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は
じ
め
に

　

筆
者
は
も
う
十
五
年
も
前
、「
岸
本
英
夫
の
た
た
か
い
」（
拙
著
『
私
の
「
死
へ

の
準
備
教
育
」』
所
収
）
と
い
う
題
で
岸
本
に
つ
い
て
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
岸

本
の
著
書
『
死
を
見
つ
め
る
心
―
ガ
ン
と
た
た
か
っ
た
十
年
間
―
』
の
主
論
文 

「
わ
が
生
死
観
」「
別
れ
の
と
き
」
を
中
心
に
し
て
、
ガ
ン
を
患
っ
て
以
降
の
岸

本
の
死
に
つ
い
て
の
考
え
の
移
り
変
わ
り
を
た
ど
っ
て
み
た
。
当
時
は
著
名
な
闘

病
記
の
一
冊
と
し
て
読
ん
だ
。
今
回
は
、
岸
本
の
生
死
観
い
か
ん
と
い
う
こ
と
で

読
み
直
し
た
。

　

筆
者
は
当
時
四
十
代
の
初
め
で
あ
り
、
生
涯
の
テ
ー
マ
に
死
生
観
を
選
ん
で
間

も
な
い
頃
で
あ
っ
た
。
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
今
は
わ
か
ら

な
く
て
も
、
い
ず
れ
年
を
取
り
、
岸
本
の
年
に
近
づ
け
ば
も
っ
と
わ
か
っ
て
く
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
現
在
筆
者
は
五
七
歳
を
迎
え
た
が
、
相
変

わ
ら
ず
死
を
遠
巻
き
に
し
な
が
ら
、
ぐ
る
り
を
回
っ
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な
気
が

し
て
な
ら
な
い
。
今
回
そ
う
い
う
自
分
を
確
か
め
、
叱
咤
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ

て
『
死
を
見
つ
め
る
心
』
を
読
み
直
し
て
み
た
。
前
回
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
問
題
に
関
し
て
は
答
え
を
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

岸
本
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
、
昭
和
三
九
年
、
六
〇
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

柳
田
邦
男
は
、『
死
を
見
つ
め
る
心
』
は
刊
行
後
の
何
年
間
か
、
読
者
の
多
く
に

「
岸
本
氏
の
よ
う
に
あ
り
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
羨
望
の
気
持
を
抱
か
せ
た
と
書

い
て
い 
る 
。「
い
つ
も
平
常
心
を
失
わ
ず
、
病
状
が
か
な
り
進
ん
で
か
ら
も
、
ア
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筆
者
は
十
五
年
ほ
ど
前
、
岸
本
英
夫
の
『
死
を
見
つ
め
る
心
―
ガ
ン
と
た
た
か
っ
た

十
年
間
―
』
を
取
り
上
げ
、
拙
論
「
岸
本
英
夫
の
た
た
か
い
」
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
書
を
闘
病
記
と
し
て
と
ら
え
、
岸
本
が
ガ
ン
に
ど
う
対
処
し
た

か
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。
本
論
で
も
主
と
し
て
『
死
を
見
つ
め
る
心
』
を
取
り
上
げ
る

が
、
今
回
は
そ
こ
か
ら
岸
本
の
「
生
死
観
」
を
探
ろ
う
と
し
た
。
岸
本
は
来
世
を
信
じ

て
い
な
か
っ
た
。
主
論
文
に
「
別
れ
の
と
き
」
が
あ
る
よ
う
に
、
死
は
「
別
れ
の
と
き
」

と
い
う
の
が
、
岸
本
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
別
れ
の
と
き
」
の
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
岸
本
の
求
め
た
来
世
を
あ
て
に
し
な
い
人
生
の
「
幸
福
」

と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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メ
リ
カ
の
大
学
で
の
講
義
や
国
際
的
な
文
化
会
議
に
何
度
も
出
か
け
る
気
力
を
失

わ
な
か
っ
た
。」
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
私
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。『
死
を
見
つ
め
る
心
』
に
は
、「
私
の
内
心
は
、
絶
え
間
な
い
血

み
ど
ろ
の
た
た
か
い
の
連
続
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。「
岸
本
氏
の
よ

う
に
あ
り
た
い
」
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
無
宗
教
の
立
場
を
貫
く
の
は
並
大
抵

の
こ
と
で
は
な
い
の
に
と
い
う
思
い
が
あ
る
。

　

違
和
感
の
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
岸
本
が
哲
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
関
連

し
て
い
る
。
岸
本
は
む
し
ろ
進
ん
で
死
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
岸
本
は
、

図
ら
ず
も
ア
メ
リ
カ
で
癌
告
知
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
告
知
は
ま
だ
ア
メ
リ

カ
で
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
将
来
日
本
に
お
い
て
も
癌
を
告
知

す
る
日
は
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
来
世
を
信
じ
る
こ
と
の
難
し
い
時
代
で
あ

る
。
そ
の
と
き
、
一
つ
の
例
と
し
て
、
多
く
の
人
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
、
し
っ

か
り
と
し
た
生
き
方
が
し
て
み
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
哲
学
者
な
れ
ば
こ
そ
の
使
命
と
い
う
か
、
意
地
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
私
は
、
文
字
ど
お
り
絶
望
の
淵
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
は
、
迫
っ
て
く

る
死
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
い
う
気
持
に
は
、
な
ら
な
か
っ
た
。
死
を
ゴ
マ
化
そ
う

と
も
、
考
え
な
か
っ
た
。
…
そ
し
て
、
ど
う
し
て
も
逃
げ
切
れ
ぬ
も
の
な
ら
、

い
っ
そ
の
こ
と
思
い
切
っ
て
、
死
と
正
面
か
ら
取
組
ん
で
見
よ
う
と
い
う
気
に
な
っ

た
。
自
分
の
死
の
機
会
に
、
一
般
的
な
死
の
問
題
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
深
く

考
え
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」

　

こ
こ
十
五
年
間
、
最
も
大
き
い
出
来
事
の
一
つ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現

で
あ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
そ
の
最
も
大
き
い
恩
恵
の
一
つ
は
、
古
本
の
購
入
が
比

較
を
絶
し
て
容
易
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
、
二
冊
ず
つ
で
あ
っ
た
が
、
最
近

よ
う
や
く
『
岸
本
英
夫
集
』
全
六
巻
（
渓
声
社
）
を
そ
ろ
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
こ
で
、「
あ
と
が
き
」
の
か
た
ち
で
、
六
人
の
高
弟
た
ち
の
エ
ッ
セ
ー
を
読
む

こ
と
が
で
き
、
恩
師
の
死
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
を
知
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
参
考
に
な
っ

た
。

　
　
　

第
一
章　
「
わ
が
生
死
観
」

　

し
ば
ら
く
は
、「
別
れ
の
と
き
―
死
に
出
逢
う
心
構
え
―
」（
昭
三
六
年
七
月
）

の
記
述
を
軸
に
、
岸
本
の
考
え
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
論
文
は
「
私
は
、
七
年
間
、

執
拗
に
く
り
か
え
さ
れ
る
癌
の
再
発
と
た
た
か
っ
て
き
た
。
目
前
に
ち
ら
つ
く
死

の
影
に
面
と
向
か
い
、
こ
れ
と
、
真
向
か
ら
と
り
く
ん
で
生
き
て
き
た
。」
で
始

ま
る
。
岸
本
は
ア
メ
リ
カ
で
思
い
が
け
な
く
癌
が
見
つ
か
っ
た
。
皮
膚
の
癌
、
そ

れ
も
た
ち
が
悪
い
と
い
わ
れ
る
ほ
く
ろ
の
癌
、
メ
ラ
ノ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
医
者
は

最
悪
の
場
合
あ
と
半
年
の
命
と
告
げ
た
。
そ
れ
か
ら
す
で
に
七
年
が
た
つ
。
癌
は

再
発
を
繰
り
返
し
、
岸
本
は
す
で
に
大
小
二
十
回
の
手
術
を
し
た
。
死
は
単
な
る

観
念
の
問
題
で
な
く
、
直
接
的
な
経
験
の
世
界
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
死
に
ど
う

対
し
た
ら
い
い
の
か
。

　

岸
本
は
宗
教
学
者
で
あ
る
。
宗
教
に
は
、
死
後
の
世
界
に
つ
い
て
説
い
て
い
る

も
の
は
多
い
。
し
か
し
、
岸
本
は
死
後
の
世
界
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
死
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に
直
面
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
納
得
で
き
な
い
。

あ
る
と
考
え
る
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
気
持
ち
が
楽
だ
ろ
う
と
思
う
こ
と
は
あ
る
。

岸
本
は
「
死
後
の
世
界
」
や
肉
体
を
離
れ
た
「
霊
魂
」
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
す
る
と
、
死
と
い
う
も
の
は
「
無
」
に
近
く
な
る
。「
こ
の
自
分
が
、

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
。」
岸
本
は
こ
の
点
に
ひ
っ
か
か
る
。
岸

本
に
と
っ
て
、
自
分
が
「
無
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、「
考
え
た
だ
け
で
も
、

身
の
毛
の
よ
だ
つ
思
い
が
す
る
。」
こ
の
部
分
は
「
わ
が
生
死
観
」
か
ら
引
用
し

よ
う
。
初
め
て
こ
の
箇
所
を
読
ん
だ
と
き
、
筆
者
は
ぶ
っ
た
ま
げ
た
。
東
大
の
先

生
と
も
あ
ろ
う
人
が
、「
死
が
恐
ろ
し
い
」
と
、
こ
ん
な
に
ま
で
ス
ト
レ
ー
ト
に

言
っ
て
い
い
の
か
な
、
と
思
っ
た
ほ
ど
だ
。

「
人
間
に
と
っ
て
何
よ
り
恐
ろ
し
い
の
は
、
死
に
よ
っ
て
、
今
持
っ
て
い
る
『
こ

の
自
分
』
の
意
識
が
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
死
の

問
題
を
つ
き
つ
め
て
考
え
て
い
っ
て
、
そ
れ
が
『
こ
の
、
今
、
意
識
し
て
い
る
自

分
』
が
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
気
が
つ
い
た
時
に
、
人
間
は
、
愕
然

と
す
る
。
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
。
何
よ
り
も
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
身
の
毛
が
よ

だ
つ
ほ
ど
お
そ
ろ
し
い
。」

「
死
に
よ
っ
て
、
…
『
こ
の
、
今
、
意
識
し
て
い
る
自
分
』
が
消
滅
す
る
」。
岸

本
に
は
と
て
つ
も
な
く
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
か

え
っ
て
、
死
と
い
う
も
の
を
考
え
る
の
に
、
こ
の
角
度
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
で

あ
る
。

　

さ
て
、「
わ
が
生
死
観
」
に
よ
れ
ば
、
生
死
観
を
語
る
と
き
、
二
つ
の
立
場
が

あ
る
。
一
つ
は
自
分
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、「
人
間
一
般
の
死
の
問
題
」
に
つ
い

て
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。「
一
般
的
か
つ
観
念
的
な
生
死
観
」
で
あ
る
。

書
店
に
並
ぶ
『
日
本
人
の
死
生
観
』
と
い
っ
た
類
の
著
作
は
、
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、「
も
っ
と
切
実
な
緊
迫
し
た
」
立
場
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
心

が
「
生
命
飢
餓
状
態
」
に
お
か
れ
て
い
る
場
合
の
生
死
観
で
あ
る
。「
生
命
に
対

す
る
執
着
や
、
…
死
の
脅
威
に
お
び
や
か
さ
れ
て
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な

い
状
態
」
に
お
か
れ
た
場
合
の
生
死
観
で
あ
る
。「
ギ
リ
ギ
リ
の
死
の
巌
頭
に
た
っ

て
、
必
死
で
つ
か
も
う
と
す
る
自
分
の
生
死
観
」
で
あ
る
。

「
目
前
の
近
い
将
来
…
自
分
の
生
存
を
続
け
て
ゆ
く
見
通
し
が
断
ち
き
ら
れ
る
場

合
」、
人
間
は
「
生
命
飢
餓
状
態
」
に
陥
る
。
そ
の
と
き
、「
生
理
心
理
的
な
一
つ

の
力
」
で
あ
る
「
生
命
欲
」
が
現
わ
れ
、「
は
げ
し
い
生
へ
の
執
着
と
な
り
、
死

に
対
す
る
恐
怖
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。」
こ
の
要
素
は
生
死
観
の
二
つ
の
立
場
を
、

質
的
に
全
く
別
個
の
も
の
と
す
る
。

「
生
命
飢
餓
状
態
」
に
お
か
れ
た
人
間
は
、
観
念
的
な
生
死
観
に
何
を
求
め
る
の

か
。「
は
げ
し
い
死
の
脅
威
の
攻
勢
に
対
し
て
、
抵
抗
す
る
た
め
の
力
に
な
る
よ

う
な
も
の
」
で
あ
る
。
岸
本
は
「
そ
れ
に
役
立
た
な
い
よ
う
な
考
え
方
や
観
念
の

組
み
立
て
は
、
す
べ
て
、
無
用
の
長
物
で
あ
る
。」
と
両
断
す
る
。
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第
二
章　
「
死
は
実
体
で
は
な
い
」

　　

癌
を
患
っ
て
す
で
に
七
年
が
た
つ
。
し
だ
い
に
、
二
つ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し

て
き
た
。
一
つ
は
「
人
間
に
は
無
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
」
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

「
人
間
が
実
際
に
経
験
し
て
知
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
生
き
て
生
活
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
人
間
の
意
識
経
験
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
状
態
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
概
念
的
に
は
考
え
え
て
も
、
実
感
と
し
て
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。」

「
わ
が
生
死
観
」
で
は
、
こ
れ
を
「
死
と
い
う
も
の
は
、
実
体
で
は
な
い
」
と
表

現
し
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、「
人
間
に
実
際
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

現
実
の
生
命
だ
け
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
死
と
い
う
の
は
別
の
実
体
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
生
命
に
お
き
か
わ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
、
実
体
で
あ
る
生
命

が
な
く
な
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。」
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ

う
い
う
理
解
は
、「
何
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
私
に
は
大
発
見
で
あ
っ
た
。」

と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
大
き
な
転
機
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

そ
の
「
考
え
ら
れ
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
無
」
を
、
死
に
む
す
び
つ
け
て
考

え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
恐
ろ
し
い
こ
と
と
な
る
。
死
を
そ
う
い
う
角
度
か
ら
考
え

て
は
な
ら
な
い
、
と
自
戒
す
る
。
で
は
、
ど
う
い
う
角
度
か
ら
、
考
え
た
ら
よ
い

の
か
。

「
人
間
に
と
っ
て
何
よ
り
お
そ
ろ
し
い
の
は
、
死
後
の
世
界
が
あ
る
か
、
な
い
か

と
い
う
こ
と
よ
り
、
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
生
命
欲
に
圧
倒
さ
れ
、

無
理
に
、
あ
る
と
自
分
に
い
い
き
か
せ
て
、
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

ど
う
し
て
も
疑
い
が
お
こ
っ
て
き
て
、
煩
悶
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

そ
れ
が
、
い
ち
ば
ん
悲
惨
で
は
な
い
か
。」

　

そ
こ
で
、
岸
本
は
「
死
後
の
世
界
は
な
い
の
だ
と
心
に
き
め
た
。
あ
て
に
な
ら

ぬ
こ
と
は
あ
て
に
し
な
い
、
と
き
め
た
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
、「
死
後
、
極
楽
だ

の
天
国
だ
の
が
あ
る
と
い
う
考
え
か
た
で
自
分
を
救
お
う
と
し
な
い
で
、
な
く
て

も
耐
え
て
い
く
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。」
天
国
や
極
楽
が
な
く
て
も

耐
え
て
い
く
。
言
葉
を
変
え
れ
ば
、「
死
後
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
建

前
の
も
と
に
、
自
分
の
生
命
欲
、
生
命
飢
餓
感
と
た
た
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。」

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
「
た
た
か
う
」
の
か
。

「
私
は
、
そ
れ
は
、
残
さ
れ
た
時
間
を
、
で
き
る
だ
け
充
実
し
て
生
き
る
こ
と
だ

と
思
っ
た
。
生
命
の
充
実
感
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
け
ば
、
死
の

恐
怖
に
勝
っ
て
ゆ
け
る
の
で
は
な
い
か
。」

　　

こ
う
し
て
、
岸
本
は
、「
で
き
る
だ
け
充
実
し
て
生
き
」
て
い
け
ば
、「
死
の
恐
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怖
」
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
耐
え
て
い
け
る
」
の
で
は
な
い
か
と
い

う
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
死
の
問
題
が
解

決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
大
発
見
」
後
も
、「
や
は
り
、
私
は
、
ひ
ま
が
あ
れ
ば
、

死
と
い
う
も
の
は
何
か
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。」
と
書
い
て
い
る
。

　
　
　

第
三
章　
「
別
れ
の
と
き
」

�
成
瀬
仁
蔵
氏
・
告
別
講
演

　

し
だ
い
に
は
っ
き
り
し
て
き
た
も
う
一
つ
の
こ
と
は
、「
死
は
別
れ
の
と
き
」

と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
あ
る
出
会
い
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

岸
本
は
「
ふ
と
し
た
機
会
に
、『
死
』
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
考
え
か
た
の
目
が

ひ
ら
け
た
」
と
言
う
。
岸
本
の
目
を
ひ
ら
か
せ
た
の
は
、
日
本
女
子
大
学
創
設
者

成
瀬
仁
蔵
氏
で
あ
っ
た
。

　

成
瀬
は
大
正
八
年
肝
臓
癌
で
亡
く
な
っ
た
。
い
よ
い
よ
死
が
近
づ
い
た
と
き
、

病
院
か
ら
大
学
の
講
堂
に
運
ば
れ
、
全
学
生
を
前
に
し
て
「
告
別
講
演
」
を
行

な
っ
た
。
学
生
た
ち
に
大
変
大
き
な
感
激
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
（
昭

三
五
）
年
の
「
成
瀬
先
生
記
念
会
」
に
岸
本
は
講
演
を
依
頼
さ
れ
た
。
岸
本
は
講

演
準
備
の
た
め
に
、「
告
別
講
演
」
だ
け
で
な
く
成
瀬
の
書
い
た
他
の
文
書
も
読

ん
だ
。
そ
の
時
、
ふ
と
、
死
は
「
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の

で
あ
る
。

　
「
そ
の
日
、
私
は
講
演
を
し
な
が
ら
、
平
生
の
自
分
と
は
違
っ
た
も
の
が
あ
る

の
を
感
じ
た
。
心
の
底
か
ら
何
か
激
し
い
気
魄
の
よ
う
な
も
の
が
自
分
を
突
き
上

げ
て
来
る
の
を
意
識
し
て
い
た
。」
と
書
く
。
成
瀬
が
「
告
別
講
演
」
を
行
な
っ

た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
日
に
、
学
生
を
前
に
し
て
、
講
演
を
行
な
い
、
成
瀬
と
、
同

じ
く
癌
を
患
う
自
分
と
が
重
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
死
は
ま
さ
に
「
別
れ
の
と
き
」

で
あ
る
、
と
の
思
い
が
ふ
つ
ふ
つ
と
沸
い
て
き
た
。
岸
本
の
講
演
も
学
生
た
ち
に

大
き
な
感
動
を
与
え
た
よ
う
だ
が
、
最
も
感
動
し
た
の
は
講
演
者
自
身
だ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。「
死
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
大
き
な
、
全
体
的
な
『
別

れ
』
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
と
き
に
、
私
は
、
は
じ
め
て
、
死
に
対
す

る
考
え
か
た
が
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。」
と
書
い
て
い
る
。

　

拙
論
で
は
、『
死
を
見
つ
め
る
心
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
七
年
目
の

「
大
発
見
」、
お
よ
び
「
死
は
別
れ
の
と
き
」
に
つ
な
が
る
三
五
年
一
月
日
本
女

子
大
学
で
の
講
演
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
を
中
心
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
に

列
挙
す
る
と
こ
う
な
る
。

「
現
代
人
の
生
死
観
」（
昭
和
）
三
五
年
六
月　
「
綜
合
文
化
」
七
月
号

「
別
れ
の
と
き
」
三
六
年
七
月　

N
H
K
テ
レ
ビ
放
送

「
癌
の
再
発
と
た
た
か
い
つ
つ
」
三
七
年
一
月　
「
婦
人
公
論
」
三
月
号

「
私
の
心
の
宗
教
」
三
七
年
七
月　

N
H
K
ラ
ジ
オ
「
人
生
読
本
」
で
放
送

「
命
あ
る
限
り
ゆ
た
か
に
」
三
八
年
二
月　

朝
日
新
聞

「
わ
が
生
死
観
」
三
八
年
十
月　
「
理
想
」
十
一
月
号

�
死
へ
の
心
の
準
備

　

岸
本
は
こ
の
「
別
れ
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
続
け
る
。
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人
間
は
一
生
の
う
ち
に
、
一
度
や
二
度
、
長
く
暮
ら
し
た
土
地
、
親
し
い
人
び

と
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
二
度
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
会
う
こ

と
は
な
い
と
思
っ
て
別
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
「
別
れ
」
に
は
、
当
然

「
深
い
別
離
の
悲
し
み
」
を
と
も
な
う
。

「
し
か
し
、
い
よ
い
よ
別
れ
の
と
き
が
き
て
、
心
を
き
め
て
思
い
き
っ
て
別
れ
る

と
、
何
か
し
ら
、
ホ
ッ
と
し
た
気
持
に
も
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
人
生
の
、
折
に

触
れ
て
の
、
別
れ
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
そ
れ
に
耐
え
て
い
け
る
の
で
あ
る
。」

　

死
と
い
う
の
は
、「
こ
の
よ
う
な
別
れ
の
、
大
仕
掛
け
の
、
徹
底
し
た
も
の
で

は
な
い
か
。」
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
死
に
の
ぞ
ん
で
の
別
れ
は
、
そ
れ
が
、
全

面
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
、
本
来
の
性
質
は
、
時
折
、
人
間
が
、
そ
う
し
た

状
況
に
お
か
れ
、
そ
れ
に
耐
え
て
き
た
も
の
と
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
は

な
い
。」
死
と
「
ふ
つ
う
の
別
れ
」
と
の
間
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
本
質
的
に
は

変
わ
ら
な
い
。
別
れ
に
耐
え
て
こ
れ
た
の
な
ら
、
死
に
も
耐
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
岸
本
は
死
を
「
耐
え
」
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
死
を
「
別
れ
の
と
き
」

と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
他
の
別
れ
と
同
様
、
死
も
耐
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
、「
死
も
、
そ
の
つ
も
り
で
心
の
準
備
を
す
れ
ば
、
耐
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
普
通
の
別
れ
の
と
き
に
は
、
人
間
は
い
ろ
い
ろ
と
準
備

を
す
る
。
心
の
準
備
を
し
て
い
る
か
ら
、
別
れ
の
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
格
的
な
別
れ
で
あ
る
死
の
場
合
、
か
え
っ
て
人
間
は
あ
ま
り
準
備
を
し
て

い
な
い
。
人
間
は
死
に
つ
い
て
考
え
た
が
ら
な
い
こ
と
が
原
因
だ
ろ
う
。
普
通
の

別
れ
で
も
準
備
す
る
の
だ
か
ら
、
死
の
よ
う
な
大
き
い
別
れ
は
、
準
備
な
し
に
耐

え
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
。
で
は
、
死
の
準
備
を
し
て
み
た
ら
ど
う
か
。

「
そ
の
た
め
に
は
、
今
の
生
活
は
、
ま
た
、
明
日
も
明
後
日
も
で
き
る
の
だ
と
考

え
ず
に
、
楽
し
ん
で
芝
居
を
見
る
と
き
も
、
碁
を
打
つ
と
き
も
、
研
究
を
す
る
と

き
も
、
仕
事
を
す
る
と
き
も
、
こ
と
に
よ
る
と
、
今
が
最
後
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
心
が
ま
え
を
、
始
終
も
っ
て
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

が
、
だ
ん
だ
ん
積
み
重
ね
ら
れ
て
く
る
と
心
に
準
備
が
で
き
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
心
の
準
備
が
十
分
で
き
れ
ば
、
死
が
や
っ
て
き
て
も
、
ぷ
っ
つ
り
と
、
執
着

な
く
切
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。」

　
「
ぷ
っ
つ
り
と
、
執
着
な
く
切
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
」
か
ど
う
か
は
、
筆
者

は
今
も
わ
か
ら
な
い
。
岸
本
は
「
心
の
準
備
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、「
ず

い
ぶ
ん
、
心
が
お
ち
つ
い
て
き
た
。」
そ
し
て
、「
死
と
い
う
も
の
が
、
今
ま
で
、

近
寄
り
が
た
く
、
お
そ
ろ
し
い
も
の
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
絶
対
的
な
他
者

で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
む
し
ろ
、
親
し
み
や
す
い
も
の
、
そ
れ
と
出
逢
い
う
る

も
の
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。」
と
言
う
。

　
� 
死
の
別
れ
の
意
味

　

で
は
、「
死
と
い
う
別
れ
」
と
「
ふ
つ
う
の
別
れ
」
と
は
ど
う
い
う
点
が
ち
が
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う
の
か
。「
ふ
つ
う
の
別
れ
」
も
つ
ら
い
け
れ
ど
も
、
つ
ぎ
の
行
く
手
が
あ
る
。
行

く
手
を
考
え
な
が
ら
、
別
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
後
の
世
界
を
信
じ
ら
れ
な
い
、

「
死
後
の
こ
と
は
知
ら
ず
、
こ
の
人
間
生
活
だ
け
が
生
活
な
の
だ
と
い
う
対
場
」

か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
行
く
手
の
わ
か
ら
な
い
別
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
「
深
刻
さ
」
が
あ
る
。

　

以
下
、
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
る
。

「
こ
の
船
出
は
ど
こ
へ
ゆ
く
か
わ
か
ら
な
い
船
出
で
あ
る
。
自
分
の
心
を
一
杯
に

し
て
い
る
の
は
、
い
ま
い
る
人
た
ち
に
別
れ
を
惜
し
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自

分
の
生
き
て
き
た
世
界
に
、
う
し
ろ
髪
を
ひ
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
最
後
ま
で
気
が

違
わ
な
い
で
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
死
と
は
そ
う
い
う
別

れ
か
た
だ
。
私
は
、
こ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ご
く
、
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
七
年
間
の
死
の
問
題
と
の
た
た
か
い
を
過
し
て
き

た
結
果
の
、
こ
の
ご
ろ
に
な
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
私
は
、
正
直
に
い
っ
て
、

死
か
ら
、
一
生
懸
命
、
目
を
そ
む
け
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
死
を
み
な
い
よ
う

に
し
て
、
そ
し
て
、
た
だ
、
残
さ
れ
て
い
る
生
命
の
時
間
を
、
で
き
る
だ
け
有
効

に
使
お
う
と
し
て
い
た
。
現
在
の
、
目
の
前
の
仕
事
に
打
ち
込
ん
で
、
も
っ
と
も

生
き
甲
斐
の
あ
る
時
間
を
つ
か
う
こ
と
で
、
死
の
恐
怖
、
無
の
恐
怖
か
ら
の
が
れ

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
は
げ
し
く
、
は
げ
し
く
、
生
き
て

き
た
。

　

し
か
し
、『
別
れ
の
と
き
』
と
い
う
考
え
か
た
に
目
ざ
め
て
か
ら
、
私
は
、
死

と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
で
、
面
と
む
か
っ
て
眺
め
て
み
る

こ
と
が
多
少
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
死
と
無
と
い
っ
し
ょ
に
考
え

て
い
た
時
に
は
、
自
分
が
死
ん
で
意
識
が
な
く
な
れ
ば
、
こ
の
世
界
も
な
く
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
か
ら
、
ど
う
し
て
も
脱
す
る
こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
死
と
は
、
こ
の
世
に
別
れ
を
つ
げ
る
と
き
と
考
え
る
場
合
に
は
、
も
ち

ろ
ん
、
こ
の
世
は
存
在
す
る
。
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か

え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
、
す
く
な
く
と
も
、

こ
の
考
え
方
が
、
死
に
対
す
る　

大
き
な
転
機
に
な
っ
て
い
る
。」

　

筆
者
に
は
当
初
「
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、

永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。」
の
箇
所
は
、
な
ん
と
も
唐
突
に
思
え
た
も

の
だ
。
し
か
し
、
関
連
す
る
と
い
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
「
人
間
に
と
っ
て
何
よ

り
恐
ろ
し
い
の
は
、
死
に
よ
っ
て
、
今
持
っ
て
い
る
『
こ
の
自
分
』
の
意
識
が
、

な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。」
と
で
あ
る
。
死
は
別
れ
の

と
き
と
い
う
考
え
だ
と
、
そ
の
「
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
の
が
「
何
よ
り
恐
ろ
し

い
」「
こ
の
自
分
」
は
、
で
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
読
者
に
と
っ
て
も
、
最
も
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
岸
本
も
そ
れ
に

触
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
今
の
筆
者
の
解
釈
で
あ
る
。

�
「
宇
宙
の
霊
」、「
永
遠
の
休
息
」

「
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入

る
だ
け
で
あ
る
。」
こ
の
部
分
を
と
ら
え
て
、
宮
家
準
氏
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
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「
こ
こ
で
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
、
実
体
が
あ
る
の
は
唯
こ
の
世
の
生
だ
け
だ
と
強

く
確
信
し
て
い
た
合
理
主
義
者
の
彼
が
、
死
の
怖
れ
が
も
た
ら
し
た
信
念
の
ぐ
ら

つ
き
の
な
か
で
、
宇
宙
の
霊
に
帰
っ
て
休
息
す
る
と
い
う
独
自
の
他
界
観
を
案
出

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
死
に
直
面
し
た
人
間
に
と
っ
て
他
界
の
存

在
を
信
じ
る
こ
と
が
い
か
に
大
き
な
安
ら
ぎ
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
も
思
え
る
の
で
あ 
る 
。」

（
２
）

　

思
う
に
、
こ
の
「
独
自
の
他
界
観
」
が
岸
本
に
「
大
き
な
安
ら
ぎ
を
与
え
」
た

と
い
う
の
は
誤
解
、
そ
れ
も
案
外
根
強
い
誤
解
で
は
な
い
か
。
脇
本
平
也
『
死
の

比
較
宗
教
学
』
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な
よ
く
似
た
発
言
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
い
わ
ば
陳
腐
な
『
別
れ
』
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
、
し
か
し
、
岸
本
の
心
に
と
っ

く
り
と
落
ち
着
き
内
在
化
し
て
機
能
を
発
揮
し
、
生
命
飢
餓
状
態
に
休
息
を
与
え

る
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
大
変
な
手
間
隙
が
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な 
る 
。」

（
３
）

　

こ
の
「
い
わ
ば
陳
腐
な
『
別
れ
』
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
は
、
絶
筆
「
わ
が
生
死

観
」
に
は
出
て
こ
な
い
。
岸
本
は
昭
和
二
三
年
に
書
い
た
論
文
「
生
死
観
四
態
」

の
中
で
、「
死
後
に
お
け
る
生
命
の
永
存
」
を
願
う
考
え
の
現
代
版
と
し
て
同
様

の
考
え
を
紹
介
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
れ
が
「
独
自
の
他
界
観
」
な
の
か
も
疑
問
と

す
る
が
、「
大
き
な
安
ら
ぎ
を
与
え
る
」
云
々
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
岸
本
の
言

葉
は
な
い
。
論
文
「
別
れ
の
と
き
」
で
は
、
岸
本
が
癌
を
患
っ
て
、
な
ぜ
「
別
れ

の
と
き
」
と
い
う
考
え
に
た
ど
り
着
い
た
か
を
、
縷
々
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ

り
も
、
突
然
出
て
き
た
「
す
で
に
別
れ
を
つ
げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ

て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。」
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
と
い
う
の

で
は
、
文
章
と
し
て
お
か
し
い
。

「
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
」
と
同
様
の
内
容
は
、
も
う
一

度
出
て
く
る
。「
私
の
心
の
宗
教
」（
昭
三
七
年
七
月
）
の
中
で
こ
う
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
私
に
と
っ
て
は
、
私
の
個
人
の
生
命
力
と
い
う
も
の
は
、
私
の
死
後
は
、
大
き

な
宇
宙
の
生
命
力
の
中
に
、
と
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
ゆ
く
と
考
え
る
ぐ
ら
い
が
、

せ
い
一
杯
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
私
と
い
う
個
人
は
、
死
と

と
も
に
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。」

　

テ
レ
ビ
放
送
の
「
別
れ
の
と
き
」
か
ら
一
年
後
、
N
H
K
ラ
ジ
オ
番
組
「
人
生

読
本
」
で
「
私
の
心
の
宗
教
」
と
題
し
て
、
こ
う
話
し
た
の
で
あ
る
。「
…
と
考

え
る
ぐ
ら
い
が
、
せ
い
一
杯
で
あ
り
ま
す
」、
と
。「
大
き
な
安
ら
ぎ
」
を
与
え
て

く
れ
る
も
の
を
、
こ
う
い
う
風
に
は
表
現
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
、

一
年
前
の
テ
レ
ビ
で
の
発
言
を
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
は

な
い
か
。
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�
「
う
し
ろ
髪
を
ひ
か
れ
る
」

　

さ
て
、
先
ほ
ど
の
引
用
の
中
に
、「
自
分
の
生
き
て
き
た
世
界
に
、
う
し
ろ
髪

を
ひ
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
最
後
ま
で
気
が
違
わ
な
い
で
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

　

ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、
と
筆
者
自
身
も
思
っ
た
。
生
死
観
に
つ
い
て
は

後
で
述
べ
る
が
、
生
死
観
と
結
び
つ
け
て
、
岸
本
の
高
弟
の
一
人
高
木
き
よ
子
に

次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。

「
こ
の
思
想
に
は
じ
め
て
接
し
た
時
、
私
は
何
か
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い

よ
う
な
気
が
し
た
。
が
、
こ
れ
は
著
者
の
い
わ
ゆ
る
『
こ
の
世
に
自
分
に
代
る
べ

き
も
の
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
の
存
続
を
は
か
ろ
う
と
す
る
』
生
死
観
の
一

つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
（「
生
死
観
の
類
型
」）、
と
気
付
い
た
と
き
、
こ
の
図
式

が
と
け
た
と
思
っ 
た 
。」

（
４
）

　

こ
の
「
う
し
ろ
髪
」
発
言
に
つ
い
て
は
、
岸
本
自
身
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ

る
。
ち
な
み
に
、「
生
死
観
の
類
型
」
は
、
の
ち
に
「
生
死
観
四
態
」
と
改
め
ら

れ
て
、『
死
を
見
つ
め
る
心
』
に
入
れ
ら
れ
る
。

「
と
こ
ろ
が
、
ふ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
心
（「
う
し
ろ
髪
を
引

か
れ
る
思
い
」
を
さ
す
―
注
大
町
）
が
、
実
は
、
一
つ
の
プ
ラ
ス
の
効
果
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
死
の
絶
望
の
前
に
屈
し
て
、
崩

れ
落
ち
て
し
ま
お
う
と
す
る
自
分
に
、
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
気
の
張
り
を
与
え
て

く
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。」

　

岸
本
は
自
分
の
死
後
、
妻
や
息
子
た
ち
（
告
知
を
受
け
た
と
き
、
長
男
は
大
学

浪
人
生
、
次
男
は
中
学
三
年
）
が
ど
う
し
て
生
き
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

が
、「
非
常
に
気
に
か
か
っ
た
」、「
死
に
切
れ
な
い
ほ
ど
心
配
で
あ
っ
た
」。「
う

し
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、

「
一
つ
の
プ
ラ
ス
の
効
果
を
持
っ
て
」
お
り
、「
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
気
の
張
り

を
与
え
て
く
れ
て
い
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
生
死
観
に
は
頭
の
中
だ
け
で
は
は

か
り
が
た
い
面
が
あ
る
。
実
際
、
そ
の
生
死
観
を
生
き
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。

「
死
と
無
と
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
た
時
に
は
、
自
分
が
死
ん
で
意
識
が
な
く
な

れ
ば
こ
の
世
界
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
錯
覚
か
ら
、
ど
う
し
て
も
脱
す
る

こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
死
と
は
、
こ
の
世
に
別
れ
を
つ
げ
る
と
き

と
考
え
る
場
合
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
世
は
存
在
す
る
。」

　

自
分
の
死
後
も
「
存
在
す
る
」「
こ
の
世
」
に
は
、
妻
子
だ
け
で
は
な
く
、
同

僚
や
友
人
や
弟
子
た
ち
も
い
る
。
自
分
の
仕
事
も
残
る
。「
自
分
の
死
後
、
家
族
や

知
友
が
、
自
分
の
こ
と
を
想
い
出
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
は
、
非
常

な
慰
め
に
な
っ
た
。」「
自
分
の
生
命
の
代
り
に
、
自
分
の
仕
事
が
、
存
続
し
て
ゆ

く
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
大
き
な
慰
め
に
な
っ
た
。」
と
書
い
て

い
る
。
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第
四
章　
「
よ
く
生
き
る
」

　

先
の
引
用
に
も
、「
生
命
の
充
実
感
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
け

ば
、
死
の
恐
怖
に
勝
っ
て
ゆ
け
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
な
の
か
。
そ
の
点
は
、「
別
れ
の
と
き
」
の
一
年
後

に
発
表
さ
れ
た
「
私
の
心
の
宗
教
」
に
詳
し
い
。
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。

「
自
分
に
と
っ
て
は
、
死
後
の
生
命
と
い
う
考
え
か
た
は
、
ま
っ
た
く
、
た
の
む

に
足
り
な
い
こ
と
と
し
か
、
私
に
は
、
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
よ
り

に
な
る
の
は
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
お
け
る
生
命
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
、
私
自
身
に
と
っ
て
、
こ
の
現
実
の
命
は
、
尊
い
の
で
あ
り
ま
す
。

…
私
は
ど
う
あ
っ
て
も
、
こ
の
人
間
生
活
を
、
充
分
に
よ
く
、
幸
福
に
生
き
て
ゆ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

　

で
は
、「
ほ
ん
と
う
の
幸
福
」
と
は
何
か
。
幸
福
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
に
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
一
本
強
い
筋
金
が
入
る
と
、
力
強
い
、「
ほ
ん
と
う
の
幸
福
」

に
な
る
。
岸
本
に
と
っ
て
は
、
そ
の
筋
金
と
な
る
要
素
は
、「
生
き
甲
斐
」
で
あ
っ

た
。「
生
き
甲
斐
と
い
う
感
じ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
幸
福
は
、
死
の
恐
怖
に
対

し
て
も
、
強
い
抵
抗
を
示
し
て
く
れ
ま
す
。」
と
言
う
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
、
人
間
は
自
分
の
生
活
の
中
に
、
そ
の
よ
う
な
「
生
き
甲

斐
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
岸
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
し
い
経
験
を
通

し
て
、「
心
が
、
少
し
ず
つ
開
け
て
き
た
」
と
言
う
。「
生
き
甲
斐
」
と
い
う
こ
と

は
、
が
む
し
ゃ
ら
に
何
か
を
す
る
の
で
は
な
く
、「
む
し
ろ
、
一
つ
の
目
標
を
も
っ

て
、
そ
の
目
標
に
心
を
打
ち
込
ん
で
、
一
筋
に
す
す
ん
で
い
く
こ
と
の
中
に
あ
る
」

の
で
は
な
い
か
。「
一
つ
の
方
向
」
に
、
あ
る
い
は
「
一
つ
の
目
標
に
む
か
っ
て
、

自
分
を
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
」
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

　

本
当
に
、
自
分
が
、
一
つ
の
目
標
に
打
ち
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
、「
自

分
は
、
自
分
を
そ
れ
に
さ
さ
げ
つ
く
し
た
と
い
う
感
じ
」
が
出
て
く
る
と
言
う
。

「
自
分
の
命
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
、
さ
さ
げ
つ
く
し
え
た
と
き
に
、
人
間
は
、

も
っ
と
も
強
い
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
、
本
当
に
幸
福
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り

ま
す
。」
こ
こ
に
、「
人
間
生
活
の
、
不
思
議
な
か
ら
く
り
」
が
あ
る
。「
自
分
に

と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
は
、
命
な
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
大
切
な
命

を
す
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
時
に
、
私
は
、
自
分
の
命
の
、

も
っ
と
も
強
い
生
き
甲
斐
を
感
じ
、
私
は
、
も
っ
と
も
幸
福
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。」
と
言
う
。

「
幸
福
」
で
あ
る
に
は
、
打
ち
込
む
に
値
す
る
よ
う
な
目
標
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
で
は
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
の
か

　

そ
の
「
目
標
」
と
な
る
の
は
「
仕
事
」
で
あ
る
と
言
う
。「
自
分
に
課
せ
ら
れ

た
仕
事
の
使
命
を
な
し
と
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
仕
事
は
「
職
業
」
を
も
含
む
が
、

狭
い
意
味
で
の
「
職
業
」
に
限
定
さ
れ
な
い
。「
め
い
め
い
の
人
間
が
、
自
分
に

あ
た
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
だ
、
と
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
仕
事
で
あ

り
ま
す
。」
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
す
ぐ
れ
た
作
品
を
作
り
出
す
こ
と
が
仕
事
で
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あ
る
。
学
者
は
立
派
な
研
究
を
な
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
人
間
の
、
ほ
ん
と

う
の
幸
福
」
に
つ
な
が
る
仕
事
、「
他
の
人
々
の
幸
福
を
高
め
る
」
こ
と
に
つ
な

が
る
仕
事
に
は
、
充
分
に
「
生
き
甲
斐
」
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、「
そ
の
、
仕
事
に
さ
さ
げ
つ
く
し
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
力
強
い
生
き

甲
斐
は
、
死
に
直
面
し
た
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
強
い
力
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま

す
。」
と
言
う
。

　
　
　

第
五
章　
「
生
死
観
四
態
」

　

岸
本
に
言
及
す
る
と
き
、
多
く
の
人
が
引
用
す
る
も
の
に
、
論
文
「
生
死
観
四

態
」（
昭
和
二
三
年
）
が
あ
る
。『
死
を
見
つ
め
る
心
』
の
中
で
唯
一
、
癌
告
知
前

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
岸
本
は
生
死
観
を
、
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、

四
つ
に
類
型
化
し
て
い
る
。

　

一
、
肉
体
的
生
命
の
存
続
を
希
求
す
る
も
の

　

二
、
死
後
に
お
け
る
生
命
の
永
存
を
信
ず
る
も
の

　

三
、
自
己
の
生
命
を
、
そ
れ
に
代
る
限
り
な
き
生
命
に
托
す
る
も
の

　

四
、
現
実
の
生
活
の
中
に
永
遠
の
生
命
を
感
得
す
る
も
の

　

実
際
に
人
び
と
の
心
の
中
で
働
い
て
い
る
生
死
観
は
、
一
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
は
い
な
い
。
諸
要
素
を
ど
れ
ほ
ど
か
ず
つ
含
ん
で
い
る
。
複
合
的
な
形
で
人

び
と
は
生
死
の
問
題
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
人
は
「
文
化
の
進
展
、
科
学
的
思
考
の
展
開
、
批
判
的
精
神
の
発
達
」
に

よ
り
、「
霊
魂
の
不
滅
を
希
求
し
、
伝
統
的
な
来
世
観
」
を
受
け
容
れ
る
の
が
難

し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、「
新
生
面
」
を
切
り
開
く
べ
く
、
様
々
な
努
力

の
跡
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
触
れ
た
考
え
は
こ
こ
に

出
て
く
る
。

「
あ
る
も
の
は
個
的
な
霊
魂
の
存
在
に
納
得
し
得
ず
、
宇
宙
に
遍
満
す
る
大
生
命

の
存
在
を
信
ず
る
。
死
に
よ
っ
て
個
我
を
脱
し
た
場
合
に
、
自
己
の
生
命
は
普
遍

的
な
宇
宙
生
命
の
中
に
溶
け
込
ん
で
行
く
と
考
え
る
の
で
あ
る
。」

　

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
第
一
、
第
二
よ
り
は
第
三
、
第
四
の
類
型
の
生
死
観

が
次
第
に
優
位
を
占
め
る
。「
近
代
人
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
、
不
可
知
は
不

可
知
と
し
て
、
解
決
せ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
気
持
も
強
い
。」

と
も
言
っ
て
い
る
。

　

岸
本
の
生
死
観
も
ま
た
「
複
合
的
」
で
あ
っ
た
。
先
の
、「
す
で
に
別
れ
を
つ

げ
た
自
分
が
、
宇
宙
の
霊
に
か
え
っ
て
、
永
遠
の
休
息
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。」

も
入
れ
る
と
な
る
と
、
二
の
要
素
も
見
ら
れ
る
。
高
木
は
三
だ
と
言
い
、
確
か
に

そ
の
要
素
も
あ
る
が
、
四
の
要
素
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。「
現
代
人
の
死
生
観
」

を
読
ん
で
あ
ら
た
め
て
そ
う
思
っ
た
。

「
理
想
を
追
求
す
る
生
活
の
中
に
、
自
分
の
生
命
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
も
の

が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
生
命
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
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そ
れ
は
自
分
の
死
と
一
緒
に
な
く
な
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
死
も
冒

し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
こ
の
は
げ
し
い
た
た
か
い
の
場
に
お
い
て
、
そ

れ
が
、
も
っ
と
も
力
強
い
自
分
の
心
の
支
え
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
よ
く
生
き

る
こ
と
を
、
私
は
、
生
死
の
問
題
の
解
決
の
大
切
な
方
法
と
考
え
る
の
で
あ
る
。」

　
　
　

あ
と
が
き

　

相
良
亨
『
日
本
人
の
死
生
観
』
は
、
岸
本
か
ら
す
れ
ば
、「
無
用
の
長
物
」
の

一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
九
九
八
年
衆
議
院
議
員
新
井
将
敬
氏
が
自

殺
し
た
と
き
、
本
書
は
自
宅
の
机
の
上
に
お
か
れ
、
ま
え
が
き
の
部
分
に
傍
線
が

引
か
れ
て
い
た
こ
と
で
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
不
似
合
な
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
浴
び

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
自
殺
し
た
ホ
テ
ル
の
一
室
で
は
、
ベ
ッ
ド
の
そ
ば
に
空
に
な
っ

た
ウ
イ
ス
キ
ー
の
壜
が
複
数
散
ら
ば
っ
て
い
た
と
い
う
。
筆
者
よ
り
一
学
年
上

（
昭
和
二
三
年
一
月
生
）
の
新
井
が
五
〇
歳
で
自
殺
す
る
時
、
ウ
イ
ス
キ
ー
の
力

を
借
り
た
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
れ
に
、
死
生
観
を
求
め
た
こ
と
も
よ
く
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
自
分
が
行
こ
う
と
し
て
い
る
世
界
に
つ
い
て
、
自
分
が

何
も
知
ら
な
い
の
は
、
も
ど
か
し
い
限
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

横
道
に
そ
れ
か
け
た
が
、
相
良
は
こ
の
本
の
中
で
岸
本
を
取
り
上
げ
、
岸
本
は

「
死
は
『
別
れ
の
と
き
』」
と
い
う
考
え
を
「
わ
が
生
死
観
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
う
い
う
考
え
方
は
日
本
の
伝
統
の
中
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。「
死
を
別
れ
と
す

る
と
ら
え
方
は
、
王
朝
以
来
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
、
死
を
わ
か
れ
と
み
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
」、 
と 
。
お
そ

（
５
）

ら
く
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
筆
者
は
そ
の
こ
と
は
岸
本
の
生
死
観
の
価
値
を
高
め
こ
そ
す
れ
、
引
き

下
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
成
瀬
の
資
料
を
読
ん
で
、
死
は
別
れ
の
と

き
、「
そ
う
考
え
た
と
き
に
、
私
は
、
は
じ
め
て
、
死
に
対
す
る
考
え
か
た
が
、

わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。」
と
書
い
た
の
は
、
岸
本
の
心
が
よ
う
や
く
伝
統

の
中
に
落
ち
着
き
場
所
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

　

心
の
準
備
と
生
き
甲
斐
に
よ
っ
て
、
死
は
「
耐
え
ら
れ
る
」。「
別
れ
の
と
き
」

と
は
、
死
に
対
し
て
日
本
人
の
心
が
と
る
文
化
的
な
形
な
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ

わ
れ
の
心
は
「
死
は
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
よ
う
や
く
「
悲
痛
に

耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
」。
岸
本
は
「
死
は
別
れ
の
と
き
」
と
い
う
伝
統
的
な
形

に
新
た
な
命
を
与
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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献

岸
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岸
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』
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藝
春

秋
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一
九
九
二
年

脇
本
平
也
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の
比
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宗
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学
』
岩
波
書
店
、
一
九
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教
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法
律
文
化
社
、
一
九
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七
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注

　

こ
こ
で
は
、
岸
本
英
夫
『
死
を
見
つ
め
る
心
』
を
除
く
参
考
文
献
の
引
用
箇
所
を
記
す
。

（
１
）『
同
時
代
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
選
集
第
一
巻　
「
生
と
死
」
の
現
在
』
二
〇
頁

（
２
）『
生
活
の
な
か
の
宗
教
』
十
七
頁

（
３
）『
死
の
比
較
宗
教
学
』
三
八
頁

　

十
五
年
前
の
拙
論
の
中
で
、
私
は
作
家
中
村
真
一
郎
が
「
わ
が
生
死
観
」
に
付
し

た
注
釈
を
引
用
し
た
。

「
こ
れ
は
現
代
の
す
ぐ
れ
た
宗
教
学
者
が
、
自
己
の
確
実
な
近
い
死
を
知
り
、
そ
の

恐
怖
を
通
し
て
、
ひ
と
つ
の
悟
り
に
到
達
す
る
ま
で
の
、
率
直
で
明
快
な
記
録
で
あ

る
。」（『
死
を
考
え
る
』
一
九
九
頁
）

　

こ
こ
の
「
悟
り
」
を
意
図
的
に
七
年
目
の
「
大
発
見
」
を
さ
す
と
し
た
が
、
普
通

に
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
「
悟
り
」
は
宮
家
説
と
同
様
だ
ろ
う
。

（
４
）『
岸
本
英
夫
集
』
第
六
巻
、
三
三
七
頁

（
５
）『
日
本
人
の
死
生
観
』
一
七
四
頁
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La mort, c'est "le temps de se s�parer"

― la conception de la vie et de la mort chez Hideo KISHIMOTO ―

Isao Omachi

　Hideo KISHIMOTO, qui �tait professeur de la science des religions � l' universit� de Tokyo, avait un 

cancer de la peau (m�lanome), qui est dangereux et tr�s progressif.

　Heureusement il a surv�cu dix ans.  Juste apr�s sa mort,  un livre 《Le coeur qui regarde fixement la 

mort》 a �t� publi� en rassemblant des essais qu' il avait �crits pendant dix ans en proie � la peur de mourir. 

Il ne croyait pas en l'autre monde.

　Il pensait que la mort, c' �tait le temps de se s�parer.  En �tudiant ses essais, surtout《Le temmps de se 

s�parer》 , j'examinerais ce qui est sa conception de la vie et de la mort.


