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 ●
あ
な
た
は
「
異
質
な
も
の
」
の
増

殖
を
許
せ
ま
す
か
？‐

臨
床
死
生
学

の
問
い‐

 

 

私
に
対
す
る
「
異
質
な
も
の
」
と

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
な
ど
の
ウ
イ
ル
ス

や
病
原
体
、
環
境
ホ
ル
モ
ン
な
ど
の

有
害
物
質
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
と
思

い
ま
す
。 

 

人
間
は
「
異
質
な
も
の
」
か
ら
の

侵
入
を
忌
み
嫌
い
ま
す
。
生
理
的
に

異
物
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
身
を
守

る
と
い
う
生
理
的
現
象
が
心
に
も
及

び
ま
す
。
身
を
守
る
こ
と
は
、
一
方

で
偏
見
や
差
別
の
温
床
に
な
っ
て
い

ま
す
。「
異
質
な
も
の
」
の
「
寄
生
性
」

が
偏
見
と
差
別
な
の
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
人
の

遺
体
に
関
わ
る
偏
見
と
差
別
の
眼
差

し
は
、
周
辺
の
家
族
に
も
向
け
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
現
象
は
、
死
骸
に
対

す
る
生
理
的
嫌
悪
と
、
死
に
対
す
る
恐

怖
、
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
未
知
な
も
の
に

対
す
る
自
己
防
衛
が
重
な
っ
て
起
き
た

「
寄
生
性
」
の
連
続
性
を
表
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
裏
を
返
せ
ば
、

い
つ
そ
の
「
寄
生
性
」
が
自
分
に
向
け
ら

れ
る
か
ど
う
か
、
い
つ
当
事
者
に
な
る
か

わ
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
立
場
が
逆
転
す

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
両
価
性
と
脆

弱
性
に
溢
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
の
私
は
、
甲
状
腺
の
癌
を
患
っ
て

い
る
立
場
に
い
ま
す
。
母
親
も
同
じ
部
位

の
癌
か
ら
の
転
移
に
苦
し
み
、
そ
の
ま
た

母
親
で
あ
る
祖
母
も
同
じ
部
位
の
癌
で

し
た
。
そ
の
祖
母
は
、
四
十
二
歳
で
亡
く

な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
遺
伝
も
し

く
は
環
境
に
よ
る
内
分
泌
系
の
機
能
の

変
化
が
生
じ
た
訳
で
す
が
、
母
も
祖
母
も

恨
む
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
私
が
恨
め

ば
、
次
の
世
代
の
子
ど
も
た
ち
も
私
を
恨

む
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

癌
細
胞
は
、
新
生
物
と
言
わ
れ
ま

す
。
一
種
の
異
質
な
暴
走
細
胞
に
よ

る
寄
生
生
物
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

私
の
身
体
の
中
で
免
疫
系
が
排
除
で

き
ず
に
生
ま
れ
た
「
異
質
な
も
の
」

が
癌
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
視
点
に
お

い
て
、
自
分
の
身
が
「
異
質
な
も
の
」

に
対
す
る
排
除
を
許
し
、
私
の
心
が

「
異
質
な
も
の
」
で
あ
る
癌
を
受
け

容
れ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

母
と
祖
母
を
許
す
限
り
に
お
い
て
、

私
は
既
に
「
異
質
な
も
の
」
の
増
殖

を
許
す
立
場
に
い
ま
す
。 

 

●
あ
な
た
が
次
世
代
の
命
を
守
る
た

め
に
出
来
る
こ
と
は
何
で
す
か
？ 

 

世
代
が
代
わ
り
、
新
た
な
ウ
イ
ル

ス
や
新
た
な
環
境
ホ
ル
モ
ン
に
起
因

す
る
生
活
障
害
が
起
こ
る
こ
と
は
、

人
類
が
「
生
産
」
と
「
生
殖
」
を
繰

り
返
す
以
上
、
防
ぐ
こ
と
が
出
来
て

も
、
免
れ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
ら
「
異
質
な
も
の
」
に
離
れ

な
い
の
が
、「
偏
見
」
と
「
差
別
」
と

い
う
「
寄
生
性
」
で
す
。
も
し
か
し

た
ら
、
私
の
子
ど
も
達
の
将
来
に
、

遺
伝
に
よ
る
癌
と
は
っ
き
り
と
診
断
さ

れ
る
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
場
合
、
子
供
た
ち
が
結
婚
す
る
際

に
、
そ
の
「
寄
生
性
」
が
弊
害
に
な
っ

て
結
婚
で
き
な
い
場
合
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
そ
の
位
人
間
は
、
心
身
共
に
「
異

質
性
な
も
の
」
に
対
す
る
防
衛
反
応
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

仏
教
が
、
煩
悩
に
よ
る
「
分
別
心
」

（
差
別
心
）
が
人
間
の
苦
し
み
を
生
む

も
と
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
二
千
五
百

年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
「
寄

生
性
」
で
あ
る
「
分
別
心
」
は
、
現
在

も
さ
ら
に
燃
え
盛
っ
て
い
ま
す
。
私
は

残
り
の
人
生
を
か
け
て
、
自
ら
の
「
内

な
る
寄
生
性
」（
差
別
と
偏
見
）
と
向
き

合
い
な
が
ら
、
そ
の
姿
勢
を
家
族
に
示

し
、
周
辺
の
人
々
に
伝
え
て
行
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
の
姿
勢
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る

為
の
「
学
識
」
を
身
に
着
け
、
次
世
代

の
命
に
対
す
る
「
差
別
」
と
「
偏
見
」

に
対
応
す
る
為
の
議
論
を
、
子
ど
も
達

や
周
辺
の
人
々
と
取
り
組
む
こ
と
。
こ

れ
が
、
今
の
私
に
出
来
得
る
、
次
世
代

の
命
を
守
る
為
の
伝
道
的
な
役
割
に
な

る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 

 

令
和
六
年
新
年
号 

発
行 

西
真
寺 

西
真
寺
通
信 



                            ２ 

葬
儀
や
法
事
は
何
の
た
め
に
す
る
の
で

す
か 

親
鸞
の
思
想
・
生
き
方
か
ら
学
ぶ 

私
の
問
い
③ 

 

６
．
親
鸞
の
「
葬
儀
」
を
考
え
る 

  

親
鸞
の
葬
儀
に
対
す
る
言
葉
は
、 

  

そ
れ
が
し 

親
鸞 

閉
眼
せ
ば
、
賀
茂

川
に
い
れ
て
あ
た
ふ
べ
し 
（
『
改
邪

抄
』
） 

 

と
あ
り
ま
す
。
直
訳
す
れ
ば
、
「
私
が
死 

ん
だ
ら
賀
茂
川
の
魚
に
与
え
て
く
だ
さ 

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し 

実
際
に
は
埋
葬
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

仏
教
の
本
意
は
「
真
実
」
に
あ
り
ま
す
。 

亡
き
人
の
本
意
を
通
し
て
「
真
実
」
を
賜

る
の
が
葬
儀
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
次
の
言
葉
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出

来
ま
す
。 

  

誠
な
る
か
な
、
摂
取
不
捨
の
真
言
、
超 

世
稀
の
正
法
、
聞
思
し
て
思
慮
す
る
こ 

と
な
か
れ 

（
『
教
行
信
証
』 

総
序
） 

  
   

 

荘
厳
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方

が
あ
り
ま
す
。
（
善
導
） 

 

こ
の
為
、
私
た
ち
か
ら
仏
さ
ま
に
善

を
差
し
向
け
る
往
相
回
向
で
は
な
く
、

仏
さ
ま
か
ら
私
た
ち
に
差
し
向
け
ら

れ
た
回
向
、
す
な
わ
ち
還
相
回
向
が
、

儀
式
の
基
本
に
な
る
の
で
す
。 

 
 

私
た
ち
が
善
業
の
功
徳
を
積
ん
で
、

差
し
向
け
る
行
で
は
な
く
、
仏
を
讃

え
、
お
経
を
読
み
、
仏
鏡
で
自
己
を
観 

察
し
、
御
礼
の
称
名
念
仏
を
唱
え
る
こ

と
で
葬
儀
・
法
事
が
勤
ま
る
訳
で
す
。 

  

竹
橋
太
は
『
真
宗
の
儀
式
の
前
提
』

の
中
で
、
「
儀
式
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を

表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の

行
と
し
て
、
そ
の
功
徳
を
も
と
め
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
の
説
法
、
経

典
の
世
界
を
目
に
見
え
る
形
で
表
現

し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

儀
式
は
仏
の
仕
事
＝
「
仏
事
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
の
で
、
単
な
る
先
祖
崇

拝
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。
故
人
の
死
を
ご
縁
と
し
、
仏
に

出
遭
わ
せ
て
頂
く
の
が
葬
儀
・
法
事
に

な
り
ま
す
。 

               

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 

  
    

 

（
訳
）
如
来
の
本
願
が
何
と
ま
こ
と
で

あ
る
こ
と
か
。
お
さ
め
取
っ
て
捨
て
る

こ
と
が
無
い
と
い
う
真
実
の
こ
と
ば
で

あ
る
。
こ
の
世
を
超
え
た
、
た
ぐ
い
ま

れ
な
法
で
あ
る
。
こ
の
本
願
の
い
わ
れ

を
聞
い
て
ゆ
く
こ
と
が
人
間
の
本
質
に

沿
っ
た
営
み
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
言
う
人
間
の
本
質
と
は
な
ん

で
し
ょ
う
か
？
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
は
、「
人

間
の
最
大
の
苦
し
み
は
、
見
捨
て
ら
れ

る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
、

見
捨
て
ら
れ
る
、
人
間
の
本
質
に
あ
る

根
本
的
な
苦
し
み
を
最
も
理
解
し
て
い

る
の
が
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
こ
ま
で
の
内
容
で
は
、
葬
儀
や
法

事
は
如
来
と
自
分
の
関
係
性
に
あ
る
と

捉
え
ら
れ
、
亡
く
な
っ
た
人
に
対
す
る

供
養
に
ふ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

幼
い
頃
に
父
母
と
離
別
し
た
親
鸞
が
父

母
を
愛
し
く
思
わ
な
い
は
ず
が
あ
り
ま

せ
ん
。 

 

親
鸞
は
、 

 

一
切
の
有
情
は
み
な
も
つ
て
世
々 

生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
い
ず
れ
も
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た
す
け
候
ふ
べ
き
な
り 

 

生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
が
生

ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
を
繰
り
返

し
仏
に
成
る
限
り
、
父
母
と
い
う
対
象

は
既
に
仏
で
あ
る
。
そ
の
為
親
鸞
は
、

「
親
鸞
は
父
母
の
教
養
の
た
め
と
て
、

一
返
に
て
も
う
し
た
る
こ
と
、
ま
だ
候

は
ず
」
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、 

 

わ
が
は
か
ら
い
に
て
は
げ
む
善
に 

て
も
候
は
ば
こ
そ
、
念
仏
を
回
向
し 

て
父
母
を
た
す
け
候
は
め 

 

と
、
自
分
が
念
仏
で
善
を
積
ん
だ
と
こ

ろ
で
、
父
母
を
救
い
、
私
が
仏
に
す
る

訳
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
補
足
す
る

と
、
念
仏
と
は
、
特
定
の
対
象
を
定
め
、

他
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
切

の
有
情
を
救
う
は
た
ら
き
で
あ
る
。
ゆ

え
に
念
仏
と
は
、
わ
が
力
で
励
む
べ
き

善
で
は
な
い
、
と
な
り
ま
す
。 

  

我
々
凡
夫
が
い
く
ら
功
徳
を
積
ん

だ
と
こ
ろ
で
仏
の
力
に
及
び
ま
せ
ん
。

そ
の
為
浄
土
教
で
は
、
我
々
の
称
名
念

仏
は
、
仏
様
の
「
五
正
行
」
、（
読
誦
・

観
察
・
礼
拝
・
称
名
・
讃
嘆
供
養
）
つ

ま
り
正
定
業
を
助
け
る
助
業
で
あ
り
、
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仏
の
仕
事
が
表
現
さ
れ
た
お
浄
土
の

世
界
な
ど
、
空
想
の
世
界
で
あ
り
、
非

現
実
で
あ
る
と
い
う
科
学
し
か
信
じ
な

い
方
も
多
く
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
の

で
、
仏
事
の
原
理
を
説
明
し
ま
す
。 

  

７
・
科
学
の
知
と
臨
床
の
知 

  

中
村
雄
二
郎
は
、
科
学
の
知
の
原
理

は
「
客
観
性
」・「
論
理
性
」・「
普
遍
性
」

に
あ
る
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
仮
説
と

演
繹
的
な
推
理
と
実
験
に
よ
っ
て
実
証

さ
れ
る
方
法
で
、
医
学
も
こ
の
三
つ
の

原
理
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
三
つ
の
原
理
だ
け
で

は
、
心
身
共
に
癒
さ
れ
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
の
で
す
。 

  

科
学
の
知
を
補
う
臨
床
の
知
の
原
理

が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
臨
床
の
知

は
、
直
感
と
経
験
と
類
推
の
積
み
重
ね

に
よ
る
知
で
、「
世
界
観
」・「
象
徴
性
」・

「
身
体
性
」
の
原
理
を
持
ち
ま
す
。 

  

実
際
に
臨
床
心
理
学
の
療
法
で
こ
の

原
理
を
持
つ
箱
庭
療
法
と
い
う
方
法
が

あ
り
ま
す
。
縦
五
十
七
セ
ン
チ
、
横
七

十
二
セ
ン
チ
、
深
さ
七
セ
ン
チ
の
長
方

形
の
箱
に
半
分
ほ
ど
の
砂
を
敷
き
詰

め
、
様
々
な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
人
形
や
お

も
ち
ゃ
を
置
い
て
い
く
創
造
的
か
つ

関
係
性
が
成
立
す
る
療
法
で
す
。 

 

言
葉
に
表
現
で
き
な
い
内
的
体
験

に
よ
り
、「
内
な
る
治
療
者
」（
自
然
発

生
的
な
自
己
治
癒
力
）
を
活
性
化
さ
せ

る
過
程
が
可
能
に
な
る
の
で
す
。
写
真

左
の
河
合
隼
雄
が
日
本
に
初
め
て
箱

庭
療
法
を
導
入
し
ま
し
た
。
中
村
は
、

河
合
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
「
臨
床
の

知
」
の
重
要
性
を
説
い
た
訳
で
す
。 

 

こ
の
原
理
を
仏
事
の
荘
厳
に
置
き

換
え
る
と
、
「
世
界
観
」
＝
浄
土
・
「
象

徴
性
」
＝
阿
弥
陀
仏
・
「
身
体
性
」
＝

念
仏
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

三
つ
の
原
理
を
持
つ
内
的
体
験
に
よ

っ
て
、
我
々
は
、
仏
と
の
関
係
性
に
よ

る
「
内
な
る
治
療
者
」
を
活
性
化
す
る
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信
楽
峻
麿
に
よ
れ
ば
、
「
や
う
」
は 

様
子
の
「
様
」
で
あ
り
、
内
実
や
様

態
を
指
し
、
料
は
、
方
法
や
手
段
を

指
し
象
徴
で
あ
る
と
論
じ
て
い
ま

す
。
そ
の
上
で
、 

阿
弥
陀
仏
と
は
、
そ
の
真
理
、
道 

理
を
、
私
た
ち
に
知
ら
せ
る
た
め 

の
象
徴
で
あ
り
指
だ
と
い
う
の 

で
す 

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

阿
弥
陀
仏
を
実
体
と
し
て
捉
え
る

と
、
お
と
ぎ
話
に
な
り
ま
す
が
、
象
徴

と
し
て
捉
え
る
と
、
私
た
ち
の
内
的
な

体
験
や
目
覚
め
を
も
た
ら
す
た
め
の

原
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

ま
す
。
こ
の
領
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝

統
的
解
釈
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
異
な

り
、
実
際
に
内
的
体
験
を
知
る
人
し
か

腑
に
落
ち
な
い
「
臨
床
の
知
」
に
お
け

る
「
象
徴
」
の
原
理
な
の
で
す
。 

 

た
だ
や
み
く
も
に
念
仏
せ
よ
、
阿
弥

陀
仏
に
全
て
お
任
せ
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
盲
目
的
な
他
力
信
仰
理
解
に
お
い
て

は
、
全
く
現
代
社
会
に
通
じ
ま
せ
ん
。

念
仏
と
は
、
「
お
任
せ
す
る
お
と
ぎ
話
」

で
は
な
く
「
科
学
の
知
」
を
補
う
原
理
を

示
す
仏
の
仕
事
な
の
で
す
。 

      

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 
 

 
     

 
       

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

   
  

 
    

 

過
程
を
得
る
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
す
。 

 

親
鸞
に
と
っ
て
の
「
内
な
る
治
療
者
」

は
、
「
自
然
法
爾
」
と
い
う
言
葉
で
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

自
然
と
い
ふ
は 

自
は
お
の
づ
か 

ら
と
い
ふ 

行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ 

ら
ず
然
と
い
ふ
は 

し
か
ら
し
む 

と
い
ふ
こ
と
ば
な
り 

 

し
か
ら
し
む
と
い
ふ
は 

行
者
の 

は
か
ら
い
に
あ
ら
ず 

如
来
の
ち 

か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
法
爾
と 

い
ふ
法
爾
と
い
ふ
は 

こ
の
如
来 

の
御
ち
か
ひ
な
る
が
ゆ
ゑ
に 

し 

か
ら
し
む
る
を
法
爾
と
い
ふ
な
り 

（
中
略
） 

弥
陀
仏
は 

自
然
の
や
う
を
し
ら
せ 

ん 

料
（
り
ょ
う
・
手
段
）
な
り
。 

『
末
灯
鈔
』 

 
仏
の
仕
事
で
あ
る
、
浄
土
の
荘
厳
に
よ

る
三
つ
の
原
理
は
、
自
ら
の
は
か
ら
い
で

は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
の
示
し
た
は
か
ら
い

で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
は
そ
の
は
た
ら
き
を

伝
え
る
た
め
の
象
徴
（
料
）
で
あ
る
と
い

う
領
解
が
で
き
ま
す
。 

 



●
「
つ
な
が
り
だ
け
で
は
何
も
解
決 

し
な
い
」
生
命
倫
理
学
の
問
い
① 

 

私
の
大
学
の
先
生
で
あ
る
森
岡
正

博
先
生
は
、
「
す
べ
て
は
他
の
す
べ
て

と
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
世
界
観

は
、
近
代
以
前
に
西
洋
で
も
東
洋
で
も

あ
っ
た
考
え
で
あ
る
と
述
べ
ま
し
た
。 

近
代
の
ユ
ン
グ
は
、
個
人
的
無
意
識

（
フ
ロ
イ
ト
の
説
く
無
意
識
）
の
さ
ら

に
深
い
層
に
普
遍
的
無
意
識
（
集
合
的

無
意
識
）
が
あ
る
こ
と
を
仮
定
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
人
間
の
内
な
る
自
然
で

あ
る
小
宇
宙
的
世
界
の
最
も
深
淵
な

層
に
、
外
な
る
自
然
で
あ
る
大
宇
宙
と

の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
し

た
も
の
で
す
。 

河
合
隼
雄
は
、
普
遍
的
無
意
識
を

「
個
人
的
で
は
な
く
、
人
類
に
、
む
し

ろ
動
物
に
さ
え
普
遍
的
な
も
の
で
、
個

人
の
心
の
真
の
基
礎
で
あ
る
」
と
説
明

し
て
い
ま
す
。 

仏
教
で
あ
れ
ば
華
厳
の
「
一
即
多
」

と
い
う
世
界
観
に
成
る
と
思
い
ま
す
。

一
が
大
い
な
る
大
宇
宙
の
原
理
で
あ

れ
ば
、
多
は
、
小
宇
宙
で
あ
る
人
間
の

内 
 

 

な
る
世
界
で
、
様
々
な
細
胞
か
ら
成

り
立
つ
多
元
的
原
理
を
意
味
し
ま

す
。
小
宇
宙
の
分
別
の
原
理
が
、
無

限
に
広
が
る
無
分
別
な
大
宇
宙
と
つ

な
が
っ
て
い
る
と
い
う
世
界
観
で

す
。 森

岡
先
生
の
つ
な
が
っ
て
い
る
だ

け
で
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
と

い
う
指
摘
は
、
「
多
」
（
分
別
）
の

世
界
に
い
て
「
一
」
（
無
分
別
）
と

い
う
世
界
を
知
ら
な
い
こ
と
を
説
明

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
、

自
己
の
内
な
る
深
淵
世
界
を
知
ら
な

い
ま
ま
、
外
な
る
世
界
で
あ
る
自
然

を
支
配
し
よ
う
と
し
て
、
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
能
力
を
既
に
失
っ
て
い
る
訳
で

す
。 つ

な
が
る
こ
と
、
そ
の
も
の
は
人

間
を
癒
し
、
孤
立
さ
せ
な
い
で
人
間

の
心
を
安
定
さ
せ
て
き
た
の
は
確
か

で
す
。
近
代
以
降
科
学
が
発
展
し
、

何
を
失
っ
て
き
た
の
か
を
考
え
る

と
、
河
合
隼
雄
が
指
摘
し
た
「
関
係

性
の
欠
如
」
が
そ
の
一
つ
と
し
て
説

明
で
き
ま
す
。 

エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
グ
ル
ー
プ
（
自

他
理
解
法
）
、
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

 

      

4 

西真寺通信  令和 6 年新年号 

  
 
 

８
・
ま
と
め 

あ
る
浄
土
真
宗
仏
光
寺
派
の
僧
侶

は
、「
通
夜
は
そ
の
人
の
人
生
の
卒
業

式
、
葬
儀
は
仏
門
に
入
る
為
の
入
学

式
、
法
事
は
同
窓
会
で
あ
る
」
と
言

い
ま
し
た
。
縁
の
あ
っ
た
人
々
の
、

死
と
再
生
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

感
謝
の
思
い
で
お
参
り
を
さ
せ
て
頂

く
ご
縁
の
重
要
性
を
こ
の
表
現
は
、

う
ま
く
言
い
当
て
て
い
ま
す
。 

 

 

私
に
と
っ
て
の
法
要
と
は
、
亡
く

な
っ
た
人
々
の
想
い
を
聞
い
て
往

く
、
お
浄
土
に
い
る
そ
の
諸
仏
（
お

お
い
な
る
い
の
ち
）
か
ら
の
願
い
を

受
け
止
め
て
確
か
め
、
相
続
し
て
往

く
こ
と
で
す
。
亡
き
人
と
出
遭
い
続

け
る
聴
聞
の
場
が
法
要
で
あ
り
、
仏

と
の
出
遭
い
で
す
。 

 

そ
し
て
、
我
々
が
仏
と
出
遭
う
為

の
仏
の
仕
事
が
仏
事
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
僧
侶
は
、
仏
の
仕
事
を
助
け
、

そ
の
ご
縁
に
感
謝
し
つ
つ
、
つ
な
が

り
を
確
か
め
る
為
の
助
業
を
勤
め
と

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
ど

の
よ
う
に
葬
儀
や
法
事
を
と
ら
え
て

い
ま
す
か
？
（
終
わ
り
） 

  
  

ま
た
箱
庭
療
法
を
作
成
し
て
い
る
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
に
は
必
ず
傍
に
い
る
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
り
、
内

観
療
法
の
同
行
者
も
無
く
て
は
な
ら
な

い
内
な
る
変
容
に
必
要
な
存
在
で
す
。
こ

こ
で
は
、
単
な
り
つ
な
が
り
と
い
う
よ
り

は
、
「
相
互
」
に
つ
な
が
り
合
う
関
係
性

が
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

一
方
で
人
間
が
人
間
に
し
て
き
た
こ

と
と
、
人
間
が
自
然
環
境
や
他
の
生
命
体

に
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
似
て
い
る
と

森
岡
先
生
は
述
べ
て
い
ま
す
。
人
間
の
内

な
る
深
淵
は
矛
盾
だ
ら
け
で
、
両
価
性
は

否
定
で
き
な
い
人
間
の
本
質
（
真
の
基

礎
：
河
合
隼
雄
）
で
あ
り
ま
す
。 

絶
対
的
な
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
の
自

己
を
認
め
、
受
け
容
れ
知
る
こ
と
が
「
足

る
を
知
る
」
、
す
な
わ
ち
自
己
の
全
体
性

を
生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。 

絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
は
、
西
田
幾

多
郎
の
生
命
に
対
す
る
概
念
で
あ
り
ま

す
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
犠
牲
に

し
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て
い
け
な
い

と
い
う
、
「
相
反
」
す
る
生
命
依
存
の
在

り
方
も
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
次
号
に
続
く
） 

   
  


