
第
四
一
回

光
華
講
座

浄
土
の
意
義

東
京
大
学
教
授

下

田

正

弘

１
「
場
を
問
う
こ
と
」
と
「
私
を
問
う
こ
と
」

み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
下
田
正
弘
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
公
開
講
座
で
、「
浄
土
の
意
義
」
と
い
う
、
分
不
相
応
に
大
き
な
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ

て
、
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

い
ま
、
一
郷
先
生
か
ら
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
わ
た
し
た
ち
に
分
か

り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
身
近
な
こ
と
ば
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
で
は
言
う
に
お
よ
ば
ず
、

「
浄
土
」
を
標
榜
す
る
ご
宗
旨
に
お
い
て
さ
え
も
、「
浄
土
」
を
説
き
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
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こ
の
こ
と
ば
は
、
と
て
も
た
い
せ
つ
な
世
界
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。

浄
土
を
め
ぐ
る
理
解
の
困
難
さ
の
背
後
に
は
、
慎
重
に
考
察
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
そ
の
全
体
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
な
か
か
ら
一
つ
、
中
心
に
な
る
と
思
わ
れ
る
も
の

を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
私
が
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
イ
ン
ド
仏
教
の
理
解
に
立
っ
て
、
で
き
る
だ
け
分
か
り

や
す
く
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
一
つ
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
浄
土
と
い
う
こ
と
ば
が
、
土
、
国
土
、
場
所
で

す
ね
、
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
す
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち

が
ふ
つ
う
に
た
い
せ
つ
だ
と
思
う
テ
ー
マ
は
「
私
」
で
す
ね
。「
私
と
は
だ
れ
な
の
か
」「
私
は
い
っ
た
い
何
者
な

の
か
」「
私
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
」。「
私
」
と
い
う
テ
ー
マ
こ
そ
が
つ
ね
に
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
今
日
の
テ
ー
マ
は
「
土
」
で
す
。「
場
」
で
す
。「
私
が
だ
れ
」
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
ど
こ
に

い
る
の
か
」
を
問
う
て
い
る
の
で
す
。
ま
ず
こ
の
こ
と
の
意
味
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
話
は
こ
の
視
点
で
一
貫
し
て
い
ま
す
。「
だ
れ
」
と
い
う
こ
と
を
問
わ
ず
に
、
と
い
う
よ
り
も
、
じ
つ
は

そ
れ
を
問
う
時
に
、「
ど
こ
」
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
仏
教
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
ど
こ
」

と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
と
し
て
「
浄
土
」
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
中
国
で
翻
訳
語
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
本
と

な
る
理
念
と
い
い
ま
す
か
、
こ
と
ば
の
核
は
イ
ン
ド
で
で
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
『
無
量
寿
経
』
の
よ
う
な
経
典

に
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
念
を
支
え
る
根
拠
を
問
う
て
み
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
ど
こ
」
と
い
う
問
い
の
た

い
せ
つ
さ
に
至
り
つ
き
ま
す
。
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た
し
か
に
私
た
ち
は
自
分
が
い
る
「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い
を
抱
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
私
は
ど
こ

か
ら
や
っ
て
来
て
、
ど
こ
に
行
こ
う
と
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
持
ち
ま
す
。
自
分
の
死
を
問
題
と
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
避
け
が
た
い
問
い
と
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
「
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
」
と
い
う
問
い
は
、「
私
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
」
と
い
う
問
い
と
、
じ
つ
は

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
自
分
の
立
つ
場
が
分
か
ら
ず
し
て
、
自

分
は
分
か
ら
な
い
。「
ど
こ
」
の
問
い
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
地
図
の
う
え
に
現
在
地
と
と
も
に
自
分
を
発

見
す
る
よ
う
な
事
態
で
す
。
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
か
が
不
明
な
ま
ま
で
は
、
じ
つ
は
「
私
」
の
問
い
も
解
け
る
こ

と
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
私
た
ち
は
、「
い
ま
、
ど
こ
に
い
る
の
か
」
を
問
わ
ず
に
、「
私
」
ば
か
り
を
問
お
う
と
し
て
い
る
の

で
す
ね
。
所
在
、
根
拠
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
私
」
を
め
ぐ
る
こ
と
ば
ば
か
り
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。「
ど
こ
」
か

ら
す
っ
か
り
切
り
離
さ
れ
た
「
私
」
は
、
浮
遊
す
る
断
片
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
ほ
ど
「
私
」
を
解
明
し
て

い
っ
て
も
、
最
後
に
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
う
。
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
い
か
に
立
派
な
「
私
」
が
出

て
き
て
も
、「
ど
こ
」
が
分
か
ら
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
足
場
の
な
い
砂
上
の
楼
閣
の
よ
う
に
、
や
が
て
は
崩
壊
し

消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

ど
ん
な
こ
と
ば
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
は
と
て
も
た
い
せ
つ
な
課
題
で
す
。
ど
ん
な
こ
と
ば
を
遣
う

か
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
心
の
か
た
ち
が
決
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
心
の
か
た
ち
に
応
じ
て
、
外
の
世
界

が
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
そ
の
外
の
世
界
を
こ
と
ば
に
託
し
、
心
の
な
か
に
反
映
さ
せ
て
ゆ
く
。
外
の
も

の
ご
と
と
内
の
心
は
、
こ
と
ば
を
介
し
て
お
互
い
を
照
ら
し
あ
う
関
係
に
立
ち
ま
す
。「
心
」
と
「
も
の
・
こ
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と
」、
そ
の
あ
い
だ
に
立
つ
「
こ
と
ば
」。
こ
の
「
こ
と
ば
」
を
見
直
し
て
い
く
時
に
、
じ
つ
は
「
私
」
の
ま
え
に

「
ど
こ
」
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
た
い
せ
つ
さ
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
点
に
ま
ず
意
識
を
、
注
意
を
向
け
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

古
代
イ
ン
ド
の
宗
教
思
想
を
四
千
年
前
ま
で
辿
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
問
い
は
、
ま
さ
に
い

ま
申
し
上
げ
た
か
た
ち
で
出
て
き
て
い
ま
す
。「
私
は
だ
れ
か
」
の
ま
え
に
「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い
が

あ
る
の
で
す
。「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
の
問
い
が
現
れ
、
し
ば
ら
く
時
が
経
っ
て
よ
う
や
く
「
私
は
だ
れ
か
」
の

問
い
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
紀
元
前
千
五
百
年
か
ら
紀
元
前
八
百
年
く
ら
い
の
間
の
歴
史
な
の
で
す
け
れ
ど

も
、
人
び
と
が
気
づ
い
て
き
た
で
き
ご
と
を
、
こ
と
ば
の
足
跡
を
辿
り
な
が
ら
追
い
か
け
て
み
る
と
、
こ
の
こ
と

が
分
か
っ
て
き
ま
す
。

２
「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い

で
は
、
し
ば
ら
く
「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
、
こ
の
世
界
、「
こ

こ
」
に
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
気
が
つ
い
て
み
た
ら
、
こ
の
世
界
の
中
に
い
ま
し
た
。
こ
の
世
界
が
い
っ
た
い
ど

こ
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ま
る
で
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
気
が
つ
く
と
こ
の
中
に
放
り
出
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

こ
こ
に
生
ま
れ
て
き
て
以
来
、
私
た
ち
は
手
探
り
で
「
こ
こ
が
ど
こ
か
」
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
よ
う
と
し
て

い
る
。
な
ぜ
「
こ
こ
」
に
生
ま
れ
て
き
た
か
が
分
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
「
こ
こ
」
を
確
か
め
た
い
と
い
う
問
い
が
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出
て
き
ま
す
。「
私
」
を
問
う
以
前
に
、
そ
の
「
私
」
を
支
え
て
い
る
「
こ
こ
」
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
た
い
。
成

長
し
、
生
き
て
い
く
過
程
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
こ
こ
」
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
歴
史
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。私

た
ち
に
は
自
分
の
根
拠
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
根
拠
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
な
ぜ
か
こ
こ
に
何
か
誕
生
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
始
ま
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
こ
こ
、
こ
の
世
界
は
、
私
が
作
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
そ
こ
に
自
分
が
生
ま
れ
て
き
た
。

そ
し
て
生
ま
れ
て
以
降
、
私
た
ち
は
「
こ
こ
」
に
す
で
に
存
在
し
た
世
界
の
か
た
ち
に
、
自
分
自
身
を
沿
わ
せ

て
ゆ
く
。
こ
れ
が
一
つ
一
つ
を
学
ん
で
ゆ
く
過
程
で
す
ね
。
親
か
ら
、
あ
る
い
は
先
人
た
ち
か
ら
、
前
を
歩
い
て

い
く
人
た
ち
か
ら
、
こ
こ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
か
を
、
教
え
ら
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。「
こ
こ
は
こ
ん
な
と

こ
ろ
だ
。
だ
か
ら
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
生
き
て
い
き
な
さ
い
。
こ
う
す
れ
ば
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
す

れ
ば
危
な
い
。
だ
か
ら
こ
う
し
て
い
き
な
さ
い
」
と
教
え
ら
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
少
し
ず
つ
少
し
ず

つ
、
あ
あ
、
こ
こ
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
な
の
か
な
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
身
に
つ
け
て
ゆ
く
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
本
当
に
「
こ
こ
」
が
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
、
す
べ
て
を
分
か
り
き
っ
た
人
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
と
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
じ
つ
は
私
も
分
か
ら
な
い
ん

だ
、
で
も
、
い
ま
事
実
と
し
て
こ
こ
に
い
る
ん
だ
、
そ
し
て
、
い
ま
生
き
て
い
る
ん
だ
、
と
い
う
答
え
が
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
正
直
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
こ
こ
は
ど
こ
で
あ
る
か
、
全
て
分
っ
て
し
ま
っ

た
、
見
と
お
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
と
、
ど
ん
な
問
題
が
お
き
て
も
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か

し
私
た
ち
の
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
さ
に
、
い
ま
の
現
実
が
示
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し
て
い
る
よ
う
に
、「
想
定
外
」
と
い
う
こ
と
ば
で
し
か
表
せ
な
い
こ
と
が
起
き
る
の
が
、
偽
ら
ざ
る
事
実
で

す
。
あ
た
か
も
、
す
べ
て
を
知
り
つ
く
し
、
す
べ
て
を
制
御
で
き
る
か
の
よ
う
に
話
を
す
る
の
は
、
た
と
え
科
学

者
と
い
っ
て
も
、
誠
実
さ
を
欠
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
し
か
し
、
分
か
る
、
分
か
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
事
実
を
拒
否
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
事
実
と
し
て
す
で
に
生
ま
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
こ
の
世
界
を
生
き
て

ゆ
く
た
め
に
は
、
一
つ
一
つ
こ
の
世
界
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
学
び
、
身
に
つ
け
て
ゆ
く
し
か
な
い
。
す

で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
を
用
い
、
そ
し
て
さ
ら
に
何
か
作
り
出
し
、
そ
こ
に
付
け
足
し
て
、
次
の
世
代
に
引

き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
一
生
は
、「
こ
こ
が
ど
こ
か
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
生

ま
れ
て
き
て
、
し
か
し
、
分
か
ら
な
い
そ
の
世
界
に
「
な
っ
て
い
く
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
が
事
実
で

す
。
そ
れ
が
、「
こ
の
世
界
、
こ
の
土
に
生
ま
れ
、
こ
の
世
界
、
こ
の
土
の
者
に
な
る
身
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
た
ち
は
日
本
の
あ
る
時
代
に
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
固
有
の
環
境
が
あ
り
ま
す
。
五
十

年
、
百
年
と
い
う
、
限
ら
れ
た
、
特
定
の
時
間
に
、
こ
の
与
え
ら
れ
た
環
境
を
自
分
自
身
で
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
身
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
と
ば
を
身
に
つ
け
、
知
識
を
身
に
つ
け
、
そ
し
て
技
能
を
身
に
つ

け
、
そ
う
や
っ
て
、
こ
の
世
界
を
生
き
る
者
に
な
っ
て
い
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。

イ
ン
ド
の
宗
教
の
歴
史
の
な
か
か
ら
仏
教
が
出
て
く
る
以
前
の
歴
史
を
、
ヴ
ェ
ー
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
聖
典
に

よ
っ
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、「
こ
こ
が
ど
こ
か
」
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た

後
に
、「
こ
こ
」
に
即
し
た
か
た
ち
で
の
「
私
」
の
す
が
た
が
出
て
く
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
時

代
に
「
自
己
」
は
問
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と
よ
ば
れ
る
、
そ
の
注
釈
書
の
時
代
に
な
っ
て
、
自
己
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が
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
た
と
え
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

自
分
の
一
生
を
一
つ
の
演
劇
、
役
割
を
演
じ
て
い
く
舞
台
だ
と
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、
舞
台
が
何
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
、
そ
の
上
に
い
る
自
分
が
分
か
っ
て
く
る
。
登
場
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
、
そ
の

舞
台
装
置
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
上
演
の
筋
が
あ
っ
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
。
私
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
は
、
こ
の

役
割
を
受
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
舞
台
の
ほ
う
な

の
で
す
ね
。「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
の
ほ
う
な
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
最
初
に
「
私
と
は
だ
れ
か
」
と
い
う
問

い
を
立
て
る
と
い
う
の
は
、
問
い
の
順
序
が
違
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。「
こ
こ
」
と
い
う
「
場
」
が
明
ら
か
に

な
っ
て
、
そ
こ
に
応
じ
た
「
私
」
が
出
て
く
る
。

け
れ
ど
も
現
在
私
た
ち
は
、
思
想
に
お
い
て
で
あ
れ
、
宗
教
に
お
い
て
で
あ
れ
、
倫
理
に
お
い
て
で
あ
れ
、
問

い
を
「
私
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
に
解
け
な
い
問
題
が
た
く
さ
ん

出
て
き
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
解
け
た
よ
う
に
み
え
て
、
か
え
っ
て
分
か
ら
な
く
な
る
こ
と
が
続
出
す
る
。
こ

れ
で
解
決
で
き
た
と
思
っ
て
も
、
い
つ
も
な
ん
だ
か
ス
ル
リ
と
消
え
て
し
ま
う
。

も
う
一
度
、
私
た
ち
の
生
ま
れ
て
き
た
事
実
に
素
直
に
戻
っ
て
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
丹
念
に
見
直
し
て
み
る
と

こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
が
ど
こ
か
」
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
こ
の
私
は
誕
生
し
た
。
親
か

ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
い
の
ち
の
根
源
が
自
分
に
は
な
い
。
自
分
の
命
さ
え
も
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
分

か
ら
な
い
。

お
ぎ
ゃ
あ
、
と
言
っ
て
生
ま
れ
て
出
て
き
た
後
に
、
母
親
に
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
親
か
ら

自
分
の
名
前
を
語
り
か
け
ら
れ
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
名
前
も
自
分
で
つ
け
た
も
の
で
は
な
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い
。
け
れ
ど
も
、
外
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
つ
づ
け
、
私
た
ち
は
そ
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
応
え
て
い
く
こ
と
が
少

し
ず
つ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
親
が
私
た
ち
を
抱
き
と
り
、
呼
び
か
け
続
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
は
応
え
よ
う
が
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身
の
誕
生
の
前
提
に
は
、
私
が
私
に
な
る
ま
え
に
「
私
を
受
け
取
っ
て
い
る
人
が
あ

る
」
わ
け
で
す
。
私
に
な
り
ゆ
く
過
程
に
は
、
つ
ね
に
私
を
受
け
取
り
、
私
に
語
り
か
け
続
け
る
存
在
が
あ
る
わ

け
で
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
自
分
の
誕
生
の
前
提
に
は
、「
出
会
い
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。
親
と
の
出
会
い
が

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
出
会
い
を
通
し
て
は
じ
め
て
私
が
私
に
な
っ
て
ゆ
く
。

そ
の
親
と
の
出
会
い
こ
そ
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
は
、「
こ
こ
」
と
の
出
会
い
で
す
。
そ
し
て
、
い
ま
、
私
た

ち
が
切
実
な
問
い
と
し
て
「
私
は
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
」、「
私
は
こ
れ
で
よ
か
っ
た
の
か
」
と
問
う
と
き
に

は
、
つ
ね
に
こ
の
と
お
り
の
こ
と
ば
で
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
そ
の
「
こ
と
ば
」
を
通
し
て
、
私
自
身
の
う
ち
に

何
か
を
喚
起
し
、
模
索
を
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
の
模
索
、
葛
藤
を
引
き
起
こ
す
「
こ
と
ば
」
自
身
が
、
こ
れ

ま
た
私
が
作
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る

も
の
に
よ
っ
て
こ
の
「
私
」
を
問
う
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
の
次
第
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
も
そ

も
「
私
」
は
「
出
会
い
」
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
よ
う
も
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
に
立
ち
戻
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
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菩
薩
と
い
う
存
在

こ
う
考
え
ま
す
と
、
私
で
は
な
く
、
な
ぜ
「
場
」
が
、「
土
」
が
こ
と
ば
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
か
、

「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
仏
教
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
か
、
そ
の
こ
と
が
少
し
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

仏
教
の
歴
史
を
見
て
ゆ
き
ま
す
と
、「
こ
こ
は
ど
こ
で
あ
る
か
」
が
つ
ね
に
問
わ
れ
て
お
り
、
与
え
ら
れ
た
出

会
い
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
存
在
が
存
在
と
な
る
事
態
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
課
題
を
、
と
て
も
分
か
り
や

す
い
こ
と
ば
に
し
た
も
の
、
そ
れ
が
「
菩
薩
」
と
い
う
存
在
で
す
。
仏
と
い
う
よ
り
も
、
仏
に
「
な
り
ゆ
く
も

の
」
と
し
て
の
「
菩
薩
」。
そ
れ
を
問
う
わ
け
で
す
。

仏
が
い
っ
た
何
者
な
の
か
、
私
た
ち
は
そ
れ
ば
か
り
を
問
い
た
く
な
る
。
そ
れ
が
分
か
れ
ば
、
仏
教
の
極
意
が

手
に
入
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
私
が
立
っ
て
い
る
場
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
自
分
を

知
ろ
う
と
す
る
誤
り
に
通
じ
て
い
ま
す
。
私
探
し
を
繰
り
返
し
し
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
は
堂
々
め
ぐ
り
の
、
ま

さ
に
輪
廻
と
よ
ば
れ
る
事
態
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
私
が
私
に
な
っ
て
ゆ
く
ま
で
に
ど
ん
な
前
提
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
過
程
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
知

る
必
要
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
仏
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
仏
が
仏
に
な
る
道
、
仏
に

な
り
ゆ
く
存
在
、
つ
ま
り
「
菩
薩
」
を
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

釈
尊
は
、
こ
の
世
界
で
悟
り
を
開
い
て
仏
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
釈
迦
が
ど
ん
な
人
で
あ
っ
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た
の
か
を
、
仏
教
徒
た
ち
は
探
し
求
め
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
釈
尊
に
出
会
っ
た
人
た
ち
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

わ
ず
か
な
数
で
す
。
千
二
百
五
十
人
く
ら
い
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
後
の
無
数
と
い
っ
て
い
い
仏
教
徒
た
ち
は

釈
迦
と
い
う
仏
に
は
、
ま
っ
た
く
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
物
理
的
に
出
会
わ
ず
と
も
、
仏
の
存
在
が

一
体
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
か
れ
ら
は
ど
こ
か
に
確
信
し
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
教
え
を
身
に
受

け
て
継
承
し
つ
づ
け
た
。
こ
こ
に
仏
教
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
仏
教
徒
た
ち
が
、
ブ
ッ
ダ
が
一
体
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
探
求
す
る
中
で
出
て

き
た
も
の
、
そ
れ
が
「
菩
薩
」
で
す
。
か
れ
ら
は
こ
う
理
解
し
ま
す
。
釈
尊
は
な
に
ゆ
え
に
仏
に
な
り
え
た
の

か
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
は
る
か
、
は
る
か
、
は
る
か
な
る
過
去
に
お
い
て
、
釈
尊
は
仏

と
「
出
会
っ
て
い
る
」。
仏
と
の
出
会
い
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
仏
と
い
う
存
在
に
な
る

道
が
開
か
れ
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
│
│
上
座
部
仏
教
で
あ
る
と
か
、
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教

で
あ
る
と
か
と
言
わ
れ
ま
す
が
│
│
で
あ
っ
て
も
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
で
あ
っ
て
も
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
本

に
入
っ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
あ
っ
て
も
、
共
通
し
て
い
る
理
解
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
仏
に
な
れ
た
の
か
。
仏
と
出
会
っ
た
か
ら
だ
。
出
会
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
出
会
っ
た
も
の
に
な
っ
て

ゆ
く
、
出
会
っ
た
存
在
に
な
っ
て
ゆ
く
道
が
開
か
れ
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
、
し
か
し
重
要
な
押
さ

え
で
す
。

釈
尊
が
出
会
っ
た
、
そ
の
は
る
か
、
は
る
か
過
去
の
仏
の
名
は
、
燃
灯
仏
と
呼
ば
れ
ま
す
。
明
か
り
を
灯
す
、

火
を
灯
す
、
と
い
う
名
前
の
仏
で
す
。
仏
に
な
り
ゆ
く
火
を
灯
し
て
く
れ
た
、
そ
う
い
う
名
前
を
持
っ
て
い
る
仏

と
、
釈
尊
は
、
は
る
か
、
は
る
か
過
去
に
お
い
て
出
会
わ
れ
た
。
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そ
し
て
そ
の
出
会
い
の
時
に
、
願
い
が
灯
っ
た
。
私
も
、
こ
の
仏
と
同
じ
存
在
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
願
い
が

灯
さ
れ
た
。
燃
灯
仏
と
い
う
仏
に
よ
っ
て
、
釈
尊
の
心
に
仏
の
火
種
が
灯
さ
れ
た
。
そ
の
灯
火
を
釈
尊
は
ず
っ
と

ず
っ
と
抱
え
つ
づ
け
て
き
た
。
幾
た
び
も
生
ま
れ
変
わ
り
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
の
灯
火
を
失
わ
ず
に
消
す
こ

と
な
く
保
ち
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
の
灯
火
が
つ
い
に
釈
迦
を
し
て
仏
に
な
ら
し
め
た
、
こ
う
理
解
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

「
菩
薩
」
と
い
う
存
在
、
つ
ま
り
、
な
に
ゆ
え
に
仏
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
根
源
に
、
意
識
の
光
を
当
て
て
い

こ
う
と
し
て
す
る
仏
教
。
こ
れ
は
「
存
在
」
を
と
て
も
深
い
所
か
ら
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
す
。
い
ま
、

結
果
と
し
て
見
え
て
い
る
も
の
だ
け
を
扱
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
い
ま
見
え
て
い
る
世
界

が
、
ど
ん
な
見
え
な
い
世
界
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
か
。
見
え
る
世
界
の
背
後
に
、
ど
う
い
う
見
え
な
い
世
界
が

存
在
し
て
い
る
か
。
そ
の
見
え
な
い
世
界
と
の
関
係
に
お
い
て
、
い
ま
見
え
て
い
る
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す
る
、

非
常
に
深
い
存
在
の
理
解
が
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
燃
灯
仏
か
ら
仏
に
な
る
願
い
の
灯
火
を
灯
さ
れ
た
後
、
釈
尊
は
ど
ん
な
人
生
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
に
い
い
ま
す
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
犠
牲
の
歴
史
で
し
た
。
例
え
ば
ウ
サ
ギ
に
生
ま
れ

た
時
に
、
そ
の
身
を
飢
え
た
虎
に
布
施
を
す
る
物
語
。
王
子
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
時
に
、
自
分
の
財
産
と
国
と

妻
子
、
全
て
を
求
め
る
一
人
の
も
の
に
布
施
を
し
て
い
く
物
語
。
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
が
残
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
ら
は
、
自
分
と
い
う
存
在
を
何
か
に
向
け
て
犠
牲
に
し
て
い
く
道
な
の
で
す
。

慈
悲
を
説
き
、
平
和
を
説
き
、
涅
槃
と
い
う
寂
静
な
世
界
を
説
く
仏
教
の
教
え
に
比
し
ま
す
と
、
こ
う
し
た
犠

牲
物
語
は
、
ち
ょ
っ
と
異
質
な
ト
ー
ン
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
じ
っ
さ
い
に
、
こ
れ
は
本
来
の
仏
教
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的
な
も
の
で
は
な
く
、
な
に
か
民
衆
的
な
も
の
が
入
っ
て
き
た
結
果
だ
と
い
う
理
解
を
な
す
研
究
者
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
仏
教
の
要
素
で
す
。

耐
え
難
い
犠
牲
を
払
っ
て
い
く
中
、
灯
火
が
ず
っ
と
保
た
れ
続
け
て
き
て
い
る
。
仏
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
願

い
の
灯
火
は
、
い
か
な
る
風
雨
に
よ
っ
て
も
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
保
ち
つ
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
幾

た
び
も
の
人
生
を
重
ね
な
が
ら
、
釈
尊
は
、
つ
い
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
誕
生
し
、
そ
こ
で
仏
に
な
る
最
後
の
道
を

歩
か
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
八
十
年
、
釈
迦
の
生
涯
だ
、
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。

八
十
年
の
生
涯
と
い
う
の
は
、
仏
へ
の
道
の
、
大
き
な
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
わ
ず
か
八
十
年
だ
け
を

照
ら
し
て
み
て
も
、
釈
尊
が
仏
と
な
っ
た
こ
と
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
背
後
に
、
足
下
に
、
は
る

か
に
深
く
て
広
い
世
界
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
体
と
と
も
に
、
こ
の
八
十
年
と
い
う
生
涯
の
意
味
を
見
通
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
仏
教
徒
が
理
解
す
る
、
歴
史
の
中
の
仏
教
で
あ
り
ま
す
。

４

深
遠
な
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
理
解

と
こ
ろ
が
現
在
は
、
八
十
年
の
釈
迦
の
生
涯
、
ゴ
ー
ダ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
一
人
の
人
生
伝
記
と
し
て
描
け

ば
、
そ
れ
で
仏
教
の
意
味
が
つ
き
て
し
ま
う
か
の
よ
う
に
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
図
書
館
に
行
っ
て
も
、

書
店
に
行
っ
て
も
、
仏
と
は
何
か
と
い
う
と
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
生
ま
れ
、
ク
シ
ナ
ガ
ラ
で
滅
し
て
い
く
、
ど
う
い

う
親
の
元
に
生
ま
れ
て
、
ど
ん
な
人
生
経
験
を
し
て
き
た
人
で
…
と
い
う
、
私
た
ち
の
、
ち
ょ
う
ど
誕
生
し
て
最

期
の
お
葬
式
を
迎
え
る
ま
で
の
、
そ
の
間
の
時
間
で
閉
じ
て
ま
っ
た
仏
の
説
明
し
か
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
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ん
。
こ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
、
仏
教
研
究
者
た
ち
が
仏
の
存
在
を
め
ぐ
る
視
野
を
き
わ
め
て
狭
い
も
の
に
し
て
し

ま
っ
た
結
果
で
し
て
、
大
き
な
問
題
点
で
す
。

こ
こ
で
専
門
的
な
詳
細
を
お
話
し
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
史
料
の
事
実
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
か

ん
た
ん
に
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
を
、
誕
生
し
て
亡
く
な
る
ま
で
の
一
つ
の
歴
史
記
録
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
も
の
は
、
じ
つ
は
、
チ
ャ
リ
タ
文
学
と
い
わ
れ
る
も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
あ
り
ま
せ
ん
。（
ロ
ミ
ラ

・
タ
ー
パ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
こ
の
文
学
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。）
ブ
ッ
ダ
の
誕
生

を
記
す
記
録
、
史
料
は
、
必
ず
「
誕
生
以
前
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
ど
こ
で
終
わ
る
か
と
い
う
と
、
ブ
ッ

ダ
の
悟
り
、
あ
る
い
は
、
初
め
て
教
え
を
説
く
、
初
転
法
輪
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い

る
。
こ
れ
が
ま
ず
大
多
数
の
文
献
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
珍
し
い
部
類
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
亡
く
な
る
時
点
を
テ
ー
マ
に
し
た
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
亡
く
な
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
よ
う

で
い
て
、
必
ず
亡
く
な
っ
た
後
に
話
が
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
に
は
、
ど
う
や
っ
て
亡
く
な
っ
た
後
に
、
こ
の

教
え
が
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
繋
が
り
、
も
う
一
つ
は
、
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
が
分
配
さ
れ
て
仏
塔

が
で
き
て
き
た
か
と
い
う
話
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
入
滅
さ
れ
た
後
の
記
事
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ

に
『
涅
槃
経
』
編
纂
の
本
来
の
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
私
た
ち
が
手
に
す
る
ブ
ッ
ダ
の
一
生
、
生
ま
れ
て
亡
く
な
る
ま
で
の
物
語
は
、
じ
つ
は
研
究
者
た
ち

が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
資
料
を
集
め
て
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
し
て
作
り
上
げ
た
、
人
工
的
な
産
物
で
す
。
生
ま
れ

て
死
ぬ
ま
で
の
仏
と
い
う
理
解
が
出
て
き
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
明
治
以
降
に
な
っ
て
か
ら
な
ん
で
す
ね
。
こ
こ
に
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は
仏
教
理
解
の
近
代
化
の
罠
が
潜
ん
で
い
ま
す
。

じ
っ
さ
い
の
歴
史
で
仏
教
徒
た
ち
が
ブ
ッ
ダ
を
ど
う
見
て
き
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
娑
婆
世

界
に
辿
り
着
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
誕
生
以
前
に
遡
っ
て
描
き
つ
づ
け
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
、

こ
こ
で
シ
ュ
ッ
ト
ー
ダ
ナ
と
、
マ
ー
ヤ
ー
と
い
う
、
二
人
の
国
王
と
王
妃
の
間
に
誕
生
し
、
二
十
九
で
出
家
し
て

…
と
い
う
物
語
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
こ
こ
で
き
わ
め
て
重
要
な
場
面
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
出
家
を
す
る
時
の
決
意
。
も
う
一
つ
は
悟
り
に
至
る
瞬
間
で
す
。
ま
ず
、
出
家
を
す
る
時
に
、
シ
ッ
ダ

ー
ル
タ
王
子
に
迷
い
が
起
こ
り
ま
す
。
い
ま
国
を
捨
て
、
家
族
を
捨
て
修
行
に
入
っ
て
い
っ
て
も
、
こ
の
道
は
本

当
に
達
成
さ
れ
る
の
か
、
挫
折
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
、
強
い
疑
念
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
時
に
、
何
が
こ

の
ブ
ッ
ダ
を
出
家
の
決
意
に
邁
進
さ
せ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、「
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
」
だ
っ
た
の
で
す
。

燃
灯
仏
に
出
会
っ
て
、
仏
に
な
る
灯
火
を
も
ら
い
、
そ
し
て
そ
こ
で
願
い
を
立
て
て
、
幾
た
び
も
苦
難
の
生
を

巡
り
な
が
ら
、
一
度
も
消
す
こ
と
の
な
か
っ
た
そ
の
灯
火
。
そ
れ
と
と
も
に
過
ぎ
去
っ
た
人
生
一
つ
一
つ
を
、
た

し
か
に
思
い
出
す
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
想
起
に
よ
っ
て
、
出
家
を
決
意
す
る
の
で
す
。「
願
い
の
想
起
」

が
「
出
家
の
決
意
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

同
様
の
こ
と
が
悟
り
の
場
面
で
出
て
き
ま
す
。
出
家
の
後
、
六
年
の
困
難
な
修
行
を
経
て
、
菩
提
樹
の
も
と
に

座
っ
て
最
後
の
瞑
想
に
入
る
。
そ
の
最
後
の
最
後
の
瞬
間
に
、
迷
い
、
誘
惑
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
誘
惑
は
、
私

た
ち
が
抱
え
て
い
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
宿
り
つ
づ
け
て
い
る
、
暗
が
り
の
中
の
盲
目
的
な
力
、
無
明
の
力
で

す
。
方
向
の
取
れ
な
い
暴
力
的
な
力
が
押
し
寄
せ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
退
け
て
釈
尊
は
悟
り
に
至
る
の
で

す
け
れ
ど
も
、
悟
り
に
至
っ
た
証
明
を
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
出
し
た
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
、
仏
像
を
思
い
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出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
大
地
に
証
明
を
乞
う
の
で
す
。
悟
り
の
場
面
の
仏
像
は
、
釈
尊
が
大
地

に
指
を
つ
け
る
「
触
地
印
」
と
い
う
印
を
結
ん
で
い
ま
す
。
大
地
に
証
明
を
委
ね
て
い
る
の
で
す
ね
。
大
地
の
女

神
に
。
大
地
の
女
神
と
い
う
の
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
過
去
か
ら
の
歴
史
の
全
体
で
す
。

５

仏
の
根
拠
と
し
て
の
菩
薩
│
│
浄
土
と
歴
史

日
本
の
大
地
は
、
い
ま
、
大
地
震
、
震
災
で
砕
け
散
り
、
そ
し
て
放
射
性
物
質
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
。
ど

ん
な
に
土
壌
を
入
れ
替
え
て
も
、
土
を
積
み
上
げ
て
も
、
本
当
に
消
え
さ
る
こ
と
は
な
い
。

記
録
を
辿
っ
て
み
る
と
、
九
世
紀
に
は
貞
観
の
大
地
震
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
ね
。

大
地
は
、
こ
れ
ら
の
歴
史
を
全
て
を
知
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
知
ら
な
い
過
去
、
生
ま
れ
、
そ
し
て
亡
く
な

っ
て
い
っ
た
人
た
ち
の
、
歴
史
全
て
を
担
っ
て
い
ま
す
。
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
地
に
証
明
を
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
を
、
釈
尊
は
仏
に
な
る
時
に
す
る
わ
け
で
す
。
出
家
の
さ
い
の
「
過
去
の
記
憶
の
想
起
」
と
、
悟
り
に

至
る
時
の
「
大
地
の
証
明
」
は
、
極
め
て
重
要
な
、
た
だ
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

菩
薩
に
お
け
る
過
去
の
想
起
、
永
劫
の
過
去
か
ら
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
人
生
と
誓
い
の
想
起
、
こ
れ
を
現
代
の

こ
と
ば
言
い
換
え
ま
す
と
、
歴
史
そ
の
も
の
の
想
起
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
歴
史
全
体
を
受
け
て
い
く
。
そ

こ
で
は
、
善
悪
を
論
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
善
も
あ
り
、
悪
も
あ
り
、
そ
の
二
つ
が
い
か

に
乗
り
越
え
ら
れ
ず
と
も
、
た
だ
そ
れ
を
身
に
受
け
つ
づ
け
て
い
く
し
か
な
い
の
が
こ
の
世
界
で
す
。「
こ
こ
が

ど
こ
か
」
分
か
ら
な
い
中
を
、
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
善
、
悪
、
す
べ
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て
を
受
け
つ
づ
け
て
い
る
歴
史
そ
の
も
の
の
、
そ
れ
を
想
起
し
、
受
け
と
る
と
こ
ろ
に
、
仏
の
誕
生
が
あ
る
わ
け

で
す
。

一
人
の
仏
は
一
つ
の
世
界
に
誕
生
す
る
。
こ
れ
が
仏
教
の
お
よ
そ
共
通
す
る
原
則
で
す
。
少
し
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
細
か
い
こ
と
に
は
入
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
生
ま
れ
た
、
こ
の
娑
婆
世
界

の
歴
史
が
は
っ
き
り
す
る
、
そ
れ
を
担
っ
て
く
、
そ
の
存
在
が
釈
迦
牟
尼
仏
と
い
う
仏
の
誕
生
だ
っ
た
の
で
す
。

仏
教
徒
は
こ
の
事
実
を
深
く
受
け
取
り
、
仏
の
伝
記
、
つ
ま
り
仏
伝
を
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
「
無
常
の
た
だ
な
か
」
に
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
先
ん
じ
て
想
定
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
が
か

な
わ
な
い
世
界
に
生
ま
れ
、
生
き
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
壊
れ
、
移
り
変
わ
る
、
留
め
ら
れ
な
い
た
だ
中

に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
灯
火
は
失
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
燃
灯
仏
に
出
会

っ
た
釈
尊
が
仏
に
な
っ
た
と
い
う
事
態
を
受
け
取
っ
た
、
仏
教
徒
の
歴
史
が
証
明
し
て
い
ま
す
。
無
常
で
あ
る
こ

と
と
、
仏
に
成
っ
て
ゆ
く
こ
と
。
こ
れ
は
、
じ
つ
に
一
つ
の
重
な
っ
た
事
態
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
必
要
で

す
。こ

こ
ま
で
く
る
と
、「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
ま
れ
、「
浄
土
」
と
い
う
世
界
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
、

ず
い
ぶ
ん
近
づ
い
て
き
ま
す
。
釈
尊
が
仏
に
な
ら
れ
た
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
の
歴
史
全
体
を
受
け
取
っ
た
こ
と
だ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
人
々
を
支
え
る
「
場
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
す
。「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い

を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
事
実
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
っ
た
。
仏
の
誕
生
は
「
場
の
完
成
」
と
一
つ
な
の
で

す
。浄

土
は
「
清
ら
か
な
土
」
と
書
き
、
清
ら
か
な
場
を
意
味
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
原
語
を
辿
り
ま
す
と
、
場
を
清
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ら
か
に
し
て
い
く
「
行
為
」
も
意
味
し
ま
す
。
浄
化
し
て
ゆ
く
。
私
た
ち
の
生
き
ざ
ま
の
ま
ま
に
、
さ
ま
ざ
ま
に

汚
し
て
し
ま
っ
た
大
地
を
、
い
か
に
す
れ
ば
清
ら
か
に
し
て
ゆ
け
る
の
か
。
こ
こ
を
少
し
ず
つ
で
も
浄
化
し
て
ゆ

か
な
け
れ
ば
、
い
ま
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
は
、
い
か
に
大
変
な

も
の
を
背
負
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、「
土
」
を
「
浄
」
化
し
つ
づ

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
浄
土
」
の
意
味
は
切
実
で
す
。

で
は
、
浄
化
行
為
は
ど
こ
に
成
り
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
釈
尊
の
一
つ
一
つ
の
過
去
世
の
生
涯
が
示
す
と
こ
ろ

を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
を
犠
牲
と
す
る
行
為
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
自
己
を
布
施

し
て
ゆ
く
。
自
分
の
た
い
せ
つ
な
も
の
を
与
え
て
ゆ
く
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
穢
土
が
浄
土
に
な
っ
て
ゆ
く
。

大
地
が
少
し
ず
つ
浄
化
さ
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
非
常
に
た
い
せ
つ
な
行
為
の
積
み
重
ね
が
、
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
行
為
が
仏
を
生
み
出
し
て
き

た
。
釈
尊
は
幾
た
び
も
生
ま
れ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
「
浄
土
」
と
い
う
理
解
の
一
つ
の
重

要
な
柱
で
す
。
犠
牲
行
為
に
よ
る
大
地
の
浄
化
。
そ
し
て
浄
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
こ
」
が
仏
の
国
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
国
土
に
な
る
。
じ
つ
は
「
浄
土
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
仏
国
土
」
を
意
味

す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
、
中
国
で
意
味
を
取
っ
て
訳
さ
れ
た
意
訳
で
す
。
け
れ
ど
も
、「
仏
国
土
」
の
誕
生

は
、
菩
薩
と
し
て
の
儀
性
行
為
の
結
果
と
し
て
、
す
な
わ
ち
浄
化
行
為
の
結
果
と
し
て
成
り
立
っ
た
こ
と
を
知
る

な
ら
、
中
国
で
は
み
ご
と
に
そ
の
意
を
取
っ
て
訳
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
私
た
ち
が
自
ら
で
き
る
こ
と

を
一
つ
ず
つ
、
た
し
か
に
積
み
重
ね
て
い
く
、
漸
次
的
な
過
程
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浄
化
は
で
き
て
ゆ
く
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
は
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
み
ご
と
に
映
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
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浄
土
の
含
意

こ
れ
と
は
一
見
し
て
対
照
的
な
、
と
き
に
ま
る
で
矛
盾
を
す
る
か
に
思
え
る
「
浄
土
」
理
解
が
、
仏
教
に
は
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
心
が
清
ら
か
に
な
る
瞬
間
、
浄
土
は
そ
こ
に
本
来
的
に
実
現
し
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
理
解
で
す
。
こ
こ
を
は
っ
き
り
と
表
明
す
る
の
は
大
乗
仏
教
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
の
含
意

は
、「
仏
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
胚
胎
さ
れ
て
い
ま
す
。
漸
次
的
な
浄
化
過
程

と
し
て
の
「
浄
土
」
と
い
う
理
解
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

心
が
浄
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
が
「
や
が
て
」「
必
ず
」
実
現
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
実

現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、「
ニ
ア
リ
ー
イ
コ
ー
ル
」
な
ん
で
す
ね
。
ま
っ
た
く
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
う
意
味
で
、「
同
じ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
必
ず
、
い
つ
か
、
同
じ
に
な

る
の
で
す
。
そ
れ
は
将
来
す
で
に
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
見
と
お
せ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
見
と
お
し
を
」
得
た
と
き
、「
浄
土
」
は
そ
こ
で
潜
在
的
に
一
挙
に
達
成
さ
れ
て
い
る
。
プ
ロ
セ
ス
一
つ
一
つ

を
長
い
こ
と
積
み
上
げ
て
い
く
過
程
を
表
す
こ
と
ば
で
は
な
く
、
す
で
に
将
来
を
瞬
間
的
に
結
果
と
し
て
与
え
ら

れ
た
、
確
信
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
づ
か
い
の
相
違
は
、
私
た
ち
が
何
か
を
理
解
す
る
こ
と

と
、
一
度
理
解
し
た
こ
と
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
行
為
の
あ
い
だ
に
あ
る
相
違
と
同
じ
で

す
。何

か
を
な
し
遂
げ
よ
う
と
決
意
を
す
る
、
そ
の
決
意
に
よ
っ
て
道
が
開
か
れ
、
や
が
て
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
一
つ
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の
こ
と
が
実
現
す
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
人
生
で
す
。
最
後
ま
で
を
瞬
間
に
見
と
お
し
た
と
い
う
確
信
、
決

意
が
な
け
れ
ば
、
立
ち
上
が
っ
て
道
を
開
い
て
ゆ
く
こ
と
も
起
こ
り
え
ま
せ
ん
。
実
現
さ
れ
た
結
果
は
、
す
で
に

決
意
を
し
た
瞬
間
に
宿
っ
て
い
た
と
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
と
ば
づ
か
い
と
し

て
は
い
っ
こ
う
に
不
自
然
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
二
つ
を
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
と
捉
え
て
し
ま
う
人
た
ち
も
多
い
で
す
。
こ
の
二
つ
は
違
う
仏
教
で
あ
る

と
。
一
つ
一
つ
達
成
し
て
ゆ
く
道
と
、
瞬
間
に
達
成
さ
れ
る
道
。
頓
悟
と
漸
悟
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で

あ
る
と
。
し
か
し
仏
教
は
、
こ
の
両
極
を
つ
ね
に
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
あ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
悟
り
に

向
か
う
、
仏
に
な
り
ゆ
く
と
い
う
事
態
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

一
つ
の
浄
土
が
実
現
さ
れ
た
、
完
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
仏
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
仏
に
な
る
道
を
歩
き
、
無
常
の
た
だ
中
、
次
々
に
願
い
を
壊
し
灯
火
を
消
す
嵐
が
吹
き
、
大
地
が
揺
れ
る

な
か
で
、
つ
い
に
そ
の
灯
を
守
り
通
し
、
実
現
さ
せ
、
仏
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
い
う
問
い
を
問
い
と
し
て
抱
え
、
そ
の
問
い
を
、
分
か
ら
ぬ
「
こ
こ

を
」
歩
き
つ
づ
け
る
な
か
か
ら
明
か
に
し
て
い
っ
た
人
が
あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
最
後
ま
で
「
こ
こ
は
ど
こ

か
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
見
え
な
い
ま
ま
に
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
浮
遊
す
る
よ
う
な
存
在
で
は
な

い
。
は
っ
き
り
と
一
つ
の
歩
む
べ
き
方
向
が
あ
る
こ
と
を
、
指
し
示
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
「
浄

土
の
存
在
」
で
す
。「
仏
国
土
の
存
在
」
で
す
。
仏
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
が
、
た
し
か
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
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浄
土
の
諸
相

こ
の
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
ま
す
と
、
浄
土
理
解
に
あ
る
、
い
ろ
ん
な
側
面
が
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
ま
ず
は
分
か
り
や
す
く
、「
浄
土
」
と
聞
い
た
時
に
、
死
ん
だ
後
に
生
ま
れ
る
世
界
だ
と
す
る
理
解

が
あ
り
ま
す
。
死
後
に
誕
生
す
る
と
こ
ろ
。
こ
れ
は
な
ん
だ
か
迷
信
的
に
聞
こ
え
て
、
今
お
そ
ら
く
、
お
坊
さ
ん

た
ち
で
も
あ
ま
り
語
り
た
く
な
い
世
界
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
今
ま
で
お
話
し
し
て
き
た

こ
と
を
前
提
と
し
て
お
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

逆
に
、
死
後
の
世
界
が
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

私
の
存
在
は
、
も
う
私
の
葬
式
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
世
界
観
は
ど
こ
と
呼
応
す
る
か
と
い
う
と
、
私
の
存

在
は
私
の
誕
生
日
か
ら
始
ま
る
、
そ
こ
と
呼
応
し
て
い
ま
す
。
結
局
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
ま
で
、
そ
こ
に
自
分
を
閉

ざ
し
て
し
ま
う
世
界
観
、
自
己
観
で
す
。

と
こ
ろ
が
私
は
何
に
よ
っ
て
あ
る
か
。「
出
会
い
」
に
よ
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
詳
し
く
申
し
上
げ
ま
し

た
。
こ
の
世
界
と
出
会
っ
た
、
親
と
出
会
っ
た
、
親
が
受
け
取
っ
て
く
れ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、

す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
の
世
界
は
、
親
よ
り
も
さ
ら
に
そ
の
先
の
親
、
さ
ら
に
そ
の
親
…
と
い
う
ふ
う
に
、

ず
っ
と
過
去
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。「
こ
こ
」
は
そ
う
い
う
「
場
」
で
あ
り
ま
す
。

誕
生
日
が
私
の
全
て
を
規
定
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
。
と
す

れ
ば
、
私
は
死
ぬ
時
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
も
っ
と
広
が
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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そ
の
広
が
り
は
、
現
代
で
は
こ
と
ば
が
貧
困
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
代
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
な
環
境
に
よ
っ
て
、
背
景
の
相
違
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
異
な
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

釈
尊
の
生
涯
、
八
十
年
の
生
涯
が
氷
山
の
一
角
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
菩
薩
と
し
て
の
、
ま
さ
に
こ
の
世
界

そ
の
も
の
の
広
が
り
を
抱
え
て
い
た
よ
う
に
、
私
た
ち
自
身
の
存
在
も
、
同
様
の
広
が
り
を
抱
え
て
い
る
、
こ
う

考
え
て
い
い
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
死
で
終
わ
っ
て
し
ま
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。
た
い
せ
つ
な
広
が
り
が
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
、
自

分
が
死
ん
で
も
歴
史
は
つ
づ
き
ま
す
。
私
た
ち
が
い
ま
生
み
だ
し
て
い
る
も
の
、
残
し
て
い
る
も
の
は
、
私
た
ち

が
死
ん
だ
後
も
、
し
っ
か
り
と
つ
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
自
分
が
生
み
出
し
た
も
の
は
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、

自
分
自
身
の
存
在
の
連
続
で
す
。
そ
こ
に
は
責
任
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
責
任
を
、
ど
ん
な
場
で
ど
う
や
っ
て
果
た

し
て
い
け
ば
い
い
の
か
。

こ
の
問
い
に
応
え
る
た
め
に
は
、
自
分
の
死
を
経
て
も
存
続
す
る
世
界
を
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
イ
メ
ー
ジ

で
き
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
未
来
に
た
い
し
て
無
責
任
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
に
、

死
後
の
世
界
と
し
て
「
浄
土
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
意
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
自

己
存
在
の
、
深
い
意
味
で
の
連
続
を
知
ら
せ
、
存
在
し
た
こ
の
世
界
へ
の
責
任
、
応
答
を
な
り
た
た
せ
る
世
界
で

す
。「
臨
終
で
の
浄
土
往
生
」
と
い
う
、
現
在
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
習
俗
的
な
迷
信
と
し
て
退
け
ら
れ
が
ち
な

観
念
は
、
深
い
倫
理
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
「
浄
土
」
の
多
数
性
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。「
浄
土
」
は
、「
仏
の
国
土
」
で
す
。
大
乗
仏
教
の
理
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解
に
従
う
と
、
た
く
さ
ん
の
仏
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
仏
、
一
仏
、
一
仏
が
、
一
つ
の
浄

土
を
有
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
無
数
の
仏
国
土
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
個
別
に
存
在
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
と
重
ね
る
と
理
解
が
し
や
す
い
。
一
人
ひ
と

り
人
は
、
一
人
ひ
と
り
に
固
有
の
歴
史
を
抱
え
て
い
ま
す
。
違
っ
た
環
境
、
時
代
に
生
ま
れ
、
違
っ
た
育
ち
方
を

し
、
違
っ
た
思
い
を
抱
き
、
違
っ
た
最
期
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
個
別
性
は
動
か
せ
な
い
。
ど
ん
な
に
理
解
を
し
よ

う
と
思
っ
て
も
、
私
た
ち
は
個
別
性
を
越
え
ら
れ
な
い
。
と
て
も
大
事
な
点
で
す
ね
、
個
別
性
を
本
当
に
た
い
せ

つ
に
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
が
一
人
ひ
と
り
違
っ
た
人
生
を
歩
み
、
違
っ
た
世
界
を
抱
え
、
歴

史
を
抱
え
、
そ
れ
を
通
し
て
仏
に
な
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
浄
土
は
、
無
数
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。こ

れ
は
日
本
で
は
あ
ま
り
出
て
き
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
や
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
に
お
い
て
現

れ
て
く
る
浄
土
の
理
解
と
し
て
、「
千
年
王
国
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
理
解
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何

か
と
い
い
ま
す
と
、
浄
土
が
こ
の
世
界
に
実
現
さ
れ
る
ま
で
一
千
年
か
か
る
、
そ
し
て
つ
い
に
そ
の
理
想
が
い
ま

実
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、
そ
の
時
が
つ
い
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
理
解
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
の

理
解
に
そ
っ
た
宗
教
運
動
で
す
。

浄
土
が
千
年
後
の
い
ま
実
現
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
メ
シ
ア
思
想
と
重
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
も
の
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
浄
土
実
現
に
長
大
な
時
間
が
か
か
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
長
大
さ
が
一
挙
に
飛
び
越

え
ら
れ
る
「
い
ま
」
が
あ
る
こ
と
と
い
う
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
「
頓
悟
と
漸
悟
」
と
い
う
差
異
を
反
映
し
た
、

そ
の
亜
種
と
考
え
ら
れ
る
浄
土
理
解
で
す
。
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一
つ
の
事
実
が
完
成
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
ず
つ
の
積
み
重
ね
が
必
要
な
こ
と
。
し
か
し
、
そ
れ
を
た
だ
待
つ

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
こ
と
。
む
し
ろ
こ
の
世
界
を
よ
き
も
の
に
変
え
た
い
と
思
う
欲
求
が
動
い
て
し
ま
う

こ
と
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
然
な
人
間
の
心
理
で
す
。
そ
れ
で
時
に
早
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

時
が
熟
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
私
た
ち
に
分
か
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
多
く
の
場
合
に
そ
れ
は
分

か
ら
な
い
。
時
が
熟
し
て
く
れ
て
、
事
実
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
を
待
つ
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

れ
が
待
ち
き
れ
ず
、
社
会
を
改
革
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
い
う
な
れ
ば
、
浄
土
を
力
づ
く
で
実
現
し
て
ゆ
こ
う
と

す
る
、
現
実
改
革
運
動
、
こ
れ
に
結
び
つ
い
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
こ
は
要
注
意
で
す
。

最
後
は
、
死
後
に
生
ま
れ
る
世
界
と
重
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
が
、「
臨
終
」
と
い
う
こ
と
を
、
仏
教
で
は
や
は

り
た
い
せ
つ
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
と
て
も
分
か
り
や
す
い
。「
こ
こ
は
ど
こ
」
と
い
う
、

私
た
ち
が
い
だ
く
根
源
的
な
問
い
に
、
そ
の
解
決
の
か
ぎ
が
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
」
に
な
っ
た
の
は
、
私
た
ち

が
、
身
体
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
と
い
う
よ
り
、
私
た
ち
が
「
こ
こ
」
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と

は
、
身
体
的
存
在
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
臨
終
と
い
う
の
は
、
そ
の
身
体
が
消
失
す
る
と
き
で
す
。

そ
う
す
る
と
「
こ
こ
」
が
、
今
ま
で
と
同
じ
で
あ
り
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
こ
こ
」
が
「
こ
こ
」
で
な
く
な

る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
は
じ
め
て
彼
岸
が
お
お
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。「
浄
土
」
が
切
実
な
意
味
を
も

っ
て
迫
っ
て
き
ま
す
。
仏
教
に
お
い
て
、「
臨
終
」
と
「
浄
土
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
自
然
な
こ
と
で

す
。以

上
、
私
な
り
に
イ
ン
ド
の
仏
教
を
辿
り
な
が
ら
、
浄
土
に
ど
ん
な
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
な
ぜ
、
こ
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の
こ
と
ば
が
た
い
せ
つ
に
こ
れ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
て
い
る
の
か
、
駆
け
足
で
お
伝
え
い
た
し
ま
し
た
。
拙
い
話

を
お
聞
き
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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