
１ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
今
も
ど
こ
か
で
悲
嘆
が
生
ま
れ
︑
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
て
い
く
人
が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の

よ
う
な
人
々
の
心
を
ケ
ア
す
る
活
動
が
︑﹁
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
﹂
で
あ
る
︒
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
︑ 

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
領
域
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
喪
失
﹂
を
体
験
し
︑
グ
リ
ー
フ
を
抱
え
た
方
々

に
︑
心
を
寄
せ
て
︑
寄
り
添
い
︑
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
︑
そ
の
方
々
が
立
ち
直
り
︑
自
立
し
︑
成
長
し
︑
そ
し
て
希
望

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
で
す
︒
２ 

と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
言
葉
で
は
簡
単
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
︑
言
葉
通
り
に
実
行
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
︒
た
と
え
同
様
の
悲
嘆
の
経
験
を
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
悲
嘆
の
大
き
さ
や
捉
え
方
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

も
の
で
あ
る
た
め
︑
﹁
頑
張
ろ
う
﹂
﹁
分
か
る
よ
﹂
と
い
っ
た
安
易
な
励
ま
し
や
共
感
の
言
葉
は
︑
か
え
っ
て
悲
嘆
者
に
自
責
の
念
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を
抱
か
せ
た
り
︑
悲
嘆
者
の
心
を
傷
つ
け
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
ケ
ア
提
供
者
は
︑
悲
嘆
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
寄
り
添
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒ 

本
論
文
で
は
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
歴
史
︑
日
本
に
お
け
る
ケ
ア
の
活
動
事
例
︑
親
鸞
聖
人(

一
一
七
三―

一
二
六
三
︑
以
後
敬
称
略)

の
思
想
を
も
と
に
︑
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
へ
の
ケ
ア
の
在
り
方
や
人
に
寄
り
添
う
と
い
う
こ
と
の
真
意
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

く
︒ 

   

本
論 第

一
章 

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
概
要 

第
一
節 

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
歴
史
と
学
問
的
展
開 

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
︑
今
か
ら
六
十
年
以
上
前
の
一
九
五
九
年
︑
イ
ギ
リ
ス
のC

ruse B
ereavem

ent Support

と
い
う
支
援
団
体

が
始
め
たC

ruse C
lubs C

ounselling Service for W
idow

s and their F
am

ilies

が
起
源
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
創
始

者
で
あ
る
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ト
リ―

(

一
九
一
二―

一
九
九
九)

が
︑
市
民
相
談
サ
ー
ビ
ス
で
働
く
中
で
︑
未
亡
人
の
苦
し
み
や
経
済

的
な
危
機
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
そ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑
死
別
に
よ
る
悲
し
み
を
抱
え
た
人
々
を
支
援
す
る
た
め
の
支
援

団
体
を
設
立
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑C

ruse B
ereavem

ent Support
の
活
動
は
現
在
も
続
い
て
お
り
︑
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
グ
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リ
ー
フ
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト
団
体
と
し
て
悲
し
み
を
抱
え
る
人
々
へ
の
支
援
は
も
ち
ろ
ん
︑
二
〇
〇
一
年
に
起
き
た
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発

テ
ロ
や
二
〇
〇
五
年
の
ロ
ン
ド
ン
の
爆
破
テ
ロ
で
傷
つ
い
た
人
々
へ
の
ケ
ア
︑
そ
し
て
現
在
流
行
し
て
い
る
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ

っ
て
大
切
な
人
を
失
っ
た
人
々
へ
の
ケ
ア
も
行
っ
て
い
る
︒
３ 

こ
の
よ
う
に
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
で
の
発
展
を
き
っ
か
け
に
世
界
中
へ
と
広
が
っ
て
い
く
が
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
医
療

や
心
理
学
に
お
い
て
学
問
へ
と
展
開
さ
せ
た
の
は
︑
精
神
分
析
の
創
始
者
で
あ
る
ギ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト(

一
八
五
六―

一
九
三

九)

で
あ
る
︒
４
彼
は
四
十
歳
で
父
親
を
亡
く
し
︑
そ
の
後
の
心
理
的
過
程
に
お
い
て
︑
父
が
死
ん
だ
の
は
自
分
の
せ
い
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
自
責
の
念
や
無
意
識
の
中
で
父
に
向
け
て
い
た
反
抗
心
に
気
づ
き
︑
罪
悪
感
に
囚
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
自
責
の
念
や

罪
悪
感
が
自
分
本
位
の
考
え
方
を
通
し
て
父
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
気
づ
き
に
繋
が
り
︑
こ
の
よ
う
な
感
情
に
折
り
合
い
を
つ

け
る
こ
と
が
悲
嘆
を
受
け
入
れ
る
過
程
に
お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
︒
５
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
大
切

で
あ
る
の
が
﹁
自
己
を
責
め
る
よ
り
も
つ
ぐ
な
い
の
対
象
と
し
て
他
者
を
捉
え
返
し
て
い
く
﹂
６
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
死
別
し

た
家
族
は
い
つ
も
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
自
責
の
念
や
罪
悪
感
が
徐
々
に
薄
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
自
身
の
経
験
も
踏
ま
え
て
︑
フ
ロ
イ
ト
は
︑
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
人
は
︑
そ
の
人
に
向
け
ら
れ
た
自
分
の
心
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
捉
え
返
し
な
が
ら
︑
そ
の
喪
失
を
受
け
入
れ
て
い
く
７
過
程
を
﹁
喪
の
仕
事
︵
悲
し
み
は
心
の
仕
事
︶﹂
と
呼
び
︑
人
が
大

切
な
人
を
失
っ
た
と
き
︑
そ
の
人
の
心
の
中
に
は
大
切
な
人
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
現
実
に
は
い
な
い
と
い
う
喪
失
や
喪
失
後
に
生

ま
れ
る
感
情
の
葛
藤
を
受
け
入
れ
て
い
く
と
い
う
心
の
中
に
お
け
る
作
業
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
︒
８
こ
の
心
理
的
過
程
は
︑
そ
れ
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以
降
の
発
達
心
理
の
研
究
や
精
神
医
学
の
研
究
に
影
響
を
与
え
︑
精
神
分
析
者
の
ボ
ウ
ル
ヴ
ィ
︵
一
九
〇
七―

一
九
九
〇
︶
や
精
神

科
医
の
キ
ュ
ー
ブ
ラ―

︵
一
九
二
六―

二
〇
〇
四
︶
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
フ
ロ
イ
ト
の
﹁
喪
の
仕
事
﹂
に
対
し
て
︑
そ
の
仕
事
を
果
た
す
た
め
に
悲
嘆
者
が
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題
を
あ
げ
た
の
が
︑

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
︵
一
九
三
二―

︶
で
あ
る
︒
彼
は
︑﹁
喪
失
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
﹂︑﹁
悲
嘆
の
痛
み
を
消
化
し
て

い
く
こ
と
﹂︑﹁
故
人
の
い
な
い
世
界
に
適
応
す
る
こ
と
﹂︑﹁
故
人
を
思
い
出
す
方
法
を
見
出
し
︑
残
り
の
人
生
の
旅
路
に
踏
み
出
す

こ
と
﹂
９
の
４
つ
を
あ
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
四
つ
の
課
題
を
踏
ま
え
て
︑
現
代
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
基
盤
と

な
る
考
え
を
見
出
し
た
の
が
︑
ト
ー
マ
ス
・
ア
テ
ィ
ッ
グ
・
ロ
バ
ー
ト
・
ニ―

メ
ヤ
ー
︵
一
九
四
五―

︶
や
デ
ニ
ス
・
ク
ラ
ス
︵
一

九
四
〇―

︶
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
悲
嘆
者
が
抱
え
る
悲
嘆
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
悲
嘆
者
一
人
ひ
と
り
の
内
的
世

界
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
︒
１
０
島
薗
進
氏
が
﹃
と
も
に
悲
嘆
を
生
き
る
﹄
に
お
い
て
︑ 

自
分
が
何
者
か
︑
何
を
生
き
が
い
と
し
て
生
き
て
き
た
か
︑
生
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
自
伝
的
な
自
己
理

解
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
︒
重
大
な
喪
失
に
よ
っ
て
そ
の
物
語
が
成
り
立
た
な
く
な
る
︒
そ
こ
で
︑
遺
さ
れ
た
者
は
自
己
の
物

語
の
再
構
築
と
い
う
大
き
な
課
題
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
︒
１
１ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
大
切
な
人
の
死
に
よ
っ
て
︑
生
き
が
い
や
生
き
て
い
る
意
味
を
見
失
う
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

遺
さ
れ
た
人
は
大
切
な
人
を
失
っ
た
世
界
に
お
い
て
︑
生
き
が
い
や
生
き
て
い
る
意
味
を
見
つ
け
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
悲
嘆
者
が
生
き
が
い
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
癒
し
て
あ
げ
る
存
在
や
悲
嘆
者

た
ち
が
悲
し
み
を
共
有
す
る
場
所
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒ 
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第
二
節 

ケ
ア
提
供
者
が
行
う
悲
嘆
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

悲
嘆
者
の
心
理
的
過
程
や
そ
の
過
程
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
︑
大
切
な
人
の
死
を
受
け
入
れ
て
い
く
た
め
の
助

け
や
生
き
が
い
を
見
つ
け
る
た
め
の
支
援
が
﹁
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
﹂
で
あ
る
︒
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
︑
他
に
も
﹁
遺
族
ケ
ア
﹂
や
﹁
ビ
リ

ー
ブ
メ
ン
ト
ケ
ア
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
分
け
や
明
確
な
定
義
は
な
い
た
め
︑
こ
こ
か
ら
は
﹁
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
﹂
を
﹁
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
を
支
え
る
ケ
ア
﹂
と
定
義
し
て
︑
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒ 

さ
て
︑﹁
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
を
支
え
る
ケ
ア
﹂
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
悲
し
む
人
に
寄
り
添
う
こ
と
︑

励
ま
す
こ
と
︑
そ
ば
に
い
る
こ
と
な
ど
︑
様
々
な
意
見
が
あ
る
と
思
う
が
︑
ど
の
接
し
方
も
一
歩
間
違
え
る
と
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み

を
よ
り
深
め
る
要
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
︑
私
自
身
︑
小
学
五
年
生
の
時
に
母
を
亡
く
し
︑
グ
リ
ー

フ
ケ
ア
を
受
け
る
中
で
︑
ケ
ア
提
供
者
の
言
葉
に
傷
つ
い
た
経
験
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
母
の
葬
儀
が
終
わ
り
︑
家
族
と

離
れ
た
と
こ
ろ
で
一
人
︑
母
の
写
真
を
抱
き
か
か
え
な
が
ら
泣
い
て
い
る
と
︑
葬
儀
を
執
り
行
っ
た
僧
侶
か
ら
﹁
そ
ん
な
に
泣
い
て

い
た
ら
︑
お
母
さ
ん
も
心
配
す
る
よ
﹂
と
声
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
言
葉
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
り
︑
そ

の
言
葉
に
よ
っ
て
︑
泣
く
こ
と
が
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
︑
泣
く
こ
と
を
我
慢
し
︑
苦
し
い
気
持
ち
の
ま
ま
過
ご
し
た
こ

と
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
十
三
年
経
っ
た
今
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
つ
い
て
調
べ
る
中
で
︑
死
別
に
よ
る
悲
し
み

は
当
然
の
反
応
で
あ
る
か
ら
﹁
泣
い
て
い
い
の
で
あ
る
﹂
と
学
び
︑
抱
え
て
い
た
苦
し
み
か
ら
少
し
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
る
︒ 

 

今
思
う
と
︑
当
時
の
僧
侶
は
泣
い
て
い
る
私
を
気
遣
い
︑
励
ま
す
た
め
に
そ
の
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
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そ
の
言
葉
は
結
果
と
し
て
︑
相
手
を
傷
つ
け
る
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
高
木
慶
子
氏
が
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
﹄
に

述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
悲
嘆
者
へ
の
接
し
方
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
﹁
今
の
状
態
を
丸
ご
と
受
け
入
れ
る
こ
と
﹂
１
２
が
重
要
な
の
で
あ

り
︑﹁
指
示
す
る
の
で
は
な
く
︑
ひ
た
す
ら
身
体
全
体
で
︑
と
に
か
く
丸
ご
と
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
︑
お
話
を
傾
聴
し
︑
寄
り
添

う
﹂
１
３
こ
と
こ
そ
が
ケ
ア
提
供
者
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
な
の
で
あ
る
︒ 

ま
た
︑
高
木
氏
は
悲
嘆
者
へ
の
接
し
方
に
お
い
て
︑
気
を
つ
け
る
べ
き
点
と
し
て
︑﹁
ケ
ア
を
押
し
付
け
な
い
︑
無
理
に
聞
き
出
さ

な
い
﹂︑﹁
価
値
観
を
押
し
付
け
な
い
﹂︑﹁
悲
し
み
比
べ
を
し
な
い
﹂︑﹁
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
な
い
﹂︑﹁
が
ん
ば
ろ
う
な
ど
の
励
ま
し
の

言
葉
を
言
わ
な
い
﹂︑﹁
相
手
を
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
安
易
に
し
な
い
﹂︑﹁
気
休
め
を
言
わ
な
い
﹂
１
４
と
い
っ
た
七
つ

の
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
の
七
つ
の
点
を
見
る
と
︑
ど
れ
も
自
分
本
位
で
考
え
て
い
る
こ
と
が
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
︒
だ
か
ら

こ
そ
︑
ケ
ア
提
供
者
に
は
︑
相
手
本
位
を
徹
底
し
︑
常
に
悲
嘆
者
の
話
を
傾
聴
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
︑
ケ
ア
提
供
者
に
は
︑
悲
嘆
者
の
心
理
的
な
部
分
の
支
援
だ
け
で
な
く
︑
生
活
面
で
の
支
援
も
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
料
理

や
洗
濯
︑
買
い
物
な
ど
の
家
事
全
般
は
︑
悲
嘆
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
で
あ
る
︒
坂
口
幸
弘
氏
が
﹃
悲
嘆
学
入
門
﹄
に
お
い
て
︑

﹁
男
性
の
場
合
に
は
︑
食
事
支
度
に
苦
労
す
る
こ
と
も
多
く
︑
料
理
の
仕
方
を
学
ぶ
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
も
サ
ポ
ー
ト
の
一
案
で

あ
る
﹂
１
５
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
悲
嘆
者
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
理
解
し
た
上
で
︑
生
活
面
の
支
援
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒
大
切
な
家
族
を
失
い
︑
一
人
で
子
供
を
育
て
て
い
く
人
も
い
れ
ば
︑
仕
事
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
も
い
る
︒
そ
の

た
め
︑
悲
嘆
者
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
て
︑
生
活
面
の
支
援
を
行
う
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
悲
嘆
者
に
家
事
の
知
識
や
方
法
と

い
っ
た
情
報
の
提
供
も
行
え
る
ケ
ア
提
供
者
が
い
る
と
理
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 
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第
二
章 
日
本
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア 

第
一
節 
災
害
時
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
そ
の
事
例 

序
論
に
お
い
て
紹
介
し
た
上
智
大
学
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
は
︑
日
本
で
初
め
て
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
専
門
と
し
た
教
育
研
究
機

関
と
し
て
二
〇
〇
九
年
四
月
に
設
立
さ
れ
た
が
︑
そ
の
設
立
の
背
景
に
は
︑
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福
知
山
線
で
発
生
し
た
列
車
脱
線
事
故

に
よ
る
大
き
な
災
害
が
関
係
し
て
い
る
︒
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
と
は
︑
二
〇
〇
五
年
四
月
二
十
五
日
︑
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
の
塚
口

駅
と
尼
崎
駅
の
間
で
起
き
た
列
車
脱
線
事
故
の
こ
と
で
あ
り
︑
快
速
電
車
が
急
カ
ー
ブ
区
間
で
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
こ
と
な
く
走
行

し
た
こ
と
で
︑
後
方
車
両
の
脱
線
と
前
方
二
両
の
大
破
を
引
き
起
こ
し
︑
一
七
〇
人
の
死
亡
と
五
六
三
人
の
負
傷
を
招
い
た
事
故
で

あ
る
︒
事
故
当
時
の
記
録
を
調
べ
る
と
︑
時
速
七
十
キ
ロ
以
下
に
減
速
す
る
急
カ
ー
ブ
区
間
で
︑
約
一
一
六
キ
ロ
で
走
行
し
て
い
た

と
あ
り
︑
運
転
手
に
無
理
な
走
行
を
さ
せ
︑
乗
客
の
命
よ
り
も
定
時
運
行
を
優
先
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
１
６
そ
れ
か
ら
十
七

年
を
経
て
︑
現
在
の
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
︑
事
故
の
教
訓
を
風
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
か
ら
﹁
安
全
憲
章
﹂
１
７
を
掲
げ
て
い

る
︒
ま
た
︑
そ
の
事
故
の
遺
族
の
方
々
を
は
じ
め
と
し
た
悲
嘆
者
へ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
実
践
と
支
援
を
行
う
機
関
と
し
て
︑
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
設
立
に
協
力
を
し
て
い
る
︒
１
８
し
か
し
︑
こ
の
福
知
山
線
で
発
生
し
た
列
車
脱
線
事
故
は
︑
加
害
者
が
存
在
す

る
災
害
で
あ
る
た
め
︑
事
故
当
時
は
も
ち
ろ
ん
︑
十
七
年
経
っ
た
今
に
お
い
て
も
被
害
者
の
怒
り
や
苦
し
み
︑
悲
し
み
の
声
が
Ｊ
Ｒ

西
日
本
に
届
け
ら
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
無
情
に
も
Ｊ
Ｒ
の
列
車
は
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
︑
毎
日
走
り
続
け
て
い
る
か
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ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
故
の
被
害
者
に
と
っ
て
は
︑
事
故
に
直
接
関
わ
っ
て
い
た
社
員
は
も
ち
ろ
ん
︑
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
社
員
全

員
が
加
害
者
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
高
木
慶
子
氏
が
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門 

悲
嘆
の
さ
な
か
に
あ
る
人
を
支
え
る
﹄

に
お
い
て
︑ 

ご
遺
族
担
当
の
社
員
の
話
を
伺
う
中
で
︑
彼
ら
自
身
が
悲
嘆
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
は

事
故
後
︑
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
一
家
族
に
対
し
て
二
名
ず
つ
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
遺
体
安
置
所
に
待
機
し
︑
身
元
が
わ

か
っ
た
時
点
で
︑
派
遣
さ
れ
る
︒
自
分
た
ち
が
起
こ
し
た
事
故
の
結
果
︑
亡
く
な
ら
れ
︑
泣
き
崩
れ
る
遺
族
の
方
々
と
一
緒
に

お
宅
に
伺
い
︑
お
通
夜
・
お
葬
儀
の
手
伝
い
を
す
る
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
社
員
の
多
く
は
︑
信
頼
を
失
い
︑
自
尊
心
を
失
い
︑

多
く
の
人
の
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
自
責
の
念
を
強
く
抱
い
て
い
た
︒
加
害
者
も
ま
た
︑
多
く
の
喪
失
を
経
験
し
て
い
る
の
で

あ
り
︑
ケ
ア
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒
１
９ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
た
し
か
に
︑
Ｊ
Ｒ
西
日
本
も
こ
の
事
故
を
引
き
起
こ
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
安
全
へ

の
取
り
組
み
が
十
分
に
管
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
社
員
が
一
丸
と
な
っ
て
安
全
へ
の
取
り
組
み
を
行
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
問
題
な
の
で
あ
る
︒
高
木
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
社
員
の
方
々
も
こ
の
事
故
で
た
く
さ
ん
の
喪
失
を
経
験
し

た
と
思
わ
れ
る
が
︑被
害
者
の
喪
失
は
大
切
な
人
の
喪
失
な
の
で
あ
る
︒被
害
者
は
大
切
な
家
族
を
失
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

Ｊ
Ｒ
の
列
車
は
今
も
な
お
走
り
続
け
て
い
る
こ
と
で
︑
い
つ
ま
で
も
怒
り
や
苦
し
み
︑
悲
し
み
は
消
え
る
こ
と
は
な
く
︑
列
車
を
見

る
た
び
に
当
時
の
記
憶
が
再
生
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
悲
嘆
者
へ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
に

寄
り
添
う
だ
け
で
な
く
︑
事
故
に
よ
り
多
く
の
被
害
者
が
い
る
事
実
を
風
化
さ
せ
な
い
こ
と
や
こ
れ
か
ら
先
の
未
来
に
お
い
て
︑
二
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度
と
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
社
員
一
人
ひ
と

り
が
︑
こ
の
よ
う
な
事
故
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
安
全
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
事
故
の
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
共
有

し
︑
理
解
し
︑
寄
り
添
う
姿
勢
を
崩
さ
な
い
こ
と
が
悲
嘆
者
に
と
っ
て
︑
ま
た
こ
の
事
故
を
知
る
人
々
に
と
っ
て
の
願
い
で
あ
る
︒ 

さ
て
︑
高
木
氏
の
﹃︿
悲
嘆
﹀
と
向
き
合
い
︑
ケ
ア
す
る
社
会
を
め
ざ
し
て
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
遺
族
五
人
の
手
記
を
見
て
み
る

と
︑
被
害
者
の
方
々
は
︑
今
も
な
お
悲
嘆
を
抱
え
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
︒
そ
の
被
害

者
の
中
に
は
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
公
開
講
座
を
受
講
し
︑
気
持
ち
が
少
し
楽
に
な
っ
た
と
い
う
人
や
自
ら
が
悲
嘆
に
つ
い
て

学
び
︑
自
身
の
経
験
を
活
か
し
︑
同
様
の
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
の
支
え
に
な
り
た
い
と
ケ
ア
提
供
者
を
目
指
す
人
︑
自
殺
を
考

え
る
ほ
ど
悩
ん
だ
が
︑
最
終
的
に
は
生
き
て
い
こ
う
と
思
い
留
ま
っ
た
人
な
ど
様
々
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
五
人
の
遺
族
の

手
記
の
最
後
に
は
︑
前
向
き
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
思
い
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
手
記
が
悲
し
み
や
苦
し
み
を
受
け
止
め

て
い
く
過
程
お
い
て
︑
前
向
き
に
進
ん
で
い
く
た
め
の
効
果
的
な
手
段
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
グ
リ
ー
フ
ケ
ア

に
お
い
て
︑
悲
嘆
者
の
中
に
は
︑
自
分
の
思
い
を
あ
り
の
ま
ま
に
ケ
ア
提
供
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
も
い
る
︒
そ
の
よ
う

な
人
に
と
っ
て
手
記
は
︑
自
分
の
心
の
中
に
抱
え
る
思
い
を
素
直
に
吐
き
出
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
有
効
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
︒
ま

た
︑
手
記
は
︑
ケ
ア
提
供
者
が
誤
っ
た
ケ
ア
を
行
わ
な
い
た
め
に
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒
例
え
ば
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
理
解

し
よ
う
と
し
て
︑
悲
嘆
者
に
無
理
に
話
を
さ
せ
た
り
︑
助
け
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
助
言
を
し
た
こ
と
で
︑
さ
ら
に
悲
嘆
者
を
悲
し

ま
せ
て
し
ま
っ
た
り
と
間
違
っ
た
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
行
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
ケ
ア
を
行
わ
な
い
よ

う
に
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
共
有
す
る
場
と
し
て
手
記
を
設
け
る
こ
と
で
︑
悲
嘆
者
の
思
い
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
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き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
人
間
は
一
人
ひ
と
り
︑
考
え
方
や
物
事
の
捉
え
方
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
相
手
の

気
持
ち
は
完
全
に
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
︑
相
手
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
姿
勢
︑
そ
の
ま
ま
に
受
け
止

め
る
姿
勢
︑
寄
り
添
う
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
手
記
の
よ
う
な
ツ
ー
ル
を
通
じ
て
︑
悲
嘆
者
の
気
持
ち
を
共

有
す
る
場
が
あ
る
こ
と
で
︑
悲
嘆
者
の
気
持
ち
を
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
︑
ケ
ア
提
供
者
が
目
指
す

﹁
相
手
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
ケ
ア
﹂
の
体
現
に
︑
ま
た
一
歩
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
２
０ 

  

第
二
節 

仏
教
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア 

 

第
一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
︑
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
の
脱
線
事
故
で
は
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
が
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
注
目
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
が
︑
同
じ
頃
に
仏
教
の
僧
侶
に
よ
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
や
困
窮
者
支
援
の
活
動
も
行
わ
れ
始
め
て
い
た
︒
そ
の
中
で

も
︑
仏
教
界
の
支
援
活
動
が
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
︑
東
日
本
大
震
災
の
と
き
で
あ
る
︒
発
生
直
後
か
ら
現
地
緊
急
災
害
対
策
本
部

を
設
置
し
︑
被
災
地
に
復
旧
支
援
隊
を
派
遣
し
た
り
︑
避
難
所
の
提
供
や
炊
き
出
し
を
行
っ
た
り
と
︑
率
先
し
て
支
援
活
動
を
行
っ

て
い
た

２
１
の
が
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
被
災
地
で
の
具
体
的
な
活
動
報
告
を
見
て
み
る
と
︑

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
︒ 

 
 

居
室
訪
問
活
動
の
際
に
は
︑
常
に
﹁
仮
設
住
宅
に
お
住
ま
い
で
大
き
な
苦
悩
を
抱
え
た
方
が
中
心
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
大

切
に
し
て
︑
訪
れ
た
先
の
方
が
居
心
地
の
良
さ
を
感
じ
︑
安
心
で
き
る
関
係
を
築
け
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
︒
こ
の
こ
と

を
相
談
員
の
間
で
共
有
す
る
た
め
に
︑
何
の
た
め
に
︵
目
的
︶︑
誰
に
対
し
て
︵
対
象
︶︑
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
︵
方
法
︶︑
と
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い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
明
文
化
し
て
い
ま
す
︒ 

 
 

・
目
的 

︿
死
に
た
い
ほ
ど
の
苦
悩
を
抱
え
た
方
の
苦
悩
を
和
ら
げ
る
﹀ 

 
 

・
対
象 

被
災
さ
れ
た
方
々
の
中
︑
仮
設
住
宅
に
お
住
ま
い
で
︿
死
に
た
い
ほ
ど
の
苦
悩
を
抱
え
た
方
﹀ 

 
 

・
方
法 
個
別
の
面
談
に
よ
っ
て
︿
気
持
ち
を
丁
寧
に
受
け
と
る
﹀ 

 
 

こ
れ
ら
の
基
本
姿
勢
を
大
切
に
し
な
が
ら
︑
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
相
談
員
た
ち
に
よ
っ
て
訪
問
活
動
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒﹁
気
持

ち
を
丁
寧
に
受
け
取
る
﹂
と
い
う
﹁
聴
く
﹂
行
為
に
よ
っ
て
︑
居
心
地
の
良
い
安
心
で
き
る
関
係
が
︑
仮
設
住
宅
の
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
︑
今
日
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
︒
２
２ 

こ
の
活
動
に
お
い
て
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
﹁
聞
く
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑﹁
聴
く
﹂
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
相
手
の
立
場
に

立
ち
︑
相
手
の
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
る
と
い
う
意
味
で
﹁
聴
く
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
私
た
ち
の
日

常
生
活
に
お
い
て
は
︑
耳
に
入
っ
て
き
た
情
報
を
受
け
と
る
と
い
う
意
味
の
﹁
聞
く
﹂
２
３
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
人

と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
︑
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が

で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
︒
相
手
の
話
を
自
分
の
都
合
の
良
い
解
釈
で
捉
え
た
り
︑
相
手
の
立
場
を
考
え
ず
に
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
と
︑
い
つ
の
間
に
か
自
分
を
中
心
と
し
て
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
自
分
の
聴
く
と
い
う
行

為
が
自
己
中
心
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
今
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
振
り
返
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
相
手
の
気
持
ち
を
丁
寧
に
受

け
取
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
相
手
の
話
を
聴
く
こ
と
が
︑
ケ
ア
提
供
者
は
も
ち
ろ
ん
︑
日
頃
の
私
た
ち
に
お
い
て
も
重
要
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 
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さ
て
︑
こ
れ
ま
で
に
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
高
木
氏
が
︑
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方
に
つ
い
て
︑
悲
嘆
者
の
今
の
状
態
を
と

に
か
く
丸
ご
と
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
話
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
活

動
報
告
を
見
る
と
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
ケ
ア
提
供
者
が
目
指
す
ケ
ア
の
基
本
姿
勢
と
同
様
︑﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
に
悲
嘆
者
を
受

け
止
め
る
こ
と
が
ケ
ア
を
行
う
上
で
も
っ
と
も
大
切
な
点
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
浄
土
真
宗
の
﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
は
︑
親
鸞

の
教
え
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
︑﹁
し
か
る
に
﹃
経
﹄
に
﹁
聞
﹂
と
い
ふ
は
︑
衆
生
︑
仏
願

の
生
起
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
︑
こ
れ
を
聞
と
い
ふ
な
り
︒﹂
２
４
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
仏
が
衆

生
救
済
の
願
を
お
こ
し
た
由
来
と
︑
そ
の
願
を
成
就
し
て
現
に
我
々
を
救
済
し
つ
つ
あ
る
こ
と

２
５
を
聞
い
て
︑
疑
い
の
心
を
捨
て

る
こ
と
が
﹁
信
﹂
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
２
６
つ
ま
り
︑
疑
い
の
心
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
た
ち
に
︑
仏
は
は
た
ら
き

か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
︑
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
︑
仏
の
は
か
ら
い
を
疑
う
こ
と
な
く
︑
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
と
教
え
て
く
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
︒
２
７
こ
の
親
鸞
の
教
え
か
ら
︑﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
の
姿
勢
を
学
び
︑
現
在
の
浄
土

真
宗
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
在
り
方
が
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑﹁
聴
く
﹂
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
︑
居
心
地
の
良

い
安
心
で
き
る
関
係
が
生
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
聴
く
﹂
こ
と
を
通
し
て
︑
ケ
ア
提
供
者
と
悲
嘆
者
の
関
係

性
を
構
築
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
他
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
活
動
に
お
い
て
も
︑﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
に
﹁
聴

く
﹂
を
ケ
ア
の
基
本
姿
勢
と
し
て
い
る
︒
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
︑
現
代
宗
教
課
題
研
究
部
会
が
出
版
し
た
﹃
大
切
な
人

を
亡
く
す
と
い
う
こ
と
～
自
死
・
葬
儀
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
考
え
る
～
﹄
に
お
い
て
︑
尾
角
光
美
氏
が
﹁
聴
く
こ
と
の
力
﹂
を
学
ぶ

と
い
う
テ
ー
マ
の
講
演
で
︑
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
て
い
る
︒ 
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グ
リ
ー
フ
と
い
う
の
は
︑﹁
死
別
に
か
ぎ
ら
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
喪
失
体
験
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
そ
の
人
な
り
の
反
応
や
状
態
や
過
程

の
こ
と
﹂
で
す
︒
死
別
後
に
う
つ
状
態
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
お
か
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
自
然
な
反
応
で
あ
り
︑

た
だ
し
半
年
以
上
う
つ
状
態
が
続
い
て
家
も
出
ら
れ
な
い
と
か
︑
長
期
間
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
場
合
︑
複
雑
性

悲
嘆
と
い
わ
れ
て
い
て
︑
医
療
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
必
要
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
で
も
︑
基
本
的
に
悲
し
み
は
お
か
し

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
悲
し
む
こ
と
は
自
然
な
反
応
な
の
で
す
が
︑
世
の
中
の
人
は
︑﹁
が
ん
ば
っ
て
ね
﹂
と
か
﹁
早
く
前

向
き
に
ね
﹂
と
い
う
よ
う
に
悲
し
み
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
︑
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ア
ド
バ
イ

ス
や
励
ま
し
で
は
な
い
サ
ポ
ー
ト
で
︑
そ
れ
を
リ
ヴ
オ
ン
で
は
﹁
ま
ま
に
﹂
と
三
文
字
で
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
︒﹁
あ
り
の
ま
ま

に
﹂﹁
感
じ
た
ま
ま
に
﹂﹁
そ
の
ま
ま
﹂
を
認
め
て
い
く
こ
と
を
︑
サ
ポ
ー
ト
や
ケ
ア
の
場
面
で
向
き
合
う
と
き
の
姿
勢
の
根
本

に
お
い
て
い
ま
す
︒
２
８ 

こ
の
よ
う
に
︑
悲
し
む
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
︑
悲
嘆
者
の
感
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
を
基
本
姿
勢

と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
に
加
え
て
︑
尾
角
氏
は
﹁
沈
黙
の
共
有
︵
待
つ
こ
と
︶﹂
も
﹁
聴
く
﹂
と
い
う
ケ
ア
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い

る
︒
２
９
こ
の
沈
黙
の
共
有
と
は
︑
話
を
聴
い
て
く
れ
る
人
が
待
っ
て
い
る
こ
と
で
悲
嘆
者
に
安
心
感
を
与
え
る
こ
と
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
︒
確
か
に
︑
誰
か
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
こ
と
で
︑
一
人
で
は
な
い
の
だ
と
安
心
し
︑
悲
嘆
者
の
寂
し
さ
を
和
ら
げ
る
効
果

が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
︑
悲
嘆
者
の
中
に
は
︑
悲
し
く
て
苦
し
い
と
い
う
気
持
ち
を
話
し
た
い
人
も
い
れ
ば
︑
一
人
に
し
て
ほ
し
い
と

い
う
人
も
い
る
︒
し
か
し
︑
自
分
を
理
解
し
よ
う
と
待
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
こ
と
で
︑
悲
し
み
と
と
も
に
で
は
あ
る
が
︑
少
し
ず

つ
前
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒ 
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ま
た
︑
高
木
氏
が
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
見
な
い
ふ
り
︑
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
人
の
悲

し
み
を
気
遣
い
︑
そ
ば
に
お
り
︑
受
け
止
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
﹂
３
０
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
宗
教
は
違
っ
て
も
︑
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
の
根
本
に
あ
る
姿
勢
は
同
じ
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
ケ
ア
提
供
者
は
も
ち
ろ
ん
︑
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
研
究
所
の
ケ
ア
提
供
者
も
︑
そ
の
よ
う
な
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
の
そ
ば
で
寄
り
添
い
︑
悲
し
み
を
抱
え
な
が
ら
も
懸
命
に
生

き
る
人
を
い
つ
も
待
っ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
︒ 

  

第
三
章 

親
鸞
思
想
か
ら
考
え
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア 

 

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
浄
土
真
宗
で
も
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
よ
う
な
支
援
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
親
鸞
の
教
え
の
中
に
も
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
に
通
じ
る
考
え
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
も
し
く
は
︑
親
鸞
の
時
代
に
も
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
こ
の
章
で
は
親
鸞
の
思
想
を
通
し
て
︑
改
め
て
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒ 

 

第
一
節 

親
鸞
思
想
の
特
徴 

親
鸞
の
思
想
の
一
つ
に
︑﹁
現
生
正
定
聚
﹂
と
い
う
考
え
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
仏
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
信
心
を
得
た
衆
生
は
︑

現
生
に
お
い
て
往
生
と
成
仏
が
定
ま
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
従
来
の
浄
土
教
の
考
え
と
比
べ
る
と
︑
大
き
く
異

な
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
浄
土
教
と
は
︑
往
生
浄
土
教
を
省
略
し
た
言
葉
で
あ
り
︑
浄
土
に
往
生
し
て
︑
仏
に
な
る
こ
と
を
目
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指
す
と
い
う
教
え
で
あ
る

３
１
︒
そ
の
た
め
︑
浄
土
教
の
正
定
聚
に
つ
い
て
の
理
解
も
︑
臨
終
や
命
終
時
に
往
生
が
定
ま
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
仏
説
観
無
量
寿
経
﹄
に
お
い
て
も
︑ 

か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
︑悪
業
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
悪
道
に
堕
し
︑多
劫
を
経
歴
し
て
苦
を
受
く
る
こ
と
窮
ま
り
な
か
る
べ
し
︒

か
く
の
ご
と
き
の
愚
人
︑
命
終
ら
ん
と
す
る
時
に
臨
み
て
︑
善
知
識
の
︑
種
々
に
安
慰
し
て
︑
た
め
に
妙
法
を
説
き
︑
教
へ
て

念
仏
せ
し
む
る
に
遇
は
ん
︒
こ
の
人
︑
苦
に
逼
め
ら
れ
て
念
仏
す
る
に
遑
あ
ら
ず
︒
善
友
︑
告
げ
て
い
は
く
︑︿
な
ん
ぢ
も
し
念

ず
る
あ
た
は
ず
は
︑
ま
さ
に
無
量
寿
仏
︹
の
名
︺
を
称
す
べ
し
﹀
と
︒
か
く
の
ご
と
く
心
を
至
し
て
︑
声
を
し
て
絶
え
ざ
ら
し

め
て
︑
十
念
を
具
足
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
せ
し
む
︒
３
２ 

と
︑
阿
弥
陀
仏
が
臨
終
に
迎
え
に
来
て
く
れ
る
仏
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒ 

し
か
し
︑
親
鸞
の
正
定
聚
に
つ
い
て
の
理
解
は
︑﹃
御
消
息
集
﹄
第
一
通
に
お
い
て
︑ 

 
 

来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
︑
自
力
の
行
者
な
る
が
ゆ
ゑ
に
︒
臨
終
と
い
ふ
こ
と
は
︑
諸
行
往
生
の
ひ
と
に
い
ふ
べ
し
︑
い
ま
だ

真
実
の
信
心
を
え
ざ
る
が
ゆ
ゑ
な
り
︒
ま
た
十
悪
・
五
逆
の
罪
人
の
は
じ
め
て
善
知
識
に
あ
う
て
︑
す
す
め
ら
る
る
と
き
に
い

ふ
こ
と
な
り
︒
真
実
信
心
の
行
人
は
︑
摂
取
不
捨
の
ゆ
ゑ
に
正
定
聚
の
位
に
住
す
︒
こ
の
ゆ
ゑ
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
︑
来
迎

た
の
む
こ
と
な
し
︒
信
心
の
定
ま
る
と
き
往
生
ま
た
定
ま
る
な
り
︒
来
迎
の
儀
則
を
ま
た
ず
︒
３
３ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
現
生
に
お
い
て
往
生
と
成
仏
が
定
ま
る
た
め
︑
臨
終
の
善
し
悪
し
を
考
え
な
く
て
も
良
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
一
念
多
念
文
意
﹄
に
お
い
て
も
︑ 

 
 

そ
れ
衆
生
あ
つ
て
︑
か
の
国
に
生
れ
ん
と
す
る
も
の
は
︑
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定
の
聚
に
住
す
︒
ゆ
ゑ
は
い
か
ん
と
な
れ
ば
︑
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か
の
仏
国
の
う
ち
に
は
も
ろ
も
ろ
の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
は
な
け
れ
ば
な
り
︒
３
４ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
信
心
を
得
た
人
は
︑
こ
の
世
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
入
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒ 

つ
ま
り
︑
親
鸞
が
理
解
し
た
阿
弥
陀
仏
は
︑
臨
終
に
迎
え
に
来
て
く
れ
る
仏
で
は
な
く
︑
信
心
を
得
た
人
の
そ
ば
に
︑
い
つ
も
お

ら
れ
る
仏
で
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
る
仏
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
悲
し

み
や
苦
し
み
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
う
の
が
私
た
ち
凡
夫
で
あ
る
が
︑
そ
う
い
っ
た
悲
し
み
や
苦
し
み
に
左
右
さ
れ
ず
︑
は
た
ら

き
か
け
続
け
て
い
る
の
が
仏
で
あ
り
︑
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
私
た
ち
が
救
わ
れ
る
世
界
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る

の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
親
鸞
は
︑
臨
終
の
善
し
悪
し
を
考
え
な
く
て
も
良
い
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

親
鸞
の
生
き
た
時
代
の
背
景
を
見
て
み
る
と
︑
多
く
の
人
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
︑
疫
病
や
飢
饉
に
苦
し
ん
で
い
た
︒
３
５
そ
の
よ

う
な
苦
し
み
を
抱
え
る
人
々
は
︑
例
え
ば
︑
暖
か
な
寝
床
で
誰
か
に
看
取
ら
れ
な
が
ら
最
期
を
迎
え
る
こ
と
よ
り
も
︑
悲
惨
な
状
況

の
中
で
最
期
を
迎
え
る
人
の
方
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
ま
た
親
鸞
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
々
を
目
の
当
た
り
に
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
状

況
に
お
か
れ
て
い
る
人
で
も
仏
の
は
か
ら
い
が
あ
る
と
説
き
︑
そ
の
時
代
に
生
き
る
多
く
の
人
々
の
心
に
寄
り
添
っ
て
こ
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
︒
親
鸞
の
悲
惨
な
時
代
や
状
況
の
中
で
生
き
る
人
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
︑
寄
り
添
い
︑
常
に
阿
弥
陀
仏
の
は
か
ら
い

が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
姿
は
︑
ま
さ
に
現
代
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

さ
て
︑
こ
れ
ま
で
﹁
現
生
正
定
聚
﹂
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
︑
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
﹁
あ
り
の
ま
ま
﹂
に
受
け

止
め
ら
れ
︑
救
わ
れ
る
こ
と
は
︑
悲
し
み
を
抱
え
て
生
き
る
人
々
へ
の
心
の
救
い
に
つ
な
が
り
︑
ま
た
今
を
懸
命
に
生
き
よ
う
と
す
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る
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
思
想
と
同
様
に
︑
死
別
と
と
も
に
生
き
る
人
へ
の
拠
り
所
と
な
る
考
え
が

あ
る
︒
そ
れ
が
﹁
俱
会
一
処
﹂
３
６
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
同
じ
浄
土
で
再
会
す
る
と
い
う
意
味
の

言
葉
で
あ
る
︒
３
７
﹃
仏
説
阿
弥
陀
経
﹄
に
お
い
て
︑ 

舎
利
弗
︑
衆
生
聞
か
ん
も
の
︑
ま
さ
に
発
願
し
て
か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ふ
べ
し
︒
ゆ
ゑ
は
い
か
ん
︒
か
く
の
ご
と
き
の
諸
上

善
人
と
と
も
に
一
処
に
会
す
る
こ
と
を
得
れ
ば
な
り
︒
３
８ 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
俱
会
一
処
﹂
と
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
願
う
こ
と
で
︑
多
く
の
上
善
人
と
と
も

に
同
じ
浄
土
に
お
い
て
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
３
９
親
鸞
は
こ
の
説
示
を
根
拠
と
し
︑﹃
御
消
息
集
﹄

第
十
五
通
の
中
に
あ
る
︑
高
田
の
入
道
へ
の
消
息
の
お
返
事
に
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 
 

か
く
ね
む
ば
う
の
御
こ
と
︑
か
た
が
た
あ
は
れ
に
存
じ
候
ふ
︒
親
鸞
は
さ
き
だ
ち
ま
ゐ
ら
せ
候
は
ん
ず
ら
ん
と
︑
ま
ち
ま
ゐ
ら

せ
て
こ
そ
候
ひ
つ
る
に
︑
さ
き
だ
た
せ
た
ま
ひ
候
ふ
こ
と
︑
申
す
ば
か
り
な
く
候
ふ
︒
か
く
し
ん
ば
う
︑
ふ
る
と
し
ご
ろ
は
︑

か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
さ
き
だ
ち
て
ま
た
せ
た
ま
ひ
候
ふ
ら
ん
︒
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
ま
ゐ
り
あ
ふ
べ
く
候
へ
ば
︑
申
す
に
お
よ

ば
ず
候
ふ
︒
か
く
ね
ん
ば
う
の
仰
せ
ら
れ
て
候
ふ
や
う
︑
す
こ
し
も
愚
老
に
か
は
ら
ず
お
は
し
ま
し
候
へ
ば
︑
か
な
ら
ず
か
な

ら
ず
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
べ
く
候
ふ
︒
４
０ 

親
鸞
は
自
身
が
先
立
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
た
矢
先
︑
御
同
朋
で
あ
る
覚
念
房
と
覚
信
房
が
先
立
た
れ
︑
そ
の
悲
し
み
の
最

中
で
書
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
伝
わ
る
お
返
事
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
も
︑﹁
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
さ
き
だ
ち
て
ま
た
せ
た
ま
ひ
候

ふ
ら
ん
﹂﹁
か
な
ら
ず
か
な
ら
ず
一
つ
と
こ
ろ
へ
ま
ゐ
り
あ
ふ
べ
く
候
ふ
﹂
は
︑﹁
き
っ
と
間
違
い
な
く
先
に
浄
土
で
お
待
ち
に
な
っ
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て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
﹂﹁
必
ず
同
じ
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
４
１
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
︑
ど
ち
ら
も
﹁
か
な
ら
ず
か

な
ら
ず
﹂
と
言
葉
を
重
ね
て
強
調
し
て
い
る
点
は
︑
同
じ
浄
土
で
の
再
会
が
間
違
い
な
く
あ
る
こ
と
を
表
現
し
︑
死
別
の
悲
し
み
に

寄
り
添
う
教
え
と
受
け
と
れ
る
︒
そ
し
て
︑
愛
す
る
人
や
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
悲
し
み
は
︑
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
ほ

ど
に
︑
辛
く
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
俱
会
一
処
﹂
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
再
び
同
じ
浄
土
で
会
え
る
世
界
が
確
か
に
あ
る
こ

と
で
︑
死
別
に
対
す
る
悲
し
み
は
も
ち
ろ
ん
︑
死
に
対
す
る
不
安
に
も
寄
り
添
い
︑
私
た
ち
を
悲
し
み
や
苦
し
さ
か
ら
離
れ
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
４
２ 

 

第
二
節 

親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方 

第
一
節
で
は
︑
親
鸞
が
︑
悲
し
み
を
抱
え
て
生
き
る
人
々
に
寄
り
添
う
教
え
を
説
い
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
︑
こ
こ
で
は
︑

さ
ら
に
具
体
的
に
悲
し
み
や
苦
し
み
を
抱
え
た
人
々
へ
の
寄
り
添
い
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
︒ 

覚
如
上
人
︵
一
二
七
一―

一
三
五
一
︶
は
﹃
口
伝
鈔
﹄
に
お
い
て
︑
親
鸞
の
愛
す
る
人
と
の
別
れ
に
苦
し
む
人
々
に
対
す
る
寄
り

添
い
の
姿
勢
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 

た
と
ひ
妄
愛
の
迷
心
深
重
な
り
と
い
ふ
と
も
︑
も
と
よ
り
か
か
る
機
を
む
ね
と
摂
持
せ
ん
と
い
で
た
ち
て
︑
こ
れ
が
た
め
に
ま

う
け
ら
れ
た
る
本
願
な
る
に
よ
り
て
︑
至
極
大
罪
の
五
逆
・
謗
法
等
の
無
間
の
業
因
を
お
も
し
と
し
ま
し
ま
さ
ざ
れ
ば
︑
ま
し

て
愛
別
離
苦
に
た
へ
ざ
る
悲
嘆
に
さ
へ
ら
る
べ
か
ら
ず
︒
浄
土
往
生
の
信
心
成
就
し
た
ら
ん
に
つ
け
て
も
︑
こ
の
た
び
が
輪
廻

生
死
の
は
て
な
れ
ば
︑
な
げ
き
も
か
な
し
み
も
も
つ
と
も
ふ
か
か
る
べ
き
に
つ
い
て
︑
後
枕
に
な
ら
び
ゐ
て
悲
嘆
嗚
咽
し
︑
左
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右
に
群
集
し
て
恋
慕
涕
泣
す
と
も
︑
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
る
べ
か
ら
ず
︒
４
３ 

こ
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
︑
親
鸞
は
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
は
往
生
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
説
き
︑
死
別
し
た
人
が
帰
ら
ぬ
人
を

前
に
し
て
︑
悲
嘆
嗚
咽
し
た
り
︑
恋
い
慕
い
涙
を
流
し
た
り
し
て
も
よ
い
と
し
て
︑
悲
嘆
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
あ
り
の
ま
ま

に
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
章
の
最
後
に
も
﹁
な
げ
き
か
な
し
ま
ん
を
も
い
さ
む
べ
か
ら
ず
﹂
と
述
べ
︑
嘆
き

悲
し
む
気
持
ち
は
抑
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
︑
悲
嘆
に
く
れ
る
人
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
姿
勢
を

示
し
て
い
る
︒
４
４ 

さ
ら
に
︑
﹃
口
伝
鈔
﹄
に
は
︑﹁
か
な
し
み
に
か
な
し
み
を
添
ふ
る
や
う
に
は
︑
ゆ
め
ゆ
め
と
ぶ
ら
ふ
べ
か
ら
ず
﹂
４
５
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
︑
悲
し
み
に
悲
し
み
を
添
え
る
よ
う
な
こ
と
は
︑
決
し
て
悲
嘆
者
へ
の
な
ぐ
さ
め
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
︑
こ
こ
で
も
悲

嘆
者
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
が
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
姿
勢
は
︑
第
一
章
で
論
じ
た
ケ
ア

提
供
者
が
目
指
す
姿
勢
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
悲
し
み
の
最
中
に
あ
る
と
き
は
︑
た
と
え
そ
れ
が
励
ま
し
の
言
葉
で
あ
っ

て
も
︑
そ
の
言
葉
に
傷
つ
い
た
り
︑
さ
ら
に
悲
し
み
が
深
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
悲
し
む
人
が
流
す
涙
は
も

ち
ろ
ん
︑
そ
の
人
か
ら
溢
れ
出
る
気
持
ち
す
べ
て
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
姿
勢
こ
そ
が
︑
悲
嘆
者
に

﹁
寄
り
添
う
﹂
と
い
う
意
味
の
真
意
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

ま
た
︑
打
本
弘
祐
氏
の
﹁
親
鸞
と
対
象
喪
失(

上)

～
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
に
は
︑
鍋
島
直
樹
氏
の
﹁
親
鸞
に

お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
﹂
を
引
用
し
︑
親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒ 

 

鍋
島
は
︑
親
鸞
の
愛
別
離
苦
に
苦
悩
す
る
人
々
へ
の
対
応
を
３
つ
に
ま
と
め
て
い
る
︒ 
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Ａ 

．
悲
し
い
と
き
に
は
涙
を
抑
え
な
く
て
も
よ
い
︒ 

Ｂ 
．
し
か
し
︑
悲
し
み
を
さ
ら
に
深
め
る
ば
か
り
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︒ 

Ｃ 
．
悲
し
み
は
︑
究
極
的
な
拠
り
所
が
心
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
徐
々
に
乗
り
超
え
ら
れ
て
い
く
︒
４
６ 

 
 

こ
の
Ａ
と
Ｂ
か
ら
親
鸞
の
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
が
窺
わ
れ
︑
Ｃ
か
ら
親
鸞
浄
土
教
独
自
の
救
済
観
が
示
さ
れ
る
︒
鍋
島
は
﹁
親

鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
の
超
克
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
抱
き
取
ら
れ
た
信
心
が
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
揺
り
動
か
な

い
心
の
領
域
が
確
立
さ
れ
︑
悲
し
み
は
悲
し
み
と
し
て
︑
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
︑
往
生
浄
土
の
道
が
前
に
見
開
か

れ
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
﹂
と
結
ん
で
い
る
︒
筆
者
の
言
葉
で
換
言
す
れ
ば
︑
阿
弥
陀
仏
の
救
済
成
立
の
根

拠
は
︑
悲
嘆
の
消
失
が
条
件
と
な
る
の
で
は
な
い
︒
救
済
は
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
︑
愛
す

る
者
の
喪
失
の
悲
嘆
を
乗
り
超
え
て
い
る
か
否
か
は
︑
阿
弥
陀
仏
の
救
済
成
立
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
悲
嘆
を
抱
え
た

ま
ま
で
あ
っ
て
も
︑
ま
た
乗
り
超
え
ら
れ
ず
と
も
︑
悲
嘆
を
抱
え
た
そ
の
人
を
そ
の
ま
ま
摂
取
し
︑
必
ず
往
生
浄
土
し
仏
と
な

る
身
へ
と
転
じ
て
い
く
の
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
な
の
で
あ
る
︒
４
７ 

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︑
親
鸞
の
愛
別
離
苦
に
苦
悩
す
る
人
々
へ
の
３
つ
の
対
応
を
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
と
︑
Ａ
と
Ｂ
は

先
ほ
ど
論
じ
た
﹃
口
伝
鈔
﹄
に
お
け
る
悲
嘆
者
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
根
拠
と
し
て
お
り
︑
Ｃ
は
﹃
口
伝
鈔
﹄
の
﹁
た
も
つ
と
こ
ろ
の

他
力
の
仏
法
な
く
は
︑
な
に
を
も
つ
て
か
生
死
を
出
離
せ
ん
﹂
４
８
を
根
拠
と
し
て
︑
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
究
極
的
な
拠
り
所
が

心
に
確
立
さ
れ
︑
乗
り
越
え
て
い
け
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
３
つ
の
姿
勢
は
す
べ
て
﹃
口
伝
鈔
﹄
を
根
拠
と
し
て
い
た
が
︑

第
一
節
で
述
べ
た
﹁
現
生
正
定
聚
﹂
と
﹁
倶
会
一
処
﹂
の
教
え
も
愛
別
離
苦
に
苦
悩
す
る
人
々
に
寄
り
添
う
教
え
で
あ
り
︑
Ｃ
の
対
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応
に
共
通
す
る
姿
勢
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
打
本
氏
が
︑
鍋
島
氏
の
言
葉
を
も
と
に
﹁
悲
嘆
を
抱
え
た
人
を
そ
の
ま
ま
摂
取
す
る
の

が
阿
弥
陀
仏
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て
も
︑
ま
た
ど
の
よ
う
な
時
で
あ
っ
て
も
︑
は
た
ら
き
か
け
て

く
だ
さ
る
の
が
仏
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
浄
土
で
の
再
会
が
間
違
い
な
く
あ
る
こ
と
こ
そ
が
︑
死
別
し
た
人
の
心
の
支
え
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

さ
て
︑
こ
れ
ま
で
親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
︑
そ
こ
か
ら
現
代
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
つ

い
て
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
︒
打
本
弘
祐
氏
の
﹁
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失(

下)

～
親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求

め
て
～
﹂
で
は
︑
悲
嘆
を
抱
え
な
が
ら
弘
誓
の
仏
地
に
立
脚
す
る
親
鸞
の
姿
か
ら
﹁
仏
教
学
・
真
宗
学
を
基
調
と
し
て
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
に
関
わ
る
実
践
者
自
身
﹂
が
目
指
す
べ
き
姿
勢
４
９
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒ 

ケ
ア
提
供
者
が
似
た
よ
う
な
喪
失
体
験
と
悲
嘆
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
︑
相
手
の
悲
嘆
を
理
解
す
る
為
の
必
要
条
件
な
の
で

は
な
い
︒
自
ら
の
悲
嘆
の
経
験
を
相
手
の
悲
嘆
に
同
化
さ
せ
て
投
影
し
︑
個
別
性
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
関
わ
り
は
グ
リ
ー
フ
ケ

ア
に
お
い
て
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
起
こ
っ
た
感
情
は
あ
く
ま
で
も
似
て
い
る
別
個
の
感
情
と
弁
え
て
︑
自
ら
の
感

情
を
傍
ら
に
置
き
つ
つ
︑
相
手
に
関
わ
る
こ
と
が
ケ
ア
提
供
者
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
︒
だ
が
し
か
し
時
に
ケ
ア
提
供
者
の
感

情
の
機
微
に
従
っ
て
︑
相
手
の
隠
さ
れ
た
深
奥
の
感
情
に
触
れ
る
た
め
の
問
い
か
け
を
し
な
が
ら
︑
ケ
ア
提
供
者
は
自
分
と
は

異
な
っ
た
相
手
の
文
化
的
社
会
的
状
況
や
宗
教
的
背
景
︑
人
間
関
係
︑
身
体
性
︑
個
別
性
の
差
異
を
丁
寧
に
配
慮
し
︑
あ
る
が

ま
ま
に
感
情
を
受
け
取
り
︑
聞
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
絶
え
ず
育
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
５
０ 
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グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
要
点
は
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
尊
重
し
︑
あ
り
の
ま
ま
に
相
手
の
気
持
ち
を
受
け
止
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
が
︑
親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方
は
ケ
ア
提
供
者
が
目
指
す
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
︑
私
た
ち
が
行
う
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
感
情
的
に
な
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
︒
打
本
氏
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
︑
悲
嘆
者
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
た
と
し
て
も
︑
相
手
の
悲
し
み
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
自

分
の
喪
失
経
験
を
も
と
に
相
手
へ
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
よ
う
な
行
為
は
︑
か
え
っ
て
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
深
め
る
原
因
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
た
と
え
ケ
ア
提
供
者
と
し
て
経
験
を
積
ん
で
い
た
と
し
て
も
︑
時
に
は
感
情
的
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
遺

族
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
親
鸞
の
教
え
や
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方
か
ら
ケ
ア
提
供
者
が
自
身
の
姿

勢
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒
悲
嘆
者
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
︑
ケ
ア
提
供
者
自
身
が
︑
親
鸞
の
悲

嘆
者
の
心
を
支
え
る
教
え
か
ら
相
手
に
寄
り
添
う
こ
と
の
真
意
を
学
ぶ
こ
と
で
︑
ケ
ア
提
供
者
が
目
指
す
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
理
想
に

ま
た
一
歩
近
づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

   

結
論 

 

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
自
身
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
体
験
を
き
っ
か
け
と
し
て
︑
現
代
に
お
け
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
在
り
方
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
︒
そ
の
中
で
も
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
高
木
氏
が
教
え
る
ケ
ア
提
供
者
の
姿
勢
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
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悲
嘆
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
一
つ
で
も
間
違
え
る
と
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
深
め
る
可
能
性
が
あ
る
︒
相
手
を
励
ま
そ
う
と
し
て
﹁
が

ん
ば
ろ
う
﹂
な
ど
︑
言
葉
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
自
分
本
位
の
考
え
で
あ
り
︑
相
手
に
寄
り
添
う
姿
勢
と
は
言
え
な
い
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
言
葉
で
は
な
く
︑
心
や
姿
勢
で
相
手
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
と
め
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
相
手
に
寄
り
添
う
と
は
︑

相
手
の
立
場
に
立
ち
︑
相
手
の
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
︑
話
を
聴
く
姿
勢
に
徹
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒ 

 

ま
た
︑こ
の
姿
勢
は
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
だ
け
で
な
く
︑浄
土
真
宗
の
世
界
に
お
い
て
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
考
え
で
あ
っ
た
︒

親
鸞
の
悲
嘆
者
へ
の
寄
り
添
い
方
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
親
鸞
は
悲
嘆
に
く
れ
る
こ
と
は
往
生
の
妨
げ
に
は
な
ら
な

い
と
し
て
︑
悲
嘆
者
の
悲
し
み
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
悲
し
み
に
悲
し
み
を
添
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
と
し
て
︑
悲
嘆
者
の
気
持
ち
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
親
鸞
も
悲
嘆
者
を
あ
り
の
ま
ま
に
受

け
入
れ
︑
相
手
に
寄
り
添
う
ケ
ア
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
現
代
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
通
じ
る
姿
勢
で
あ
り
︑
逆
を
言

え
ば
︑
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
こ
そ
が
改
め
て
学
ぶ
べ
き
姿
勢
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
親
鸞
の
姿
勢
か
ら
相
手
に
寄
り
添
う
こ

と
へ
の
真
意
を
学
び
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
提
供
者
は
も
ち
ろ
ん
︑
私
た
ち
も
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
相
手
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
常

に
心
が
け
た
い
も
の
で
あ
る
︒ 

以
上
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
る
と
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
歴
史
や
学
問
的
展
開
を
辿
っ
て
み
る
と
︑
日
本
に
お
け
る
歴
史
は
ま
だ
そ
う

長
く
は
な
い
︒
し
か
し
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
の
設
立
以
来
︑
悲
嘆
を
抱
え
て
生
き
る
人
の
た
め
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
活
動
が
日
本

各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
多
く
の
人
に
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
や
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
︒
ま
た
︑
イ
ギ
リ
ス
が
起
源
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
仏
教
の
中
に
も
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
共
通
し
た
悲
嘆
者
へ
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の
ケ
ア
の
姿
勢
や
考
え
が
あ
り
︑
国
境
を
越
え
て
も
︑
ま
た
宗
教
を
超
え
て
も
悲
嘆
を
抱
え
た
人
へ
の
寄
り
添
い
方
に
お
い
て
重
要

な
の
は
︑
相
手
の
立
場
に
立
ち
︑
相
手
を
受
け
入
れ
て
︑
相
手
の
言
葉
を
聴
く
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
提
供

者
だ
け
で
な
く
︑
私
た
ち
の
日
常
に
お
け
る
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
︑
大
切
な
姿
勢
で
あ
り
︑
私
自
身
も
こ
の
学
び
を
き
っ
か

け
と
し
て
︑
相
手
の
話
を
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
聴
く
よ
う
に
意
識
を
し
た
り
︑
常
に
周
り
に
気
を
配
っ
た
り
と
﹁
相
手
に
寄
り
添

う
﹂
こ
と
を
体
現
で
き
る
人
に
な
り
た
い
と
考
え
る
︒ 
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﹃
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﹄
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︑
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︑
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﹃
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︑
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︑
十
四―

十
七
頁 

１
５ 

坂
口
幸
弘
﹃
悲
嘆
学
入
門
：
死
別
の
悲
し
み
を
学
ぶ
﹄
一
三
三
頁 

１
６ 

島
薗
進
﹃
と
も
に
悲
嘆
を
生
き
る
：
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
歴
史
と
文
化
﹄
二
十
一
頁
参
照 

１
７ 

Ｊ
Ｒ
西
日
本
﹁
企
業
理
念
﹂﹁
安
全
憲
章
﹂
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒ 

https://w
w

w
.w

estjr.co.jp

︵
二
〇
二
三
年
一
月
十
日
閲
覧
︶ 

１
８ 

高
木
慶
子
﹃︿
悲
嘆
﹀
と
向
き
合
い
︑
ケ
ア
す
る
社
会
を
め
ざ
し
て
﹄
二
十
頁
参
照 

１
９ 

高
木
慶
子
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
：
悲
嘆
の
さ
な
か
に
あ
る
人
を
支
え
る
﹄
三
十
四
頁 

https://piloti.sophia.ac.jp/
https://www.cruse.org.uk/
https://www.westjr.co.jp/
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２
０ 
高
木
慶
子
﹃︿
悲
嘆
﹀
と
向
き
合
い
︑
ケ
ア
す
る
社
会
を
め
ざ
し
て
﹄
一
八
三―

一
八
五
頁
参
照 

２
１ 
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
︵
西
本
願
寺
︶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︑
災
害
支
援
﹁
東
日
本
大
震
災
へ
の
取
り
組
み
﹂ 

 
 https://w

w
w

.hongw
anji.or.jp

︵
二
〇
二
二
七
月
十
四
日
閲
覧
︶  

２
２ 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
︑
第
二
回
﹃
宗
報
﹄
二
〇
一
三
年
七
月
号
︑﹁
シ
リ
ー
ズ
被
災
地
の
声 

被
災
さ
れ
た
方
の

気
持
ち
を
聴
く
﹂P

D
F

︑
十
九
頁 

http://j-soken.jp 

︵
二
〇
二
二
年
七
月
十
四
日
閲
覧
︶ 

２
３ 

学
習
研
究
所
﹃
学
研
国
語
大
辞
典
﹄
四
三
四
頁
︑﹁
聞
く
﹂
の
意
味
参
照 

２
４ 

﹃
浄
土
真
宗
聖
典(
註
釈
版)

﹄(

以
後
略
称
を
使
う)

︑
二
五
一
頁 

２
５ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
五
一
頁
︑﹁
仏
願
の
生
起
本
末
﹂
の
意
味 

２
６ 

﹃
註
釈
版
﹄
二
五
一
頁
︑﹁
聞
と
い
ふ
は
﹂
の
意
味
参
照 

２
７ 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
念
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︑﹁
仏
教
コ
ラ
ム
ー
聴
く
と
聞
く
ー
﹂
参
照 

 
https://w

w
w

.kyonenji.jp 

︵
二
〇
二
二
年
七
月
十
四
日
閲
覧
︶ 

２
８ 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
﹃
大
切
な
人
を
亡
く
す
と
い
う
こ
と
～
自
死
・
葬
儀
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
考
え
る
～
﹄
四
十

七―

四
十
八
頁 

２
９ 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
﹃
大
切
な
人
を
亡
く
す
と
い
う
こ
と
～
自
死
・
葬
儀
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
考
え
る
～
﹄
四
十

七
頁
︑
五
十
七
頁
参
照 

３
０ 

高
木
慶
子
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
：
悲
嘆
の
さ
な
か
に
あ
る
人
を
支
え
る
﹄
十
七
頁 

３
１ 

村
上
速
水
﹃
親
鸞
教
義
と
そ
の
背
景
﹄
二
一
五
頁―
二
一
六
頁
参
照 

３
２ 

﹃
註
釈
版
﹄
一
一
五―

一
一
六
頁 

３
３ 

﹃
註
釈
版
﹄
七
三
五
頁 

３
４ 

﹃
註
釈
版
﹄
六
八
〇
頁 

３
５ 

山
田
雄
司
︵
三
重
大
学
教
授
︶﹁
親
鸞
聖
人
が
生
き
ら
れ
た
時
代
の
日
本
は
？
﹂
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
参
照 

 
 

https://w
w

w
.inadagobo.org 

︵
二
〇
二
三
年
一
月
一
一
日
閲
覧
︶ 

３
６ 

親
鸞
は
﹁
俱
会
一
処
﹂
と
い
う
言
葉
を
一
度
も
使
用
し
た
こ
と
は
な
い
が
︑
倶
会
一
処
に
通
じ
る
思
想
で
あ
る
︒ 

https://www.hongwanji.or.jp/
https://www.kyonenji.jp/
https://www.inadagobo.org/
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３
７ 
勧
学
寮
編
﹃
親
鸞
聖
人
の
教
え
﹄
三
二
七―

三
二
八
頁
参
照 

３
８ 
﹃
註
釈
版
﹄
一
二
四
頁 

３
９ 

勧
学
寮
編
﹃
親
鸞
聖
人
の
教
え
﹄
三
二
九
頁
参
照 

４
０ 

﹃
註
釈
版
﹄
七
六
九―

七
七
〇
頁 

４
１ 

﹃
親
鸞
聖
人
御
消
息 

恵
信
尼
消
息
︵
現
代
語
訳
版
︶﹄
五
九―

六
〇
頁 

４
２ 

勧
学
寮
編
﹃
親
鸞
聖
人
の
教
え
﹄
三
二
七
頁―

三
三
三
頁
参
照 

４
３ 

﹃
註
釈
版
﹄
九
〇
六
頁 

４
４ 

鍋
島
直
樹
﹃
死
別
の
悲
し
み
と
生
き
る―

ビ
ハ
ー
ラ
の
心
を
求
め
て―

﹄
二―

十
四
頁
参
照 

４
５ 

﹃
註
釈
版
﹄
九
〇
七
頁 

４
６ 

打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
と
対
象
喪
失(
上)

～
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
三
三
一―

三
三
二
頁
参
照 

４
７ 

打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
と
対
象
喪
失(
上)
～
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
三
三
二
頁 

４
８ 

﹃
註
釈
版
﹄
九
〇
六
頁 

４
９ 

打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失(
下)
～
親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
七
六
頁 

５
０ 

打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失(

下)
～
親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
七
六
頁 
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参
考
文
献 

(

参
考
書
籍) 

・
村
上
速
水
﹃
親
鸞
教
義
と
そ
の
背
景
﹄
永
田
文
昌
堂
︑
一
九
八
七
年 

・
鍋
島
直
樹
﹃
死
別
の
悲
し
み
と
生
き
る―

ビ
ハ
ー
ラ
の
心
を
求
め
て―

﹄
本
願
寺
出
版
社
︑
二
〇
〇
一
年 

・
本
願
寺
出
版
社
﹃
浄
土
真
宗
聖
典(

註
釈
版)

﹄
二
〇
〇
四
年 

・
高
木
慶
子
︑
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
︑
柳
田
邦
男
﹃︿
悲
嘆
﹀
と
向
き
合
い
︑
ケ
ア
す
る
社
会
を
め
ざ
し
て
：
Ｊ
Ｒ
西

日
本
福
知
山
線
事
故
遺
族
の
手
記
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
三
年 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
﹃
大
切
な
人
を
亡
く
す
と
い
う
こ
と
～
自
死
・
葬
儀
・
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
考
え
る
～
﹄
本
願
寺

出
版
社
︑
二
〇
一
三
年 

・
本
願
寺
教
学
伝
道
研
究
所
﹃
親
鸞
聖
人
御
消
息 

恵
信
尼
消
息
︵
現
代
語
訳
版
︶﹄
本
願
寺
出
版
社
︑
二
〇
一
六
年 

・
勧
学
寮
編
﹃
親
鸞
聖
人
の
教
え
﹄
本
願
寺
出
版
社
︑
二
〇
一
七
年 

・
島
薗
進
﹃
と
も
に
悲
嘆
を
生
き
る
：
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
歴
史
と
文
化
﹄
朝
日
新
聞
出
版
︑
二
〇
一
九
年 

・
坂
口
幸
弘
﹃
死
別
の
悲
し
み
に
向
き
合
う
：
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
は
何
か
﹄
講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
二
〇
年 

・
高
木
慶
子
︑
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
﹃
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
：
悲
嘆
の
さ
な
か
に
あ
る
人
を
支
え
る
﹄
勁
草
書
房
︑
二

〇
二
一
年 

・
坂
口
幸
弘
﹃
悲
嘆
学
入
門
：
死
別
の
悲
し
み
を
学
ぶ
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
二
二
年 
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 (

参
考
論
文) 

・
打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
と
対
象
喪
失(

上)

～
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
﹃
眞
宗
學
﹄
第
一
三
七
・
一
三
八
合
併
号
︑
二

〇
一
八
年 

・
打
本
弘
祐
﹁
親
鸞
に
お
け
る
対
象
喪
失(

下)

～
親
鸞
思
想
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
の
接
点
を
求
め
て
～
﹂
﹃
眞
宗
學
﹄
第
一
三
九

号
︑
二
〇
一
九
年 

・
鍋
島
直
樹
﹁
親
鸞
に
お
け
る
愛
別
離
苦
へ
の
姿
勢
﹂﹃
眞
宗
學
﹄
第
九
九
・
一
〇
〇
合
併
号
︑
一
九
九
九
年 

   (

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト) 

・
上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
﹁
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
に
つ
い
て
﹂ 

https://piloti.sophia.ac.jp 

︵
二
〇
二
三
年
一

月
十
日
閲
覧
︶ 

・C
ruse B

ereavem
ent Support

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

https://w
w

w
.cruse.org.uk 

︵
二
〇
二
三
年
一
月
十
日
閲
覧
︶ 

・
Ｊ
Ｒ
西
日
本
﹁
企
業
理
念
﹂﹁
安
全
憲
章
﹂
Ｐ
Ｄ
Ｆ 

https://w
w

w
.w

estjr.co.jp

︵
二
〇
二
三
年
一
月
十
日
閲
覧
︶ 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
︵
西
本
願
寺
︶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
災
害
支
援
﹁
東
日
本
大
震
災
へ
の
取
り
組
み

https://w
w

w
.hongw

anji.or.jp

︵
二
〇
二
二
七
月
十
四
日
閲
覧
︶ 

・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
念
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・﹁
仏
教
コ
ラ
ム
ー
聴
く
と
聞
く
ー
﹂ 

 
https://w

w
w

.kyonenji.jp 

︵
二
〇
二
二
年
七
月
十
四
日
閲
覧
︶ 

・
山
田
雄
司
︵
三
重
大
学
教
授
︶﹁
親
鸞
聖
人
が
生
き
ら
れ
た
時
代
の
日
本
は
？
﹂
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト 

 
https://w

w
w

.inadagobo.org 

︵
二
〇
二
三
年
一
月
一
一
日
閲
覧
︶ 

  

https://piloti.sophia.ac.jp/
https://www.cruse.org.uk/
https://www.westjr.co.jp/
https://www.hongwanji.or.jp/
https://www.kyonenji.jp/
https://www.inadagobo.org/



