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受
容
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」
を
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に
し
て
ー
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柏
木
哲
夫
は
淀
川

キ
リ
ス
ト
教
病
院

に
ホ

ス
ピ

ス
を

開
設
、
そ

の
長
を
勤
め
た
。
彼

は
す
で
に

二
千
人
を
越
え

る
患

者
を
看
取

っ
た
。

日
本

の
タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ

ア
の
第

一
人

者

で
あ
り
、

こ
こ
三
〇
年

間
で
、
最
も
死
に

つ
い
て
考
え

て
き

た
人

で
あ

る
。
筆
者

は

彼

の
著
作

か
ら
、
〈
安
ら

か
な
死

〉
は
可
能
な

の
か
ど
う
か
を

探
り
た

い
。
柏
木
は
精

神
科
医

・
内
科
医

で
あ
り

、
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
で
あ

る
。
ま
ず

、
柏
木
が
ど

の
よ
う
な
人

で
あ

る
か
を
見
る
。
彼

の
仕
事

場
で
あ
る
ホ

ス
ピ

ス
と

は
ど

の
よ
う

な
と

こ
ろ
か
、
末

期
患
者

の

〈
四

つ
の
痛

み
〉
、
特

に

〈
霊
的
痛
み

〉
と
は
ど

の
よ
う

な
も

の
か
。
〈
安
ら

か
な
死

〉
が

可
能
に
な

る
に
は
、
死
を

受
け
容
れ

る
必
要
が
あ

る
。

つ
ま

り
、
〈
受
容

の
死

〉
が

キ
ー
ワ
ー
ド
な

の
で
あ

る
。

「
受
け
容

れ
る
」
は

「あ

き
ら

め
る
」
と
は
違

う

。
〈
死

の
受

容

〉
に
最
も

必
要
な

の
は
、
信
仰

で
あ
る
。
必
ず

し
も

キ
リ

ス
ト
教

で

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

は
な

い
が
、
人
間
は
生
か
さ
れ

て

い
る
こ
と
、
そ

の
こ
と

に

感
謝

し
て
生
き
る

こ
と
、
死

に
関
し
て
は
、
ゆ
だ
ね

て
し
ま

っ
て
生
き
る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
。

は
じ
め
に

も
う

一
七
、
八
年
前
に
な
る
が
、
日
野
原
重
明

『死
を
ど
う
生
き
た
か
』

(中

公
新
書
)
を
読
ん
で
感
動
し
た
。
「今
の
日
本
に
こ
ん
な
偉

い
人
が
い
た
の
か
!
」

と
思

っ
た
。
さ

っ
そ
く
他

の
本
も
購
入
し
よ
う
と
し
た
が
、
同
じ
中
公
新
書
に

『人
間
ド

ッ
ク
』
が
あ

っ
た
以
外
に
は
、
Y
M
C
A
出
版
の

『病
む
心
と
か
ら
だ
』

(
一
九
五
八
年
)、
『生
の
選
択
』
(
一
九
八

一
年
)
し
か
な
く
、
ひ
ど
く
意
外
な
感

じ
が
し
た
。
昨
年
の
春
以
来
、
何
度
目
か
の
日
野
原
ブ
ー
ム
が
お
き
て
い
る
今
な

ら
想
像
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

七
年
前
、
柏
木
哲
夫

の
論
文

「
タ
ー
ミ
ナ
ル

・
ケ
ア
と
庶
民
の
死
」
(多
田
富

雄

・
河
合
隼
雄
編

『生
と
死
の
様
式
-
脳
死
時
代
を
迎
え
る
日
本
人
の
死
生
観
』

〔誠
信
書
房
、

一
九
九

一
年
〕
所
収
)
と
出
会

っ
た
時
に
も
、
似
た
よ
う
な
経
験

を
し
た
。
読
み
終
わ

っ
て
、
「偉

い
お
医
者
さ
ん
だ
な
あ
!
」
と
、
数
日
興
奮
が

冷
め
な
か

っ
た
。
す
ぐ
に
他
の
著
作
を
探
し
た
。
幸
い
、
柏
木
の
場
合
は
何
冊
も

あ

っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
全
著
書
を
注
文
し
、
購
入
し
た
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

平成15年9月26日 受理*教 養部



2奈 良 大 学 紀 要 第32号

①

『死
に
ゆ
く
人
々
の
ケ
ア
ー
末
期
患
者

へ
の
チ
ー
ム
ア
プ
ロ
ー
チ
』
医
学
書
院
、

一
九
七
八
年

②

『人
と
心

の
理
解
-
精
神
神
経
科
医
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
い
の
ち

の
こ
と
ば
社
、

一
九
八

一
年

③

『病
め
る
心
の
理
解
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、

一
九
八
二
年

④

『生
と
死
を
支
え
る
ー
ホ
ス
ピ

ス

・
ケ
ア
の
実
践
』
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
三

年
⑤

『ホ
ス
ピ

ス
を
め
ざ
し
て
ー
生
を
支
え
る
ケ
ァ
』
医
学
書
院
、

一
九
八
三
年

⑥

『安
ら
か
な
死
を
支
え
る
』
い
の
ち

の
こ
と
ば
社
、

一
九
八
四
年

⑦

『良
き
生
と
良
き
死
ー
ホ
ス
ピ

ス

・
ケ
ア
実
践

の
経
験
か
ら
』
い
の
ち
の
こ
と

ば
社
、

一
九
八
五
年

⑧

『
死
に
行
く
患
者
と
家
族

へ
の
援
助
ー
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
実
際
』
医
学
書
院
、

一
九
八
六
年

⑨

『死
を
学
ぶ
1
最
期
の
日
々
を
輝

い
て
』
有
斐
閣
、

一
九
九
五
年

⑩

『愛
す
る
人
の
死
を
看
取
る
と
き
ー
ホ
ス
ピ

ス

・
ケ
ア
20
年
の
記
録
』
P
H
P

研
究
所
、

一
九
九
五
年

な
お
、
③

の

『病
め
る
心
の
理
解
』
は
、
同
じ
出
版
社
か
ら
す
で
に
出
て
い
た

『病
め
る
心

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
』

(
一
九
七
五
)
と

『病
め
る
心
か
ら

の
解
放
』

(
一
九
七
六
)
の
両
者
を
、
加
筆
し
、

一
冊
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、

④
に
関
し
て
、
筆
者
が
購
入
し
た
の
は
、

一
九
八
七
年
に
朝
日
選
書
の

一
冊
と
し

て
同
タ
イ
ト
ル
で
再
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
購
入
し
た
主
な
著
書
は

次
の
通
り
。

⑪

『死
に
ゆ
く
患
者
の
心
に
聴
く
ー
末
期
医
療
と
人
間
理
解
』
中
山
書
店
、

一
九

九
六
年

⑫

『死
を
看
取
る
医
学
ー
ホ
ス
ピ

ス
の
現
場
か
ら
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九

九
七
年

⑬

『
「老

い
」
は
ち

っ
と
も

こ
わ
く
な

い
1
笑
顔
で
生
き
る
た
め
の
妙
薬
』
日
本

経
済
新
聞
社
、

一
九
九
八
年

⑭

『タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
と
ホ
ス
ピ
ス
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

一
年

⑮

『癒
し
の
ユ
ー
モ
ア
ー

い
の
ち
の
輝
き
を
支
え
る
ケ
ア
』
三
輪
書
店
、
二
〇
〇

一
年

一
、
柏
木
哲
夫
と

い
う
人

(
1
)
「庶
民
の
死
」

「
タ
ー
ミ
ナ
ル

・
ケ
ア
と
庶
民
の
死
」
は
十
頁
余
り
の
短
い
文
章
で
あ
る
。
細

か

い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
著
者
の
考
え
を
概
略
的
に
述
べ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

柏
木
が
勤
務
し
て
い
た
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
は
大
阪
の

「
下
町
」
に
あ
る
。

そ
の
ホ
ス
ピ

ス
で
死
を
迎
え
る
人
々
の
多
く
は

「典
型
的
な
庶
民
」
で
あ
る
。
ガ

ン
闘
病
記
を
自
ら
書
い
た
り
、
書
物
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
す
る
人
の
死
は

「特

殊
な
死
」
で
あ
り
、
「著
名
人
の
死
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「物
言
わ
ぬ
庶
民
の

死
」
で
は
な

い
。

「庶
民
」
と
は
ど
う

い
う
人
だ
ろ
う
。
「長
屋
の
お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
」
で
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あ
る
。
柏
木
よ
り
ち
ょ
う
ど
十
歳
年
下
の
筆
者
は
こ
の
語
に
そ
れ
ほ
ど
な
じ
み
が

深
く
な
い
。
筆
者
も
若

い
頃
に
は
使

っ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
今
で
は
死
語
に
な
り

つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
柏
木
の
言
う

「庶
民
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の

人
、
ご
く
普
通
の
人
。
「
地
位
、
名
誉

、
財
産
と
い
う
も
の
か
ら
縁
遠

い
生
活
を

　ユ
　

し
て
い
る
者

」
で
あ
る
。
「行
き
た

い
学
校
に
行
け
ず
、
就
職
し
た
い
会
社
に
入

れ
ず
、
就
き
た

い
地
位
に
就
け
ず
、
築
き
た

い
財
産
を
築
け
ず
に
、
そ
れ
で
も
た

く
ま
し
く
生
き
て
」
い
く
、
そ
う

い
う
人
た
ち
で
あ
る
。

「庶
民
の
死
」
の
特
色
の

一
つ
は

「あ
き
ら
め
の
死
」

で
あ
る
。
「あ
き
ら
め

る
」
は
、
語
源
的
に

「
明
ら
か
に
見

る
」
と

い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
患
者
は

「
い
ろ
い
ろ
の
状
況
を
庶
民
の
知
恵
を
働
か
せ
て
、
直
観
的
に
悟
り
、
ど
う
も
事

態
は
自
分
に
不
利
に
展
開
し
そ
う
だ
と
理
解
す
る
」
。
「病
名
は
知
ら
さ
れ
ず
、
次

第
に
弱

っ
て
い
く
こ
と
を
自
分
の
体

で
感
じ
な
が
ら
、
医
者
に
も
家
族
に
も
ほ
と

ん
ど
質
問
せ
ず
、
あ
き
ら
め
て
死
を
迎
え
る
」
。
「あ
き
ら
め
る
」
の
は
患
者
だ
け

で
は
な
い
。
看
取
る
家
族
も
ま
た

「
あ
き
ら
め
る
」

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
思

い
通
り
に
い
か
な

い
人
生
を
た
く
ま

し
く
生
き
て
き
た
庶
民
に
は
、
「あ
き
ら
め

る
」
能
力
が
備
わ

っ
て
い
る
。

庶
民
の
問
で
は
、
告
知
し
た
が
ら
な

い
家
族
が
多

い
。
病
名
を
隠
し
て
や
る
の

が
、
せ
め
て
も
の

「思
い
や
り
」
な
の
で
あ
る
。
家
族
は
大
事
に
患
者
を
看
取
り
、

患
者
は
こ
れ
に
甘
え
切
る
。
死
を
家
族
的
な
も
の
と
み
な
し
て
、
「舐
め
合

い
な

が
ら
」
死
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
患
者

一
人
を
苦
し
ま
せ
な
い
。
苦
し
み
は
家
族

全
体
で
分
か
ち
合
お
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
庶
民
が
求
め
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア

は
苦
痛

の
緩
和
に
尽
き
る
と
言

っ
て

い
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
庶
民
の
死
」
は

「
あ

き

ら

め

の
死

」

と

「
舐

め

合

う

死

」

で
特

徴

づ

け

ら

れ

る
。

そ
う

い
う

ふ

う

な

説

明

だ

っ
た

。

柏

木

は

「
私

は

、

タ

ー

ミ
ナ

ル

・
ケ

ア
と

か
看

取

り

と

い
う

も

の
は

、

そ

れ

ぞ

　　
　

れ
の
文
化
に
即
応
し
て
い
な
い
と
、決
し
て
発
展
し
て
い
か
な
い
と
思
う
ん
で
す
ゆ」

と
言

っ
て
い
る
。
「庶
民
」
の
生
き
方
に
こ
そ
、
現
代
日
本
文
化
の
実
質
が
現
わ

れ
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
「地
域
社
会
の
第

一
線
の
病
院
で
お
こ
る
死
は
、

も

っ
と
も
日
本
人
的
な
ご
く
ふ
つ
う

の
人
の
死
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
の
ケ
ア
が
、

　
ヨ
　

生
を
支
え
る
ケ
ア
の
原
点
で
あ
る
。」
柏
木
に
と

っ
て
は
、
「庶
民
の
死
」
こ
そ
が

出
発
点
な
の
で
あ
る
。

(2
)
〈柏
木
語
〉

十
年
ほ
ど
前

の

一
九
九
二
年
に
厚
生
省
は
、
全
国
の
ガ
ン
患
者
で
死
亡
時
の
年

齢
が
四
〇
歳
以
上
六
五
歳
未
満
の
人
を
対
象
と
し
、
そ
の
遺
族
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
な

っ
た
。
調
査
対
象
二
八

一
〇
人
中
、
有
効
解
答
数
は

一
九

一
八
で
あ

っ

た
。
「死
亡
者
が
自
分
の
病
気
は
、
が
ん
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
知

っ
て
い

た
」
と
し
た
者
は

一
八

・
二
%
、
「最
後
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
と
思
う
」
と
し
た

者
が
二
五

・
一
%
。
そ
し
て
、
「察
し
て
い
た
と
思
う
」
と
答
え
た
者
が
実
に
四

二

・
五
%
も
あ

っ
た
。
「あ
き
ら
め
の
死
」
と

「舐
め
あ
う
死
」

で
特
徴
づ
け
ら

れ
る
、
柏
木

の

「庶
民
の
死
」
と

い
う
洞
察
は
、
こ
の
日
本
の
実
情
を
見
事
に
説

明
づ
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の

「死
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
柏
木
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「安

易
な
励
ま
し
」
「
理
解
的
態
度
」
「交
わ
り
の
死
」
「
モ
ヤ
モ
ヤ
文
化
」
「矢
先
症
候
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群
」
を
は
じ
め
、
数
々
の

〈
柏
木
語

〉
を
作
り
出
し
た
。
次
々
と
名
前
を
つ
け
て

い
く
と

い
う
の
は
、
柏
木

の
い
わ
ば
得
意
業
で
あ
る
。
柏
木

の
目
は
、
各
所
で
、

新
し
い
現
実
を
発
見
す
る
。
新
し
い
現
実
は
、
当
然
、
新
し
い
名
称
を
要
求
す
る
。

そ
れ
ら
は
柏
木
に
と

っ
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

国
立
教
育
会
館

・
虎
の
門
ホ
ー
ル
で
行
な
わ
れ
た
第
二
〇
回

「
日
本
死
の
臨
床

研
究
会
」
年
次
大
会

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
記
憶
は
お
ぼ
ろ
げ
な
の
だ
が
、
あ
る
研

究
発
表

へ
の
質
問
に
立

っ
た
柏
木
は
、
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
携
わ

っ
て
い
ま
す

と
、
『せ

つ
な
い
死
』
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
が
、
…
:
」
と
言

っ
た
。
筆
者

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
参
加
者
の
ほ
と

ん
ど
も
、
「え

っ
!

『せ
つ
な
い
死
』
?
」

と
い
う
感
じ
だ

っ
た
。
柏
木
に
は

「
せ
つ
な
い
死
」
と
い
う
言
葉
で
、
即
座
に
、

い
く

つ
か
の
事
例
、
い
ろ
ん
な
場
面
、
患
者

・
家
族
と
の
や
り
と
り
が
あ
り
あ
り

と
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
を
、
「
せ
つ
な

い
死
」
と
呼
ば
ず
に
何
と
呼
ぼ
う
、
と

い
っ
た
思
い
な
の
だ
ろ
う
。

(3
)
略
歴
i
あ
る
患
者
と
の
出
会
い
を
中
心
に
ー

ど

の
著
書
に
も

つ
い
て
い
る
よ
う

な
も
の
だ
が
、
柏
木

の
略
歴
を
紹
介
し
よ

・つ
。一

九
三
九
年

兵
庫
県
淡
路
島
に
生
ま
れ
る

六
五
年

大
阪
大
学
医
学
部
卒
業

六
六
～
六
九
年

同
大
学
精
神
神
経
科
に
勤
務

六
九
～
七
二
年

ア
メ
リ
カ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
医
学
部
精
神
科
留

学

七
二
年

(三
三
歳
)

七
九
年

八
二
年

(四
三
歳
)

八
四
年

(四
五
歳
)

九
三
年

(五
四
歳
)

柏
木
は
精
神
科
医
で
あ
る
。

な

っ
た
き

っ
か
け
は
こ
う
で
あ

っ
た
。

ス
ト
教
病
院

(以
下
、
〈
淀
キ
リ
〉
と
略
記
)

も
な
く
、
柏
木
は
同
僚
の
外
科
医
か
ら

一
人
の
末
期
患
者
の
こ
と
で
相
談
を
受
け

た
。
も
ち
ろ
ん
精
神
神
経
科
の
医
師
と
し
て
で
あ
る
。
外
科
医
で
あ
る
主
治
医
は
、

患
者
が
死
の
不
安
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
話
す
が
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
い
か

わ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
柏
木
は
相
談
の
あ
と
患
者
に
直
接
会

っ
た
。

こ
の
患
者
は
多
く
の

〈
必
要
〉
を
も

っ
て
い
た
。
末
期
ガ
ン
特
有
の
強
烈
な
痛

み
を
な
ん
と
か
し
て
ほ
し
い
と

い
う

「身
体
的
必
要
」
。
「
死
ぬ
こ
と
が
怖

い
」
、

そ
う

い
う
死
の
不
安
を
語
り
合

い
た
い
と

い
う

「精
神
的
必
要
」
。
家
族

の
問
題

に
つ
い
て
相
談
に
の
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

「社
会
的
必
要
」
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と

し
て
死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
け
ば
い
い
か

一
緒
に
な

っ
て
考
え
て
く
れ

淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
精
神
神
経
科
に
勤
務
。
タ

ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
実
践
の
た
め
の
チ
ー
ム
を
結
成

イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ス
ピ
ス
で
仕
事
。
の
ち
、
ア
メ
リ

カ
の
ホ
ス
ピ

ス
へ

淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
に
て
内
科
医
と
し
て
の
研

修
を
受
け
る

同
病
院
に
ホ
ス
ピ
ス
を
開
設
。
副
院
長
、
ホ
ス
ピ

ス
長
を
務
め
る

大
阪
大
学
人
間
科
学
部
教
授
。
淀
川
キ
リ
ス
ト
教

病
院
名
誉
ホ
ス
ピ
ス
長
。

そ
の
柏
木
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
携
わ
る
よ
う
に

(
4
)

三
年
間
の
米
国
留
学
を
終
え
、
淀
川
キ
リ

精
神
神
経
科
に
勤
務
を
始
め
て
ま
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る
人
が
ほ
し
い
と

い
う

「宗
教
的
必
要
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

「必
要
」
は

「問

題
」
と
も

「痛
み
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
患
者
は

「先
生
、
人
間
が
死
ぬ
と

い
う
の
は
、

い
っ
た
い
ど
う

い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
死
後

の
世
界
と
い
う
の

は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
私
は
死
ん
だ
あ
と
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね

た
。
柏
木
は
末
期
ガ
ン
の
患
者
に
会
う

の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ

っ
た
。
強
い
シ

ヨ
ッ
ク
を
受
け
た
。
柏
木
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。
主
治

医

の
悩
み
が
よ
く
わ
か

っ
た
。

こ
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
柏
木
の
医
者
と
し
て
の
人
生

の
方
向
を
決
定
す
る
よ
う
な
事
件
で
あ

っ
た
。
日
野
原
で
言
え
ば
、
大
学
卒
業
後
、

最
初
に
担
当
し
た
患
者

の

一
人
、
「死
を
受
容
し
た
十
六
歳
の
少
女
」
と
の
出
会

い
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

柏
木
は
会

っ
た
あ
と
素
早
く
行
動
し
た
。
死
に
ゆ
く
患
者
と
家
族
の

「必
要
」

を
満
た
す
に
は
、
医
師
、
看
護
婦
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
宗
教
家
が
チ
ー
ム

を
組
ん
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
考
え
て
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
に
呼
び
か

け
た
。
多
く
の
賛
同
が
得
ら
れ
、
こ
こ
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
実
践
の
た
め
の
チ
ー

ム
が
結
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
ア
メ
リ
ヵ
留
学
中
の
経
験
が
生
き
て
い
る
。
留
学
三
年
目
の
七
二
年
、

柏
木
は
末
期
患
者

へ
の
チ
ー
ム
ア
プ

ロ
ー
チ
を
体
験
し
た
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
で

も
新
し

い
試
み
で
、
末
期
患
者
を
医
師

、
ナ
ー
ス
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
精

神
科
医
、
宗
教
家
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組

ん
で
ケ
ァ
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
柏

木
は
精
神
科
医
と
し
て
参
加
し
た
。

O
C
D
P

(9

σq
9
巳
N
9

∩
碧
o
o
h
g
o

U
旨
口
σ。
℃
薮
o巨
)
と
呼
ば
れ
る
。
「余
命
が
短
い
死
に
行
く
患
者
を
チ
ー
ム
で
支

　
　
　

え

る

と

い
う

ア
イ

デ

ア

に
驚

い
た

。
」

と

書

い

て

い
る

。

そ

れ

を

参

考

に
、

〈
淀

キ

リ

〉

で

チ

ー

ム

を
作

っ
た

の
で

あ

る

。
柏

木

は
後

年

、

「
こ

れ

は

、

施

設

こ

そ

持

た

な

か

っ
た

が

日

本

に

お

け

る

最

初

の

ホ

ス
ピ

ス

・
プ

　　
　

ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
で
あ

っ
た
。
」
と
回
想
し
て
い
る
。
柏
木
は
こ
の
時
、
チ
ー
ム

内

の
精
神
科
医
と
し
て
ま
と
め
役
を
担

っ
た
。

当
時
は
、
「手
探
り
で
は
じ
め
た
新
し
い
仕
事
で
あ

っ
た
の
で
、
参
考
に
な
る

書
物
を
探
し
た
が
皆
無
に
等
し
か

っ
た
。
」
唯

一
あ

っ
た
の
が
キ

ュ
ー
ブ
ラ
ー

・

　　
　

ロ
ス
の

『
死
ぬ
瞬
間
』
だ

っ
た
。
「原
著
と
訳
書
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん
だ
」
。

「私
た
ち
の
教
科
書
は
患
者
で
あ

っ
た
。
末
期
患
者
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
座
り
込

ん
で
、
そ
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
時
、
私
た
ち
は
実
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と

　
　
　

が
で
き
る
。
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

八
四
年
、
〈
淀
キ
リ
〉
に
ホ
ス
ピ
ス
を
開
設
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
七
九

年
イ
ギ
リ
ス
の
ホ
ス
ピ
ス
を
訪
れ
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
六
七
年
、
最
初
の
近

代
ホ
ス
ピ

ス
を
作

っ
た

〈
ホ
ス
ピ
ス
の
母
〉、
ソ
ン
ダ
ー
ス
博
士
は
、
精
神
科
医

柏
木
に

「死

へ
の
過
程
は
身
体
医
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
精
神

的
な
プ

ロ
セ
ス
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ホ
ス
ピ

ス
の
良
き
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
た
め
に
、

あ
な
た
は
ど
う
し
て
も
、
吋
科
学
や

一
般
医
学
の
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
る
必

　　
　

要
が
あ
る
で
し
ょ
う

」
と
言

っ
た
。
柏
木
は
決
断
す
る
。
八
二
年
よ
り
、
〈
淀
キ

リ
〉
に
て
、
約
三
年
間
、
内
科
医
と
し
て
の
研
修
を
受
け
る
。

日
野
原
も
そ
う
だ
が
、
柏
木
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
。
柏
木
は
大
学
二
年

の

時
、
初
め
て
教
会
に
行

っ
た
。
以
来
、
通
い
続
け
、
五
年
目
に
洗
礼

(プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
)
を
受
け
た
。
日
野
原
は
聖
路
加
国
際
病
院
に
勤
め
た
。
二
人
に
は

く
キ
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リ
ス
ト
教
精
神

〉
が
具
現
し
て
い
る
よ
う
な
感
が
あ
る
。

違
い
は
あ
る
。
日
野
原
に
は
文
学
や
哲
学
に
つ
い
て
の
曲豆
か
な
教
養
が
あ
る
。

柏
木
に
は
生
来
の
ユ
ー
モ
ア
感
覚
が
あ
る
。
川
柳
を
好
み
、
自
作
も
す
る
。
内
科

医

で
あ
る
点
は
共
通
す
る
が
、
柏
木
は
同
時
に
精
神
科
医
で
あ
る
。
「
タ
ー
ミ
ナ

ル
ケ
ア
と
並
行
し
て
私
は
ず

っ
と
精
神
科
医
と
し
て
、
心
に
悩
み
を
持

つ
患
者
の

　ゆ
　

診
察
を
続
け
て
き
た
。
」
柏
木
は
飽
く

こ
と
な
く

「人
間
理
解
」
に
努
め
る
。
そ

の
理
解
は
、
モ
ラ
リ
ス
ト
柏
木
と
い
っ
た
面
を
も

っ
て
い
る
。

次
に
、
拙
論
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
拙
論
の
目
的
は
、
柏
木
の
死
に
ゆ
く

人
間
の
理
解
を
た
ど
り
、
著
書
の
タ
イ
ト

ル
に
も
出

て
く
る

「安
ら
か
な
死
」

「良
き
死
」
と
は
ど
う

い
う
死
か
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し

て
可
能
な
の
か
。
柏
木

の

〈
生
と
死
〉
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
見
て

行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
、

ホ
ス
ピ

ス
の

〈生

と

死
〉

(1
)
ホ
ス
ピ
ス
の
誕
生

ホ
ス
ピ

ス
が
人
々
の
関
心
を
引
く
よ
う
に
な

っ
た

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
日
本

人
の
死
ぬ
場
所
が
家
庭
か
ら
病
院

へ
移

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
昔
、
人
は
家

で
生
ま
れ
、
家
で
死
ん
だ
。
戦
後
ま
も

な
い
昭
和
二
二
年
、
人
々
の
九
割
が
家
庭

で
死
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
次
第
に

〈
病
院
死
〉
が
増
え
、
七
七

(昭
和
五
二
)

年
に
は
、

つ
い
に

〈
病
院
死

〉
が

〈
家
庭
死
〉
を
上
回

っ
た
。
現
在
、
八
割
を
越

え
る
人
が
病
院
で
死
ん
で
い
る
。
八

一
年
以
降
、
ガ
ン
は
死
因
の
ト

ッ
プ
で
あ
る
。

ガ
ン
は
自
宅
で
死
を
迎
え
る
の
が
難
し
い
。
ガ
ン
だ
け
を
取
れ
ば
、
九
割
を
越
え

る
人
が
病
院
で
死
を
迎
え

て
い
る
。

で
は
、
病
院
は
人
々
が
人
生

の
総
決
算
を
し
、
死
を
迎
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

場
所

で
あ
る
の
か
?

柏
木
は
、
残
念
な
が
ら

「そ
う
で
は
な
い
」
と
言
う
。
日

本

の
病
院
は
元
来
、
病
気
を
治
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
病
気
の
診
断
や
治
療
に
詳
し
い
医
師
や
看
護
師
が
働
い
て
い
る
。
末
期

の

患
者
さ
ん
の
苦
痛
を
ど
の
よ
う
に
和
ら
げ
る
か
、
精
神
的
に
ど
の
よ
う
に
支
え
る

の
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
専
門
的
に
研
究
し
、
研
究
を
積
ん
で
き
た
医
師
、
看

護
師
は
ま
れ
で
あ
る
。

一
般
の
病
院
で
は
、
末
期
の
ガ
ン
患
者
も
急
性
疾
患

の
患

者
も
、
同
じ
病
棟
で
同
じ
よ
う
な
扱

い
を
受
け
て
い
る
。
現
在
の

〈病
院
死
〉
の

特
徴
を
挙
げ
れ
ば
、
①
家
族
の
看
取
り
か
ら
医
療
人
の
看
取
り

へ
の
変
化
、
②
情

緒
的
な
死
か
ら
科
学
的
な
死

へ
の
移
行
、
③
交
わ
り
の
死
か
ら
孤
独
な
死

へ
の
変

　も

化
、
で
あ
る
。

末
期
の
患
者
は
、
死
に
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
は
で
き
る
だ
け
苦
痛
が
少
な
く
、
家
族

に
囲
ま
れ
、
人
々
と
の
交
わ
り
を
維
持
し
、
人
間
ら
し
い
最
期
を
迎
え
た
い
。

一

般
の
病
院
で
は
、
な
か
な
か
そ
れ
が
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
柏
木
は

「人
生

の
最
期
は
、
も

っ
と
あ
た
た
か
い
交
わ
り
の
あ
る
、
家
族
と

一
緒
の
場
所
で
あ
る

　ヨ

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
た
」
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
、
柏
木
に
ホ
ス
ピ

ス

実
現

へ
と
向
か
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
ホ
ス
ピ

ス
と
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
な
の
か
。
柏
木
は
説
明
に
あ
た
り
、

全
米
ホ
ス
ピ

ス
協
会
に
よ
る
定
義
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
を
引
用
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し

よ

・
つ

。

　お
　

働
き
は
、
患
者
の

「人
生
の
総
決
算

へ
の
参
加
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
ホ
ス
ピ
ス
と
は
、
末
期
患
者
と
そ

の
家
族
を
、
家
や
入
院
体
制
の
中
で
、

医
学
的
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
看
護
を
主
体
と
し
た
継
続
的
な
プ

ロ
グ
ラ

ム
を
も

っ
て
支
え
て
い
こ
う
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
様
々
な
職
種
の
専
門
家

で
組
ま
れ
た
チ
ー
ム
が
、
ホ
ス
ピ

ス
の
目
的
た
め
に
行
動
す
る
。
そ
の
主
な

役
割
は
、
末
期
ゆ
え
に
生
じ
る
症
状

(患
者
や
家
族
の
肉
体
的
、
精
神
的
、

社
会
的
、
宗
教
的
、
経
済
的
な
痛

み
)
を
軽
減
し
、
支
え
励
ま
す
こ
と
で
あ

お
　

る
。」

ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
対
象
は
患
者
ば
か
り
で
な
く
、
家
族
を
も
含
む
。
ケ
ア
の
場

所
は
通
常
ホ
ス
ピ

ス
の
名
で
呼
ば
れ
る
入
院
施
設
だ
け
で
な
く
、
自
宅
も
含
ま
れ

る
。
〈
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
〉
で
あ
る
。
ホ

ス
ピ
ス
と
は

「医
学
的
に
管
理
す
る
と
と

も
に
、
看
護
を
主
体
と
し
た
継
続
的
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
も

っ
て
支
え
て
い
こ
う
と

い
う
も

の
」
な
の
で
あ
る
。
「
チ
ー
ム
」
を
組
ん
で
行
動
す
る
。
そ

の
主
な
役
割

は
、
末
期
ゆ
え
に
生
じ
る
患
者
と
家
族

の
痛
み
を
軽
減
し
、
支
え
励
ま
す
こ
と
で

あ
る
。
先
の

「
四
つ
の
痛
み
」
の
場
合
は
、
社
会
的
痛
み
の
中
に
経
済
的
痛
み
を

も
含
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

ホ
ス
ピ
ス
ケ
ァ
の
目
的
と
は

「そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
い
生
を
ま
っ
と
う
で
き
る

よ
う
に
援
助
す
る
」
こ
と
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
特
に
重
要
視
さ
れ
て
い

る
の
が

「タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
三
大
要
素
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
①
症
状
の
コ
ン
ト

　む

ロ
ー

ル
、
②

コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
、
③

家

族

の
ケ

ア

で
あ

る

。

ホ

ス
ピ

ス
独
特

の

(2
)
「助
死
婦

(医
)
」

『安
ら
か
な
死
を
支
え
る
』
の
冒
頭
に

「助
死
婦
」
と
題
し
た
短

い
文
章
が
お

か
れ
て
い
る
。
柏
木
は
自
分
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
こ
う
で
あ
る
と
の
決
意
を
表
明

し
て
い
る
。
日
野
原
は
自
分
の
役
割
を

「死
の
河
の
船
頭
」
と
表
現
し
た
が
、
同

じ
よ
う
な
思

い
な
の
だ
ろ
う
。
こ
う
書
い
て
い
る
。

「私
は
か
ね
が
ね
助
産
婦
、
産
婦
人
科
医
と
同
じ
よ
う
な
、
助
死
婦

(医
)

と

い
う
専
門
職
が
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
人
が
こ
の
世
の
生
を
終

え
、
新
た
な
世
界

へ
と
旅
立
と
う
と
す
る
時
、
そ
の
人
が
本
当
に
安
ら
か
に
、

苦
し
ま
な
い
で
旅
立
て
る
よ
う
に
助
け
て
あ
げ
る
、
そ
れ
が
助
死
婦

(医
)

　　

の
役
目
で
す
。」

(3
)
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
二
つ

柏
木
は
ホ
ス
ピ
ス
で
働

い
て
い
て
、
強
く
印
象
に
残
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
と
、

こ
れ
も
い
く

つ
も
の
著
書
の
中
で
言

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

◆
人
は
死
を
背
負

っ
て
生
き
て
い
る

「今
、
日
ご
ろ
の
仕
事

の
中
か
ら
非
常
に
強
く
、
印
象
深
く
思

っ
て
い
る
事
が

　ぜ

二
つ
あ
り
ま
す
。
」
と
言
う
。
そ
の

一
つ
が
、
私
た
ち
は
ひ
と
り
ひ
と
り
が

「
死

を
背
負

っ
て
生
き
て
い
る
存
在

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「生
の
延
長
上
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に
死
が
あ
る
の
で
は
な

い
」
。
人
間
は

い
つ
何
時
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
。
古

い
言

葉
で
言
え
ば
、
〈
無
常
〉
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

私
た
ち
は
平
均
寿
命
ま
で
生
き

て
、
そ
の
あ
と
死
ぬ
の
で
は
な
い
。
年
を
重
ね
、

少
年
、
青
年
、
中
年
、
老
年
を
経
て
死
ぬ
の
で
は
な

い
。
死
は
時
に
、
何
の
前
触

れ
も
な
く
や

っ
て
く
る
。
交
通
事
故
、
脳
卒
中
、
心
筋
梗
塞
、
…
。
生
を

「表
」
、

死
を

コ
畏
」
と
す
る
と
、
「表
」
と

「
裏
」
は

い
つ
ひ

っ
く
り
返
る
か
わ
か
ら
な

い
。
私
た
ち
は
そ
い
う

い
う

〈
弱
さ
〉
を
背
負

っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

『生
と
死
を
支
え
る
』
の

「
選
書
版

の
た
め
の
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
八
四

年
四
月
に
ホ
ス
ピ
ス
を
開
設
し
三
年
五

ヵ
月
た

っ
た
時
点
で
、
入
院
し
た
患
者
は

五

=

名
。
う
ち
亡
く
な
っ
た
人
は
三
九
六
名

(十

一
年
た

っ
た
時
点
で
は
、
入

　　

院
者
延
べ
人
数
二
千
四
二
七
人
。
死
亡
者
数
千
八
五
五
人
)
。
平
均
す
る
と

一
ヵ

月
に
約
十
名
を
看
取

っ
て
い
る
。
三

日
に

一
人
の
割
合

で
死
に
遭
遇
し
て
い
る
。

入
院
す
る
人
の
ほ
と
ん
ど
は
進
行
ガ
ン
の
患
者
さ
ん
。
患
者

の
平
均
年
齢
は
六
三

歳
。
入
院
期
間
の
平
均
は
四
八

・
五
日
で
あ
る
。

◆

人

は

生

き

て
き

た

よ
う

に
死

ん

で

い
く

も

う

一
つ
あ

る

。

「多

く

の
人

々

の
死

を

看

取

っ
て
き

て
、

最

も

強

烈

に
印

象

　ヨ

に
残

り

、

ま

た

教

え

ら

れ

た

こ
と

」

と

し

て

、

「
人

は

生

き

て
き

た

よ

う

に

死

ん

で

い
く

」

を

挙

げ

て

い
る

。

こ
れ

は

ま

た

「
人

は

生

き

て
き

た

よ

う

に

し

か

死

ね

な

い
」

と

い
う

こ

と

で
も

あ

る
。

し

っ
か

り

と

生

き

て
き

た

人

は

、

し

っ
か

り

と

死

ん

で

い
く

。

人

に
感

謝

し

つ

つ
生

き

て
き

た

人

は

、

人

に
感

謝

し

な

が

ら

死

ん

で

い
く

。

ま

わ

り

に
頼

っ
て
生

き

て
き

た

人

は

、

ま

わ

り

に
頼

り

な

が

ら

死

ん

で

い
く
。
そ
の
人
の
生
き
ざ
ま
が
、
死
に
ざ
ま
に
反
映
す
る
。
「よ
き
死
を
迎
え
る

た
め
に
は
、
よ
き
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。

た
だ

一
つ
例
外
は
あ
る
。
信
仰
を
得
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ま
で

と
は
ず
い
ぶ
ん
違

っ
た
生
き
方
が
可
能
と
な
る
。
そ
う

い
う
人
を
、
柏
木
は
ホ
ス

ピ

ス
の
中
で
何
人
も
見
て
き
た
。

こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
「死
の
準
備
」
と
言

っ

て
い
い
。
「死
の
準
備
」
な
し
に
死
を
迎
え
る
の
は
大
変
で
あ
る
。
「ふ
だ
ん
か
ら

死
の
備
え
が
で
き
、
人
間
は
い
つ
か
死
ぬ
存
在

で
あ
る
と
い
う
気
持
を
持

っ
て
生

　　

き

て
い
れ
ば
、
い
ざ
と
い
う
時
、
そ
う
あ
わ
て
な
く
て
す
む
も

の
で
す
。
」

柏
木
の
こ
れ
ま
で
の
医
者
と
し
て
の
人
生
を
、
単
純
だ
が
、
四

つ
の
時
期
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
H
期
は
七
二
年
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
精
神
神
経
科
に

勤
務
す
る
時
に
始
ま
る
。
当
然
そ
れ
ま
で
が
第
-
期
。
第
皿
期
は
八
四
年
同
病
院

に
ホ
ス
ピ
ス
を
開
設
、
副
院
長
、
ホ
ス
ピ

ス
長
を
務
め
る
時
に
始
ま
る
。
第
W
期

は
九
三
年
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
教
授
に
就
任
し
た
時
に
始
ま
る
。
柏
木
の
関
心

は
、
著
書
を
見
る
限
り
、
第
H
期
以
降
ほ
と
ん
ど
変
わ

っ
て
い
な
い
。
m
期
、
W

期
は
よ
り
深
化
し
て
い
く
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

三
、
末
期
患
者

「
四
つ
の
必
要
」

(
1
)

末

期

患

者

の

〈痛

み

〉

タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ

ア

の

中

心

は

何

と

い

っ

て
も

症

状

の

コ

ン
ト

ロ

ー

ル

で
あ

る

。
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柏
木
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
志
す
き

っ
か
け
と
な

っ
た
、
あ
る
ガ
ン
患
者
と
の
出

会
い
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
末
期
患
者
に
は
主
に
四
つ
の

〈
必
要
〉
が
あ

る
。
〈
必
要
〉
は

〈
痛
み
〉
で
も
あ
る
。
〈
身
体
的
痛
み
〉
〈
精
神
的
痛
み
〉
〈
社
会

的
痛
み
〉
〈
霊
的
痛
み
〉
で
あ
る
。
末
期
患
者
は

〈
全
人
的
痛
み
〉
に
悩
む
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の

〈
痛
み
〉
に

つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

四
つ
の

〈
痛
み
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
互
い
に
関
連
し
合

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
〈
精
神
的
痛

み
〉
が
あ
れ
ば
、
〈身
体
的
痛
み
〉
が
増
す
。

〈
身
体
的
痛
み
〉
が
あ
れ
ば
、
〈
精
神
的
痛
み
〉
が
増
す
だ
ろ
う
。
〈
社
会
的
痛
み
〉

が
あ

っ
て
も
、
〈
身
体
的
痛
み
〉
は
増
大
す
る
。
『
死
に
ゆ
く
患
者
の
心
に
聴
く
』

に
は
、
各
々
の

〈
痛
み
〉
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
、
箇
条
書
き
に
ま
と

　ね

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①

〈
身
体
的
痛
み
〉
と
は

「体
の
痛
み
、
他

の
身
体
症
状
、
日
常
生
活
動
作

の
支
障
」
な
ど
で
あ
る
。
「他
の
身
体
症
状
」
と

は
全
身
倦
怠
感
、
食
欲
不
振
、
咳
、
呼
吸
困
難
、
不
眠
、
口
渇
、
悪
心
、
嘔
吐
な

ど
を
さ
す
。
②

〈
精
神
的
痛
み
〉
と
は

「
不
安
、

い
ら
だ
ち
、
孤
独
感
、
恐
れ
、

う

つ
状
態
、
怒
り
」
な
ど
。
③

〈
社
会
的
痛
み
〉
と
は

「仕
事
上
の
問
題
、
経
済

上
の
問
題
、
家
庭
内
の
問
題
、
人
間
関
係
、
遺
産
相
続
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
働
き
が
重
要
に
な
る
。

筆
者
が
以
下
で
問
題
に
し
た
い
の
は
④
番
目
の

〈
霊
的
痛
み
〉
で
あ
る
が
、
そ

の
前
に
、
〈
精
神
的
痛
み
〉
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

(2
)
「精
神
的
痛
み
」

　ヨ

末
期
の
患
者
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く

<
三

つ
の
精
神
症
状

〉
を
持

つ
。
〈
不
安

〉

と

〈
恐
れ
〉
と

〈
孤
独
感

〉
で
あ
る
。
た
と
え
信
仰
を
持

っ
て
い
て
も
、
自
分
の

病
気
は
治
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
死
が
近

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
れ
ば
、
不

安

に
も
な
れ
ば
恐
れ
を
抱
く
よ
う
に
も
な
る
。
「
死
ぬ
時
は

一
人
」
と

い
う
孤
独

感
か
ら
も
逃
れ
ら
れ
な
い
。

〈
不
安
〉
〈
恐
れ
〉
〈
孤
独
感

〉
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

一
つ
は
縦
の
関

係
、
す
な
わ
ち
神
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
患
者
の
宗
教
的
生
活
の
問
題
で
あ

る
。
も
う

一
つ
は
横
の
関
係
、
す
な
わ
ち
周
り

の
人
々
と
の
人
間
関
係
で
あ
る
。

そ
れ
は
家
族
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
病
院

の
ス
タ

ッ
フ
の
場
合
も
あ
る
。
末
期
患
者

が
精
神
的
に
不
安
定
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
家
族
や
ス
タ
ッ
フ
は
患
者
と

で
き
る
だ
け
暖
か
い
交
わ
り
を
保
ち
、
精
神
的
に
支
え
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

患
者
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
に
座
り
、
患
者
の
訴
え
を
よ
く
聴
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

「安
易
な
励
ま
し
」
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
「理
解
的
態
度
」
が
大
切
と
い
う
こ

と
も
、
こ
こ
で
あ
る
。

(3
)
「霊
的
痛
み
」

〈
霊
的
痛
み
〉
は
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
の
訳
語
で
あ
る
。
〈
宗
教
的
な
痛

み
〉
と
か

〈
魂
の
痛
み
〉
〈
実
存
的
な
痛
み
〉
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
患
者
は
大
な
り
小
な
り
、
〈
魂
の
痛
み
〉
を
持

っ
て
い
る
。

柏
木
は
末
期
の
患
者
か
ら

「先
生
、
人
間
が
死
ぬ
と

い
う
の
は
、

い
っ
た
い
ど

う

い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
死
後
の
世
界
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

私
は
死
ん
だ
あ
と
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
。
死
を
間
近
に
ひ

か
え

て
、
初
め
て
自
分
の
生
死
に
つ
い
て
、
真
剣
に
考
え
る
と
い
っ
た
人
は
多
い
。
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こ
れ
は
そ
う

い
う
人
た
ち
の

「
根
源
的
な
問
い
」
で
あ
り
、
「魂
の
叫
び
」
な
の

で
あ
る
。

〈
霊
的
痛
み
〉
の
問
題
は
、
皿
期
の
著
作
で
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
時
代
の
要
請
も
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
が
本
格
的
に

扱
わ
れ
る
の
は
、
W
期
の

『死
に
ゆ
く
患
者
の
心
に
聴
く
』
以
降
で
あ
る
。
そ
れ

を
見
て
お
こ
う
。
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
ル
ペ
イ
ン
に
は
、
具
体
的
に
以
下
の
よ
う
な
も

　お
　

の
が

あ

る

。

①
人
生
の
意
味

へ
の
問
い

私

の
人
生
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
?

②
価
値
体
系

の
変
化

こ
れ
ま
で
大
切
に
し
て
き
た
地
位
や
名
誉
や
財
産
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
?

③
苦
し
み
の
意
味

な
ぜ
、
私
が
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
?

こ
の
苦
し
み
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
か
?

④
罪
の
意
識

病
気
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
申
し
訳
が
な

い
。

こ
れ
ま
で
に
し
て
き
た
悪

い
こ
と
は
ど
う
す
れ
ば
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
?

⑤
死
の
恐
怖

死
が
迫

っ
て
い
る
の
を
感
じ
る
、
死
ぬ
の
が
怖
い
。

⑥
神

の
存
在

へ
の
追
求

神
は
存
在
す
る
の
か
?

神
は
な
ぜ
私
を
こ
ん
な
に
苦
し
め
る
の
か
?

⑦
死
生
観
に
対
す
る
悩
み

死
は
す
べ
て
の
終
わ
り
な
の
か
?

死
後
の
世
界
は
ど
う
す
れ
ば
信
じ
ら
れ
る
の
か
?

天
国
に
入
れ
る
の
か
?

-

圧
倒
さ
れ
そ
う
な
問

い
の
連
続
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

〈
痛
み
〉
に
対
し
て
は
、

チ
ー
ム
内
の
宗
教
家
に
登
場
願
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
「良

き
死
」

「安
ら
か
な
死
」

年
譜
で
は
、
八
四
年
、
四
五
歳
の
時
に
、
「
淀
川
キ
リ
ス
ト
教
病
院
に
ホ
ス
ピ

ス
を
開
設
。
副
院
長
、
ホ
ス
ピ

ス
長
を
務
め
る
」
と
あ
る
。
ホ
ス
ピ

ス
医
と
し
て

最
も
奮
闘
し
た
時
期
で
あ

っ
た
ろ
う
。
筆
者

の
分
類
で
は
皿
期
に
当
た
る
。
そ
の

頃
の
著
書

に
、
『安
ら
か
な
死
を
支
え
る
』

(八
四
年
)
と
、
そ
の

「姉
妹
篇
」

『良
き
生
と
良
き
死
ー
ホ
ス
ピ

ス

・
ケ
ァ
実
践
の
経
験
か
ら
』
(八
五
年
)
が
あ
る
。

四
期
の
著
書
に
ゆ
く
前
に
、
ま
ず
、
こ
の
二
冊
を
取
り
上
げ
る
。
講
演
や
エ
ッ
セ

ー
の
中
で
、
「良
き
死
」

・

「安
ら
か
な
死
」
に
つ
い
て
、
率
直
に
語
ら
れ
て
い

る
。

(
1
)

「
良

き

死
」

・

「
安

ら

か

な

死
」

で

は

、

「
本

当

に
安

ら

か

な

、

苦

し

ま

な

い
旅

立

ち

」

と

は

ど

の
よ

う

な

も

の
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だ

ろ

う

。

二
冊

で

は

、

「
良

き

死

」
、

「
安

ら

か

な

死

」

と

言

い
表

わ

し

て

い
る

。

こ

れ

ら

は
当

然

、
〈
四

つ

の
必

要

〉
を

満

た

し

た

と

こ

ろ

に

現

わ

れ

る

死

で
あ

る
。

ど

う

い
う

場

合

に

可
能

な

の

か

。

関

連

す

る

と

こ

ろ

を

取

り

出

し

て
み

よ

う

。

◆

死

は
自

然

な

こ
と

で
あ

る
。

柏

木

は

イ

ギ

リ

ス
で

い
く

つ
か

の

ホ

ス
ピ

ス

を

二

度

訪

問

し

た

。

そ

の
時

、
多

く

の

人

が

一一∪
①
碧
げ
一
。。
§

ヨ
霊
㌧
と

一言
う

の
を

聞

い
た

。

そ

れ

は

、

「
死

は

ご
く

自

然

の

こ
と

な

ん

だ

、

一
度

生

れ

た

人

間

は
必

ず

死

ぬ

、

だ

か

ら

特

別

に
怖

が

る

必　タ

要

も

な

い
し

、

い
や

が

る

必

要

も

な

い
、

人

生

に

と

っ
て
当

然

の

こ
と

な

ん

だ

」

と

い
う

理
解

で

あ

る

。

死

を

タ

ブ

ー
視

せ
ず

、

必

要

な

ら

、

死

に

つ

い
て
大

い
に

語

り

合

お

う

。

私

た

ち

も

そ
う

い
う

態

度

を

取

れ

な

い
か

。

キ

ュ
ー

ブ

ラ

ー

・
ロ

ス

の
よ

う

に
、

死
を

「成

長

の
最

終

段

階

」

と

考

え

る

人

も

い

る
。

死

を

否

定

的

に
と

ら

え

る
必

要

は

な

い
。

◆
わ
れ
わ
れ
は

〈
生
か
さ
れ
て
い
る
〉。
そ

の
こ
と
に
感
謝
し
て
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
〈
ゆ
だ
ね
き

っ
た
人
生
〉
と
い
う
も
の
は
平
安
に
満
ち
て
い
る
。

「
い

つ
も

、

自

ら

が

"
生

か

さ

れ

て

い
る

"

こ

と

を

感

謝

し

、

人

生

の

道

、

死

ぬ

時

期

、

死

に
方

を

ゆ

だ

ね

き

っ
た

人

生

と

い
う

も

の
が

ど

れ

ほ
ど

平
安

　　

に
満

ち

た

も

の
か

を

見

せ

て
く

れ

た

死

で

し

た

。
」

「
や

が

て
必

ず

訪

れ

る

死

を

見

つ
め

つ

っ
、

神

に
よ

っ
て

生

か

さ

れ

て

い
る

こ
と

を

感

謝

し
、

一
日

一
日

を

誠

実

に
生

き

て

い
く

こ

と

。

そ

れ

が

よ
き

生

で
あ

り

、

そ

の
よ

き

生

を

実

現

し

て

い
く

時

に

、

(
26
)

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
す

。
」

私
た
ち
は
よ
き
死
を
体
験

私
た
ち
は
自
分
で
自
分
の
死
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

を
す
る
か
わ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
『聖
書
』
に
も
こ
う
あ
る
。

ど
ん
な
死
に
方

「あ
な
た
が
た
の
う
ち
だ
れ
が
、
心
配
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
自
分
の
い
の

ち
を
少
し
で
も
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
」

(マ
タ
イ
六

・
二
七
)

◆

「死
」
は
新
し
い
世
界

へ
の
出
発
で
あ
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
は

「境
目
」
、
「境
界
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ホ
ス
ピ
ス
医
の
仕
事
は
、
こ
の

世
か
ら
次
の
新
し
い
世
界

へ
の
橋
渡
し
役
で
あ
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
は
積
極
的

な
ケ
ア
で
あ
る
。

「そ
の
死
に
向
か

っ
て
進
ん
で
い
る
患
者
さ
ん
を
、
次
の
世
界

へ
で
き
る
だ

　　
　

け
ス
ム
ー
ズ
に
お
送
り
す
る
の
が
私
た
ち
の
仕
事
で
あ
る
。」

「私
自
身
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
と
し
て
死
は
確
か
に
悲
し
い
出
来
事
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
新
し
い
世
界

へ
の
出
発
で
あ
る
と

い
う
信
仰
を
持

っ

て
い
ま
す

の
で
、
死
そ
の
も
の
を
非
常
に
忌
み
嫌

っ
た
り
、
す
ご
く
怖
が
っ

た
り
と

い
う
気
持
ち
は
そ
う
強
く
は
な

い
で
す
ね
。
少
し
難
し
い
こ
と
ば
で

　　

言
え
ば
死
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
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信
仰
の
お
か
げ
で
死
を

「絶
対
化
」
し
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
「信
仰
は
死
を

相
対
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柏
木
自
身
こ
う
言

っ
て
い
る
。

「
信

仰

を

持

っ
て

い
な

か

っ
た

ら

、

そ

し

て
ま

た

、

人

の

死

と

い
う

こ

と

が

す

べ

て

の
終

わ

り

の
終

わ

り

で

あ

る

と

思

っ
て

い
た

ら

、

と

て
も

こ

の
仕

事

　
　

は

続

け

ら

れ

ま

せ

ん

。
」

以

上

か

ら

、

柏

木

の
考

え

る

ス
ピ

リ

チ

ュ
ア

ル
ケ

ア

、

「
魂

の
ケ

ア
」

の
輪

郭

は

見
え

て
く

る

。
信

仰

を

も

ち

、
神

に

よ

っ
て
生

か

さ

れ

て

い
る

こ

と

を

感

謝

し

、

死

に

つ

い
て

も

一
切

を

神

に

ゆ
だ

ね

切

る
と

こ

ろ

に
、

「
安

ら

か

な

死

」

が

あ

る

の

で
は

な

い
か

、

と

い
う

こ
と

だ

ろ
う

。

(
2
)

「
魂

の

ケ

ア
」

先

に
挙

げ

た

〈
魂

の
痛

み

〉、

〈
苦

悩

〉

に
対

し

て

は

、

ど

の
よ

う

な

ケ

ア
を

す

れ

ば

い

い
か

。

つ
ま

り

、
〈
魂

の

ケ

ア

〉
と

は

ど

の
よ

う

な

も

の

か

。

こ

れ

に

は

、

ホ

ス
ピ

ス

・
チ

ー

ム

の
中

の
宗

教

家

、

チ

ャ
プ

レ

ン

(病

院

付

き

牧

師

)

の
協

力

が

必

要

で
あ

る
。

医

者

、

看

護

師

ら

に

で
き

る

こ
と

は

限

ら

れ

て

い

る
。

挙

げ

ら

　　

れ

て

い
る

う

ち

、

二

つ
だ

け

を

取

り

あ

げ

て

お

こ
う

。

①

「
存

在

」

患

者

か

ら

逃

げ

出

さ

ず

、

患

者

の
そ

ば

に
居

る

こ

と

が

大

切

で
あ

る
。

ソ
ン

ダ

ー

ス
も

「
何

も

で
き

な

い

こ
と

を

知

り

な

が
ら

、

患

者

の
そ

ば

に
居

つ
づ

け

る

こ

と

が

タ

ー

ミ

ナ

ル

ケ

ア

の
真

髄

で
あ

る
」

と

言

っ
て

い
る

。

②

「傾
聴
」

患
者
の
そ
ば
に
居

つ
づ
け
る
の
は
、
患
者
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
た
め
で
あ
る
。

時
間
を
惜
し
ま
ず
に
、
し

っ
か
り
と
聴
き
続
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
惹
。

(
3
)

三

つ

の
和

解

柏

木

に
よ

れ

ば

、
、ホ

ス
ピ

ス

で
は

、

チ

ャ
プ

レ

ン

の
援

助

、

つ
ま

り

「
魂

の
ケ

ァ
」

に

よ

り

、

患

者

の
中

に
は

、

洗

礼

を

受

け

、

「
三

つ

の
和

解

」

を

経

験

す

る

者

も

い
る

。

「
人

の
死

と

い
う

の
は

、
あ

る
意

味

で
は

和

解

を

し

て

い
く

プ

ロ
セ

ス

(過

程

)

　
　
　

で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す

。」
「和
解
」
す
る
必
要
の
あ
る
も

の
は
三
者
。
①
神
、

②
自
分
自
身
、
③
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
ま
わ
り
の
人
々
、
で
あ
る
。

①
神
を
信
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
味
わ

っ
た
こ
と
の
な
い

「魂

の

平
安
」
を
経
験
す
る
。
神
と
の
和
解
が
な

っ
た

の
で
あ
る
。
②
神
を
信
じ
た
こ

と
に
よ

っ
て
、
神
が
自
分
を
受
け
容
れ
て
下
さ

っ
た
こ
と
を
信
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
自
ら
も
、
自
分
の
人
生
を
、
「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」
と

い
う
、
自
分

と
の
和
解
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
③

こ
れ
ま
で
の
自
分
の
い
た
ら
な
さ

を
、
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
ま
わ
り
の
人
々
に
詫
び
、
彼
ら
と
の
和
解
が
成
立

す
る
。

こ
う
し
た

「
三
つ
の
和
解
」
を
経
て
、
「安
ら
か
な
死
」
が
実
現
で
き
る
の
で

は
な

い
か
。
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五
、
「死
の
受
容
」
か
ら

「受
容
の
死
」

へ

(1
)
「受
容
」
と

「受
容
能
力
」

「良
き
死
」

・

「安
ら
か
な
死
」
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ

っ
て
し
か
実
現
で

き
な
い
の
か
。
柏
木
は
必
ず
し
も
そ
う
考
え
て
は
い
な
い
。
特
定
の
信
仰
を
持
た

ぬ
者
に
も
開
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
W
期
の
著
作
に
は

「良
き
死
」

・

「安
ら
か
な
死
」
と
い
っ
た
言

い
方
は
出
て
こ
な

い
。
死
に
価
値
的
な
意
味
で
善
し
悪
し
が
あ
る
と
の
誤
解
を
与

え

る
か
ら

で
は
な

い
か
。
代
わ

っ
て
出

て
く

る
の
が

「受
容
の
死
」

で
あ
る
。

『
死
に
行
く
患
者
と
家
族

へ
の
援
助
』

の
最
終
章

「
こ
れ
か
ら
の
ホ
ス
ピ

ス
の
展

ま
　

望
」

の
中
で
、
柏
木
は
患
者
の
死
に
方
を
五
つ
に
分
け
た
。
①
受
容
の
死
、
②
あ

き
ら
め
の
死
、
③
闘

い
の
死
、
④
否
定

の
死
、
⑤
そ
の
他
。
「安
ら
か
な
」

の
は

「受
容
の
死

U
か
な
り
平
静
に
死
を
受

け
入
れ
て
亡
く
な

っ
た
場
合
」
で
あ
る
。

以
下
は
、
主
と
し
て
、
W
期

の
著
作

に
よ
り
、
こ
の

「受
容

の
死
」
を
考
え
た

い
。従

来
な
ら

「覚
悟
の
死
」
も
し
く
は

「死
ぬ
覚
悟
は
で
き
て
い
る
」

で
あ

っ
た

ろ
う
。
「
死

の
受
容
」
と

い
う
言
葉

の
背
後
に
は
、
明
ら
か
に
、
キ

ュ
ー
ブ
ラ

ー

・
ロ
ス
の

「死

へ
の
プ
ロ
セ
ス
の
五
段
階
」
が
あ
る
。
そ
の
五
番
目
、
〈
受
容

〉

に
つ
い
て
、
ロ
ス
は

「受
容
と
は
感
情

が
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
た
状
態
で
あ
る
。
あ

た
か
も
痛
み
が
消
え
、
苦
闘
が
終
わ
り

、
あ
る
患
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

『長
い

旅
路
の
前

の
最
後
の
休
息
』
の
と
き
が
訪
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
言

う
。
「患
者
は
あ
る
程
度
の
期
待
を
も

っ
て
、
最
期

の
時
が
近
づ
く
の
を
静
観
す

　
　

る
よ
う
に
な
る
。」
「受
容
」
と
は
そ
う

い
う
段
階
で
あ
る
。

「死
の
受
容
」
と

い
っ
て
も
、
死
を
受
け
容
れ
や
す

い
人
、
受
け
容
れ
に
く

い

人
が
い
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
、

「受
容
能
力
」
で
あ
る
。
こ
れ
も

〈
柏
木
語
〉
の

一
つ
で
あ
る
。
柏
木
は
そ
れ
を

「自
分
に
不
都
合
な
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
、
そ
の
不
都
合
さ
の
な
か
で
も
人
間

ま
　

と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
証
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
」
と
定
義
し
て
い
る
。

こ
れ
以
上
の
不
都
合
は
な
い
と
い
っ
た
状
況
に
お
か
れ
て
も
、
な
お
、
そ
れ
を
受

け
容
れ
、
そ
の
中
で
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
気
持
ち
を
も

つ
こ
と
が

で
き
る
人
は
、
「受
容
能
力
」
が
高

い
。
で
は
、
具
体
的
に
ど
う

い
う
人
が

「受

容
能
力
」
が
高

い
の
か
。
柏
木
は
八
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

①
自
律
的
な
生
き
方
を
し
て
き
た
人

(し

っ
か
り
し
た
人
)

②
恒
常
性
が
高

い
人

(落
ち
着
い
た
人
)

③
覚
悟
が
で
き
る
人

(が
ま
ん
強
い
人
)

④
自
分
を
見

つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
人

(冷
静
な
人
)

⑤
時
間
を

つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
人

⑥
人
の
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
人

⑦
与
え
る
人
生
を
送

っ
て
き
た
人

⑧
し

っ
か
り
と
し
た
信
仰
を
も

っ
て
い
る
人

二

、

三

つ
け
加

え

て

お

こ
う

。
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④

に
つ
い
て
、
『良
き
生
と
良
き
死
』
に
収
め
ら
れ
た
河
合
隼
雄
と

の
対
談

「死
を
受
け
容
れ
る
」
に
お
い
て
は
、
死
を
前

に
し
て
、
「
不
安
を
認
め
な
が
ら
、

不
安

に
圧
倒
さ
れ
て
い
な

い
」
と
か
、
「
不
安
に
な

っ
て
い
る
自
分
を
見
て
い
る

も
う
ひ
と
り
の
自
分
」
を
意
識
で
き
る
、
と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
。
も

っ
と

も
、
そ
こ
ま
で
い
く
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
E

・
H

・
エ
リ
ク

ソ
ン
の

「継
時
的
自
己
同

一
性
」
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
た
よ
う
だ
。
人
間
は
過
去
を
も
ち
、
過
去
の
結
果
と
し
て
現
在
が
あ
り
、

そ
の
現
在
を
出
発
点
と
し
て
、
ま
た
未
来

へ
と
つ
な
ぐ
。
〈
今
ま
で
い
ろ
ん
な
こ

と
が
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
な
ん
と
か

や
っ
て
き
た
。
今
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、

何
と
か
な
る
の
で
は
な

い
か
。
今
ま
で
の
自
分
も
自
分
だ
し
、
今
の
自
分
も
自
分

で
あ
る
。
そ
う

い
う
自
分
な
ら
、
こ
れ

か
ら
も
大
変
な
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、

人
の
助
け
を
え
て
、
何
と
か
で
き
る

の
で
は
な
い
か

〉。
そ
の
よ
う
に

「自
分
の

人
生
を
時
間
的
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き

る
人
」
。
過
去
の
経
験
を
現
在
に
、
そ
し

て
未
来
に
活
か
す
こ
と
の
で
き
る
人
で
あ
る
。

⑦
に
つ
い
て
。
自
分
の
も

っ
て
い
る
も
の

(力
、
経
験
、
技
術
な
ど
)
を
他
人

に
与
え
な
が
ら
人
生
を
送

っ
て
き
た
人

で
あ
る
。
柏
木
は
老
人
ホ
ー
ム
で
看
護
婦

を
し
て
き
た
人
、
定
年
退
職
後
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
病
院
で
働

い
て
き
た
男
性

を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
看
護
婦

は
、
「
た
く
さ
ん
の
も
の
を
ご
老
人
か
ら
い

た
だ
い
て
人
生
を
送

っ
て
き
ま
し
た
」

と
言

っ
た
。
「
与
え
る
こ
と
と
受
け
る
こ

　
　
　

と

は

、

一
つ
に

な

っ
て

い
た

」
、

そ
う

い
う

人
生

を

送

っ
て
き

た

人

。

①

～
⑦
ま
で
は
、
「生
き
て
き
た
よ
う
に
死
ぬ
」
と
の
関
連
で
理
解
で
き
そ
う

で
あ

る
。

⑧

も

そ
う

い
う

関

連

で
理

解

も

で
き

る
が

、

の

で
あ

る
だ

ろ
う

。

や
は

り

、

そ

れ
以

上

の
も

(2
)
「あ
き
ら
め
」
と

「受
容
」

日
本
人
の
場
合
、
末
期
患
者
の

「死

へ
の
プ

ロ
セ
ス
」
は
、

ロ
ス
の
考
え
た
そ

れ
と
は
異
な
る
。
大
き
く
分
け
る
と
、
死
を

「受
容
」

し
て
亡
く
な
る
人
と
、

「あ
き
ら
め
」
て
亡
く
な
る
人
が
い
る
。
日
本
人
は
あ
き
ら
め
て
死
ぬ
人
が
圧
倒

的
に
多

い
。
〈
あ
き
ら
め

〉
と

〈
受
容
〉
は
、
H
期
以
来
柏
木

の

一
貫
し
た
最
重

要

テ
ー

マ
の

一
つ
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
ど
の
著
書
に
見
ら
れ
る
。
『死
を
看
取
る

医
学
』
で
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「自
分
の
死
を
受
け
入
れ
て
亡
く
な

っ
た
患
者
さ
ん
の
死

へ
の
心
理
過
程

の

な
か
に
、
私
た
ち
は
人
生
と
い
う
も

の
に
対
し
て
積
極
的
な
感
じ
を
受
け
ま

す
し
、
あ
き
ら
め
て
亡
く
な

っ
た
方
は
、
や
は
り
消
極
的
な
感
じ
を
受
け
ま

す
。
そ
し
て
、
看
取

っ
た
私
た
ち
と
患
者
さ
ん
と
の
問
に
、
受
容
し
て
亡
く

な
ら
れ
た
患
者
さ
ん
の
場
合
に
は
、
な
に
か
全
体
的
に
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ

る
し
、
あ
き
ら
め
て
亡
く
な

っ
た
方
の
場
合
に
は
、
や
や
言
い
過
ぎ
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
若
干
冷
た

い
感
じ
が
し
ま
す
。

ま
た
、
受
容
し
て
亡
く
な

っ
た
方
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
と
そ
の
患
者

さ
ん
と

の
間
に
人
間
的
な
連
続
性
、
つ
な
が
り
と
い
う
も
の
が
し

っ
か
り
感

じ
ら
れ
ま
す
。
あ
き
ら
め
て
亡
く
な

っ
た
方
の
場
合
に
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
ど
こ
か
で
プ
ツ
ッ
と
切
れ
て
し
ま

っ
た
非
連
続
的
な
感
じ
が
し
ま
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す
。
看
取

っ
た
あ
と
私
た
ち
の
心

に
残
る
気
持
ち
も
、
受
容
し
て
亡
く
な

っ

た
方
の
場
合
は
、
こ
れ
で
よ
か

っ
た
の
だ
と

い
う
、
心
が
澄
む
感
じ
が
し
ま

す
。
い
っ
ぽ
う
、
あ
き
ら
め
て
亡
く
な

っ
た
方
の
場
合
に
は
、
心
の
濁
り
と

い
う
か
、
も
う
少
し
で
き
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
持
ち

　　

が
起
こ
り
ま
す
。」

「
こ

の

よ
う

に
、

『
受

容

』

と

『
あ

き

ら

め

』

の
問

に
は

大

き

な

差

が
あ

り

ま

す

。
」
と

書

い
て

い
る

。
た

だ

、

こ
う

い
う

注

釈

が

つ

い
て

い
る

。
「
あ

き

ら

め

る
」

は

、

語

源

的

に

「
明

ら

か

に
見

る
」

で

あ

っ
て
、

元

来

客

観

的

判

断

を
意

味

し

て

い
た

。

し

か

し

、

現

在

の
使

わ

れ
方

は

、

そ

れ

と

は

違

っ
て

、

「
や

や
消

極

的

な

意

味

が
含

ま

れ

て

い
ま

す

」
。

そ

う

い
う

こ
と

か

ら

、

両
者

の
問

に

「
大

き

な

差

」

が
あ

る

と

言

っ

て

い

る

よ
う

だ

。

先

の
河

合

と

の

対

談

に

お

い

て
は

、

「
こ

の

こ
　　

ろ
、

そ

れ

ほ
ど

大

き

な

差

が

な

い

の

で
は

な

い
か

と

思

う

よ
う

に

な

り
ま

し

た

。
」

と

言

っ
て

い
た

。

今

日
ま

で

に

は

何
度

か
揺

れ

が

あ

っ
た

よ

う

だ

。

(3
)
「受
容
の
死
」

で
は
、
「受
容
の
死
」
と
は
ど
う

い
う
死
な
の
か
。
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。

『
死
に
ゆ
く
患
者

の
心
に
聴
く
』
で
は
、
こ
ん
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
『受
容
の
死
』
と
は
ど
の
よ
う
な
死
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
ど
お
り

死
を
受
け
入
れ
て
死
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
死
を
受
け
入
れ
る
と
は
ど
う

い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
Y
さ
ん
は
死
を
受
け
入
れ
て
亡
く
な

っ
た
。
Y
さ

ん
の
死
は
受
容
の
死
と

い
え
る
。
Y
さ
ん
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
か
ら
受
容

　　

の
死
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。」

「死
を
受
け
入
れ
る
と
は
ど
う

い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
」
、
あ
る
い
は
、
ど
う

す
れ
ば
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
?

柏
木
に
も
明
確
な
答
え
は
な
い
よ
う

だ
。
た
だ
、
誰
の
死
が

「受
容
の
死
」
で
あ

っ
た
か
は
わ
か
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
Y
さ
ん
の
死
の
特
徴
は
こ
う
で
あ

っ
た
。

①
死
を
語
る
…
Y
さ
ん
は
自
分
の
死
に
つ
い
て
、
よ
く

ス
タ
ッ
フ
に
話
を
し
た
。

そ
こ
に
は
、
死
を
否
定
し
た
り
、
恐
怖

の
対
象
と
し
て
い
る
感
じ
は
な
い
。
死

は

「避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
出
来
事
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ

っ
た
。

②
積
極
的
な
生
き
方
…
死
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
「や
る
べ
き
こ
と
は
最
後
ま
で

き

っ
ち
り
と
す
る
と

い
う
積
極
性
」
が
あ

っ
た
。

③
死
を
突
き
抜
け
る
…
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
Y
さ
ん
に
と

っ
て
、
死
は
こ
の
世
と
の

別
れ
で
あ
る
が
、
「新
し
い
世
界

へ
の
出
発
」
で
も
あ

っ
た
。

④
暖
か
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
…
Y
さ
ん
と
ス
タ
ッ
フ
の
間
に
は
、
「十
分
な

暖
か
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
あ

っ
た
。

⑤
準
備
さ
れ
た
死
…
Y
さ
ん
は
死
を
自
覚
し
、
受
け
容
れ
、
葬
儀
の
準
備
ま
で
し

て
い
た
。

⑥

「心
の
澄
み
」
を
残
し
た
死
…
Y
さ
ん
の
看
取
り
の
あ
と
、
ス
タ
ッ
フ
に
、
こ

れ
で
よ
か

っ
た
と
い
う

「心
の
澄
み
」
と
さ
わ
や
か
さ
を
残
し
た
。

〈
「受
容
の
死
」
の
条
件
〉
と
い

っ
た
も

の
を
挙
げ
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
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「死
の
個
別
性
」
、

つ
ま
り
死
は
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ

っ
て
異
な
る
も

の
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。
①
～
⑥
は
十
分
条
件
で
は
な

い
。
必
要
条
件
と
も
言
え
な
い
が
、
そ
の

中
に
は
不
可
欠
と
言

っ
て
も
い
い
よ
う

な
も

の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
③

で
あ
る
。

最
後
に
、
受
容
と
信
仰
に
つ
い
て
も
う

一
言
。

お
わ
り
に
1
受
容
と
信
仰
1

「
キ
リ
ス
ト
教

の
神
で
あ
る
か
、

ま
た
何
か
の
宗
教

の
神
で
は
な
く

て
も
、

い
わ
ゆ
る
超
自
然
的
な
力
に
よ

っ
て
、
自
分
た
ち
が
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在

な
ん
だ
と

い
う
こ
と
を
つ
か
ん
で
お
ら
れ
る
。
そ
う

い
う
の
が
安
ら
か
な
死

　　

顔
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
。
」

柏
木
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
よ

っ
て

の
み
、
「受
容

の
死
」
が
可
能
で
あ
る
と

し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「安
ら
か
な
死
」

の
例
と
し
て
、
柏
木
は
肝
臓
ガ

ン
で

亡
く
な

っ
た
、
三
八
歳
の
男
性
N
さ
ん
を
挙
げ
た
。
N
さ
ん
は
園
芸
、
造
園
の
仕

事
に
従
事
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
N
さ
ん
に
つ
い
て
、
柏
木
は

「
こ
の
患
者
さ
ん
は
特
定
の
信
仰
は
持

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
い
わ
ゆ
る
信

仰
心
と
か
宗
教
心
と
か
言
わ
れ
る
も

の
は
持

っ
て
い
た
よ
う

に
思

い
ま
す
。」
仕

事
で
接
す
る

「植
物
の
営
み
の
中
に
人

の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
超
自
然
的

な
力
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
書

い
て
い
る
。

柏
木
は
た
と
え
信
仰
を
も

っ
て
い
な
く

て
も
、
「信
仰
心
」
と
か

「宗
教
心
」

と
い
っ
た
も
の
が
あ
れ
ば

「受
容
の
死
」
は
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
よ

う
だ
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
柏
木
は
あ
く
ま
で

〈
キ
リ
ス
ト
者
的
受
容
〉
を

「受

容
」

の
基
本
型
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
似
た
タ
イ

プ
の

「信
仰
心
」
あ
る
い
は

「宗
教
心
」
な
ら
、
大
丈
夫
で
は
な
い
か
と
い
っ
た

よ
う
な
。

河
合
は
先

の
対
談

の
中
で
、
「受
容
と
あ
き
ら
め
と

い
う
二

つ
の
こ
と
ば

で
は

簡
単
に
対
比
で
き
な

い
問
題
が
い
ろ
い
ろ
…
:
」
と
、
言
葉
を
濁
し

つ
つ
も
、
良

い
意
味
で
使
う

「諦
観
」
も
あ
る
と
発
言
し
て
い
る
。
筆
者
も

「受
容
」
の
意
味

は
も

つ
と
幅
広
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

精
神
科
医
西
川
喜
作
は
前
立
腺
ガ
ン
を
患
い
、
二
年
七
ヵ
月
の
闘
病
の
後
亡
く

な

っ
た
が
、
闘
病
二
年
目
の
秋
、
対
談

「ガ
ン
患
者
の
心
理
」
の
中
で
、
ロ
ス
の

「死

へ
の
プ

ロ
セ
ス
の
五
段
階
」
に
対
す
る
異
論
を
述
べ
た
あ
と
、
こ
う
言

っ
て

い
る
。「ち

ょ
う
ど
海
岸
に
打
ち
寄
せ
る
波
が
寄
せ
て
は
返
す
よ
う
に
、
シ
ョ
ッ
ク

が
わ
ー
っ
と
押
し
寄
せ
て
き
た
り
、
そ
れ
が
引
い
て
、
覚
悟
を
し
な
け
れ
ば

い
か
ん
と
思

っ
た
り
、
そ
う

い
う
こ
と
が
何
回
も
繰
り
返
す
。
何
と

い
い
ま

す
か
、
非
常
に
激
し

い
苦
行
を
し
な
が
ら
、
自
分
を
創
り
、
経
験
し

(や
が

て
)
ま
あ
死
も
仕
方
が
な

い
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
受
容
し
て
い
く
の
で
は

あ
　

な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
行
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
。」

西
川
が
そ
の
後
、
こ
の
言
葉
ど
お
り
に
、
死
を
受
容
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「あ
き
ら
め
の
死
」
な
の
か

「受
容
の
死
」
な
の
か
?

西
川
は
晩
年
、
あ
る
時
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は
仏
教
に
、
ま
た
あ
る
時
は
キ
リ
ス
ト
教
に
ひ
か
れ
た
が
、
つ
い
に
特
定
の
宗
教

を
持

つ
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。

死
を
前
に
し
て
、
私
た
ち
日
本
人
が
宗
教
を
選
択
す
る
場
合
、
仏
教
で
も
、
キ

リ
ス
ト
教
で
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
、
そ
れ
を

〈
自
由
に
〉
に
選
べ
る
の
か
ど
う

か
。
日
本
文
化
の
中
で
育
ち
な
が
ら
、
ど
ん
な
宗
教
で
も

〈
自
由
に
〉
信
じ
ら
れ

る
も

の
か
ど
う
か
。
筆
者
は
年
齢
と
と
も
に
疑
問
を
感
じ
て
き
た
。
河
合
の
提
起

し
た

「諦
観
」
も
日
本
人
の

「
死
生
観
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
語

に
は

「従
容
と
し
て
死
に
就
く
」
と

い
う
言

い
方
が
あ
る
。
〈
男

の
美
学
〉
と

い

っ
た
感
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り

の
こ
と
を
も
含
め
て
、
私
た
ち
に

可
能
な

「受
容
の
死
」
の
形
を
今
し
ば

ら
く
追

い
続
け
て
み
た
い
。
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頁
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頁
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書
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掲
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生
と
良
き

死
』

一
四
九

～

一
五

一
頁

(
36
)

『死
を
看
取

る
医
学
』

一
五
三
～

一
五
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『良
き

生
と
良
き
死
』

一
五
四
頁

『
死
に
ゆ
く
患
者

の
心
に
聴
く
』
四
四
頁

『安

ら
か
な
死
を
支
え
る
』
五
五
頁

柳
田
邦
男

『「
死

の
医
学
」

へ
の
序
章
』

(新
潮
社
、

一
九

八
六
年
)

一
三
三
頁
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