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1

は

じ

め

に

悲

し

み

は
乗

り
越

え
ら

れ

る

の
か

。

悲

し

み

を
乗

り
越

え

る

と

は

い

か
な

る

こ

と

か
。

そ
も

そ
も

、

悲

し

み
と

は
何

な

の
か
。

悲

し

み

を
乗

り
越

え

た
時

、

人

は

ど

う
変

わ

る

の
か

。

つ
ま

る
と

こ
ろ

、

人

生

に
お

い

て
悲

し

み

は

い

か
な

る
意

味

を

も

っ
て

い

る

の
か

。

筆

者

が

〈
悲

し

み

〉
を

自

ら

の
重

要

な

研
究

テ
ー

マ
と

し

て
取

り
上

げ

た

い
と

思

っ
た

の

は
、

も

う

三

年

も

前

、

神

谷
美

恵

子

の

『
生

き

が

い

に

つ
い

て
』

を

読

ん

だ
時

で
あ

っ
た
。

本

書

は
確

か

に
人

間

の
〈
生

き

が

い

〉
を

取

り
扱

っ
た
も

の

で
あ

る

が
、

通

例

と

は
違

い
、

生

き

が

い
そ

の
も

の

よ

り
も

、

生

き

が

い
喪

失

に

つ
い

て
、

ま

た
、

一
度

生

き

が

い
を

失

っ
た
者

が
、

い

か

に

し

て

そ

の
深

い
悲

し

み

か

ら
脱

し

、

再

び

生

き

が

い
を

見
出

し

う

る

か

に

つ
い

て

の
記

述

に
重

点

が

置

か

れ

て

い

る
。

そ

こ

で
中

心

的

に
取

り
扱

わ

れ

る

の

が
、

『
大

地
』

の
作

家
、

パ

ー

ル

・
バ

ッ
ク

の
著

書

で
あ

っ
た
。

筆

者

は
恥

か

し

い

こ
と

に

こ
の
年

に
な

る
ま

で
、

か

の

ノ

ー

ベ

ル
賞

作

家

に
知

的
障

害

を

も

つ
娘

の
あ

っ
た

こ
と
を
知

ら

な
か

っ
た
。

そ

の
著

書

の
題

名

は

.弓

竃

○
巨

α

薯
げ
○

器

く
霞

Ω
同
Φ芝

・、
邦

訳

名

は

『
母

よ

嘆

く
な

か

れ

」

と

な

っ
て

い
る
。

こ

の
本

は
、

わ

が
子

に
障

害

が

あ

る

こ
と

を

知

っ

た
の
ち
、
母
パ
ー
ル
が
悲
し
み
の
ど
ん
底
か
ら
い
か
に
し
て
立
ち
直

っ
て
行

っ
た

か
が
、
感
情
を
抑
制
し
た
文
章

で
書
か
れ
て
い
る
。
神
谷
は
本
書
を
深
い
悲
し
み

か
ら
い
か
に
し
て
立
ち
直
る
か
を
教
え
て
く
れ
る
、
「ど
ん
な
説
明
に
も
ま
さ
る

　
ユ

　

え
が
た
い
記
録
」
で
あ
る
と
言
う
。
筆
者

の
〈
悲
し
み
の
研
究

〉
の
原
点
と
も
言

う
べ
き
、
こ
れ
ら
神
谷
と
P

・
バ

ッ
ク
の
著
書
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
拙

論
を
始
め
た
い
。

一
、

悲

し

み

P

・
バ

ッ
ク

は

一
九

一
七

年

、

二
十

五
歳

の
時

結

婚

し

、

三

年

目

に
女

児

を

出
　
　
　

産
し
た
。

パ
ー
ル
の
子
供

の
頃
の
夢
は

「自
分
の
家
が
子
供
た
ち
で
一
杯
に
な
る
」

こ
と
で
あ

っ
た
が
、
彼
女

の
生
ん
だ
子
は
た

っ
た

一
人
で
あ

っ
た
。
こ
の
子
キ
ャ

ロ
ラ
イ
ン
は
三
歳
に
な

っ
て
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
だ
が
、
母
パ
ー

ル
は
わ
が
子
に
先
天
的
な
障
害
が
あ
る
こ
と
を
そ
の
時
に
な
る
ま
で
気
が
付
か
な

か

っ
た
。
当
時
中
国
に
住
ん
で
い
た
パ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
に
戻
り
医
者
に
診
て
も

ら

っ
た
と
こ
ろ
、

こ
の
子
は
決
し
て
成
長
し
な
い
、
知
的
に
は
せ
い
ぜ
い
四
歳
く

ら
い
ま
で
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
三
十
年
後
、
五
十
八
歳
の
時
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2大町:悲 しみは超 え られ るか

本
書
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
決
心
す
る
に
は
、
彼
女
に
は
そ
れ
だ
け
の
時

間
が
必
要
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
回
想
記
に
は
夫
は

一
度
も
登
場
し
な
い
。
後
に
離
婚
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
だ
け
に

一
層
彼
女
の
悲
し
み
は
深
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
医
者
か
ら
娘
の
診
察

の
結
果
を
聞
か
さ
れ
た
時
、
P

・
バ
ッ
ク
の
最
初
の
反
応
は

「
ど
う
し
て
私
は
こ

　
ヨ

　

ん
な
目
に
遭
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
」
で
あ

っ
た
。

「私
は
そ
の
時
の
私
の
感
情
を
筆
に
す
る

こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
…
…
た
だ
そ
の

時
、
私
の
身
体
の
中
で
絶
望
的
に
血
が
流
れ
出
す
よ
う
な
感
じ
て
あ

っ
た
と
申
し

　
る

　

上
げ
る
よ
り
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
コ

切

の
も
の
に
喜
び
は
な
く
な

っ
て
し
ま

い
ま
す
。
す
べ
て
の
人
と
人
と
の
関
係
は
意
味

の
な
い
も
の
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
意
味
を
失

っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

風
景
と
か
、
花
と
か
、
音
楽
と
か
、
私

が
前
に
は
喜
び
を
見
出
し
た
も
の
も
、
す

べ
て
空
虚
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
い
ま

　
ら

　

す

。
」

P

.
バ

ッ
ク

に
よ

れ

ば
、

悲

し

み

に
は

「
根

本

的

に
異

っ
た

二

つ
の
種

類

」
、

つ
ま

り

「
避

け

る

こ
と

の
出

来

る
悲

し

み
」

と

「
避

け

る

こ
と

の
出

来

な

い
悲

し

み
」

が

あ

る

。

前

者

は

「
和

ら
げ

る

こ
と

の
出

来

る
悲

し

み

」

で

あ

り

、

「
生

活

に

よ

っ
て
助

け

ら

れ
、

癒

す

こ
と

の
出

来

る
悲

し

み
」

で
あ

る

。

他

方

、

後

者

は

「
和

ら
げ

る

こ
と

の
出

来

な

い
悲

し

み

」

で
あ

り
、

「
生

活

を

も

変

化

さ

せ

、

悲

し

み
自

身

が

生

活

に
な

っ
て
し

ま

う

よ

う
な

悲

し

み
」
、

つ
ま

り

「
生

き

た
悲

し

み
」

　　
　

で
あ

る
。

P

・
バ

ッ
ク

が

わ

が
子

に
知

的

障

害

が

あ

り

、

そ

れ

が

不

治

の
も

の

で

あ

る

こ
と

を
知

っ
た
時

の
悲

し

み

は
、

も

ち

ろ
ん

後

者

で
あ

り

、

わ

れ

わ

れ

が

問

題

と

す

る

の
も

そ

れ

で
あ

る
。

「私
は
太
陽
が
昇
り
、
そ
し
て
沈
ん
で
行
く
の
も
、
四
季
が
め
ぐ

っ
て
来

て
、
ま

た
過
ぎ
て
行
く
の
も
、
家
の
庭
に
花
が
咲
き
、
通
り
を
人
が
過
ぎ
て
行
く
の
も
、

ま
た
町
か
ら
笑
い
声
が
聞
え
て
来
る
の
も
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
/
と
に

　　
　

か
く
悲
し
み
と
の
融
和
の
道
程
が
は
じ
ま

っ
た
の
で
し
た
。
」

精
神
科
医
神
谷
は
P

・
バ
ッ
ク
の
こ
の

「
道
程
」
、
言
い
換
え
れ
ば

「
悲
し
み

の
癒
し
の
過
程
」
を
次
の
よ
う
に
追

っ
て
行
く
。
番
号
は
便
宜
的
に
筆
者
が
付
け

た
も
の
で
あ
る
。

ω

「第

一
段
階
は
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
で
し
た
。
…
・:

お
そ
ら
く
こ
の
問
題
は
決
し
て
変
わ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
私
か

ら
離
れ
去
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
誰
も
私
を
助
け
て
く
れ
る
こ
と
は
出
来
な

い
以
上
、
私
は
こ
れ
を
認
め
る
ほ
か
は
な
い
と
、
は
っ
き
り
、
私
は
自
分
に
言
い

聞
か
せ
た
瞬
間
が
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
問
題
と
し
て
は
、

一

度
に
そ
こ
へ
た
ど
り

つ
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
何
回
と
な
く
泥
沼

　　
　

の
中
に
落
ち
込
み
ま
し
た
。
」

②

「私
は
そ
の
絶
望
の
ど
ん
底
か
ら
這
い
出
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
…
…

『
こ

れ
が
自
分
の
生
活
な
の
だ
、
私
は
そ
れ
を
生
き
抜
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
。
』

　　
　

と
い
う
こ
と
を
、
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
を
覚
え
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
」

㈹

「
そ
う
し
た
あ
る
日
、
私
は
娘
の
た
め
に
よ
い
学
校
を
探
そ
う
と
決
心
し
た
の

　り
　

で
し
た
。
」
「決
心
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
測
り
知
れ
な
い
安
堵
を
意
味
し
ま
す
。

決
心
に
は
目
標
が
あ
り
ま
す
。
/
泥
沼
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
そ
の
目
標

に
つ
ら

な
る
綱
に
し
が
み
つ
い
て
、
私
は
日

一
日
と
絶
望
か
ら
這
い
出

て
来
る
こ
と
が
出

　む
　

来

ま

し

た
。
」
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3

ω

「私
の
魂
を
、
反
抗
に
よ

っ
て
疲
れ
さ
せ
る
こ
と
は
や
め
ま
し
た
。
私
は
そ
れ

ま
で
の
よ
う
に
、
『何
故
』
と
い
う
疑
問
を
次
か
ら
次
に
も
た
な
く
な
り
ま
し
た
。

…
…
悲
し
み
は
た
と
え
容
易
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
耐
え
ら

れ
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

　り
　

り
ま

し

た

。
」

そ
う

な

っ
た

「
本

当

の
秘

密
」

は
、

「
私

が

自

分

自

身

の

こ
と

や

悲

し

み

の

こ

と

を

考

え

る

の
を

止

め

、

そ

し

て
子
供

の

こ
と
ば

か

り
考

え

る

よ

う

に
な

っ
た
」

こ
と

で
あ

る
。

「
私

が
自

分

を

中

心

に
も

の
ご

と

を

考

え

た

り

、

し

た

り

し

て

い

る
限

り
、

人

生

は
私

に
と

っ
て
耐

え

ら

れ

な

い
も

の
」

で
あ

っ
た

が
、

も

の
ご

と

を

考

え

た

り
、

し

た

り

す

る

「
中

心

を

ほ

ん

の
少

し

で
も
自

分

自

身

か

ら
外

せ

る

こ
と

が

で
き

る

よ
う

に
な

っ
た

」
。

そ

し

て
、

「
悲

し

み

は

た

と

え
容

易

に
耐

え
ら

れ

る
も

の

で

は
な

い

に
し

て
も

、

耐

え

ら

れ

る

可
能

性

の
あ

る

も

の

だ

と

い

う

こ

　ほ
　

と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
」
の
で
あ
る
。

神
谷
は
こ
こ
に
注
目
す
る
。
「自
分
の
悲
し
み
」、
ま
た
は

「悲
し
む
自
分
」
に

注
意
を
集
中
し
て
い
る
間
は
、
「悲
し
み
」
か
ら
は
抜
け
出
せ
な
い
。
「具
体
的
な
、

短
期
の
目
標
」
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「悲
し
み
が
意
識

の
視
野
の
中
心

か
ら
次
第
に
視
野
の
外
に
お
し
や
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
」
そ
れ
を
可
能

に
し
た
の

は
、
「
何
よ
り
も
ま
ず
時
の
経
過
と
肉
体

の
生
命
力
」
で
あ
ろ
う
。
「当
座
の
注
意

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
目
標

へ
と
向
け
、
「
悲
し
み
へ
の
集
中
」
を
防
ぐ
。

そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
や

っ
と
悲
し
み
の
泥
沼
か
ら
這
い
出
る
」

こ
と
が
で
き
た

　け
　

の
で
あ
る
。

⑤

「忍
従
は
た
だ
始
ま
り
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
受
け
入
れ
る
心
を
持
ち
、
す

べ
て
受

け
入
れ
ら
れ
た
悲
し
み
は
み
ず
か
ら
与
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
悲
し
み
に
も

一
つ
の
錬
金
術
に
似
た
も

の
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
悲
し
み
も
叡
智
に
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は

仮
り
に
快
楽
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で

　お
　

き
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」
「
ど
う
し
て
私
は
こ
ん
な
目
に
遭
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
」
と
い
う

「
疑
問
に
…
…
な
ん
の
答
え
も
決
し
て
出
て
く
る
は
ず
が

な
い
と
最
後
に
私
が
悟

っ
た
と
き
、
私

の
心
は
意
味
の
な
い
も
の
か
ら
意
味
を

つ

く
り
出
そ
う
と
い
う
決
心
に
な
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
た
と
え
自
製
の
答
え
で
あ
っ

て
も
何
か
の
答
え
を
出
そ
う
と
い
う
心

に
変
わ
り
ま
し
た
。
」
そ
の
答
え
と
は

「自
分

の
子
供
を
…
…
決
し
て
無
駄
に
生
か
し
て
は
な
ら
な
b
」
、

「彼
女
が
彼
女

な
り
に
過
去
に
お
い
て
生
存
し
、
そ
し
て
現
在
も
ま
た
生
存
し
て
い
る
と
い
う
こ

の
事
実
は
、
人
類
に
と

っ
て
何
ら
か
の
役
に
立

つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

　め
　

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

。

P

・
バ

ッ
ク

の
悲

し

み

は

依

然

と

し

て
続

い

て

い
る

が
、

「
生

存

の
長

期

目

標

」

も

は

っ
き

り

し

て
く

る

に
従

い
、

彼

女

の
心

に
は

「
統

一
と

お

ち

つ
き
」

が
取

り

　
り
　

戻
さ
れ
た
。

こ
の
道
程
か
ら
、
悲
し
み
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
悲
し
み
は
時
間
は
か
か
る
が
、
癒
え
る
も
の
で
あ
る
。

②
悲
し
み
を
癒
や
す
に
は
、
現
実
か
ら
眼
を
そ
ら
し
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
が
ま

ま
の
現
実
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
悲
し
み
は
人
に
代
わ

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
自
身
が
悲
し
ま
ね
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ば
な
ら
な
い
。

④
悲
し
み
が
癒
え
る
ま
で
に
は
、
人
は
悲
し
み
の
い
く

つ
か
の
段
階
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑤
悲
し
み
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
ま
ず
短
期
の
目
標
が
、

つ
い
で
長
期

の
目
標
が

必
要

で
あ
る
。

⑥
悲
し
み
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、
も
の
の
見
方

(価
値
観
)
を
変
え
る
必
要
に
迫

ら
れ
る
。

⑦
悲
し
み
は
叡
智
に
変
わ
る
こ
と
も
、
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。

⑧
悲
し
み
が
癒
え
る
と
は
、
悲
し
み
が
な
く
な
る
こ
と
で
も
、
悲
し
み
を
忘
れ
て

し
ま
う
こ
と
で
も
な
い
。
悲
し
み
と
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
共
に
生
き
る
こ
と
で

あ
る
。

今
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。

P

.
バ
ッ
ク
の
場
合
は
、
わ
が
子
の
知
的
障
害
を
発
見
し
て
以
来
の
悲
し
み
で

あ
り
、
以
下
に
お
い
て
主
と
し
て
取
り
上

げ
る
死
別
の
悲
し
み
と
は
原
因
に
お
い

て
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
拙
論

の
テ
ー

マ
は
悲
し
み
を
超
え
る
、
あ
る
い
は
人

生
に
お
け
る
悲
し
み
の
意
味
と
い
う
こ
と

で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
違
い
は
問

題
に
し
な
い
で
お
く
。

〈
悲
し
み
〉
と
は
何
な
の
か
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
」
(小
学
館
)
に
よ
れ
ば
、

「
か
な
し
い

(悲

・
哀

・
愛
)」
と
は
、
「感
情
が
痛
切
に
せ
ま

っ
て
は
げ
し
く
心

が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
さ
ま
を
広
く
表
現
す
る
。
悲
哀
に
も
愛
憐

に
も
い
う
。
」

と
あ

り
、
①
と
し
て

「
死
、
別
離
な
ど
、
人
の
願
い
に
そ
む
く
よ
う
な
事
態
に
直
面
し

て
心

が
強

く

い

た
む

。

な

げ

か

わ

し

い
。

い
た

ま

し

い
。
」

と

あ

る
。

「
悲

し

み
」

は

「
悲

し
む

こ
と

。

嘆

く

こ
と

。

な

げ

き

。
」

そ

れ

で

は
次

に
、

現

代

日
本

の
代

表

的

な

悲

嘆

の
研

究

者
、

A

・
デ

ー
ケ

ン
と

平

山

正

実

の

〈
悲

し

み

〉

に

つ
い

て

の
考

え

方

を

見

る

こ
と

に
し

よ

う
。

デ

ー

ケ

ン
は

「
死

へ
の
準

備

教

育

U
$

爵

国
α
琴

p
江
8

」

の

重

要

な

一
領

域

と

し

て
、

「
悲

嘆

教
育

Ω
同
一①
h
国
α
仁
。
p
江
8

」

を

挙

げ

る

。

こ

こ

か

ら

も

わ

か

る

よ

う

に

、

デ

ー

ケ

ン
は

9

一①
h
の
訳

語

に

「
悲

嘆

」

を

使

う
。

日

本

語

に
お

け

る
悲

し

み

と

悲

嘆

に

は
意

味

の
上

で
差

は
な

い

の
だ

が

、

デ

ー
ケ

ン
が
悲

嘆

と

い
う
時

、

そ

れ

は

〈
悲

し

み

〉
と

意

味

上

多

く

重

な

り

合

う

も

の

の
、

グ

リ

ー

フ
の

意

で
あ

り

、

〈
悲

し

み

〉
に

は
な

い
意

味

を

も

含

ん

で

い
る
。

二
、
A

・
デ
ー
ケ
ン
の

「悲
嘆
教
育
」

お
　

デ
ー
ケ
ン
の
論
文

「悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
ー
苦
し
み
を
通
し
て
の
人
格
成
長
ー
」

に
よ
れ
ば
、
「悲
嘆
」
は
死
別
に
限
ら
ず
、
失
恋
、
左
遷
、
失
業
、
定
年
退
職
と

い
っ
た
喪
失
体
験
に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
深
い
悲
し
み
で
あ
る
が
、
「
悲
嘆

教
育
」
は
特
に
、
愛
す
る
人
、
か
け
が
え
の
な
い
人
を
失

っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る

悲
嘆
か
ら
、
い
か
に
し
て
立
ち
直
る
か
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
悲
嘆
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
。
悲
嘆
の
渦
中

に
あ
る
人

に
ど
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
、
援

助
が
可
能
な
の
か
。
悲
嘆
は
必
ず
癒
え
る
も
の
か
ど
う
か
。
悲
嘆
教
育
の
教
え
る

と
こ
ろ
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

デ
ー
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
医
者
や
心
理
学
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
癌
、
脳

卒
中
、
心
臓
病
と
い
っ
た
今
日
死
亡
原
因
の
上
位
を
占
め
て
い
る
病
気
の
多
く
は
、
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5

解
決
さ
れ
な
い
悲
嘆
が
原
因

で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
を
上

手
に
乗
り
切
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
病
気
に
か
か

っ
た
人
た
ち
が
多

い
の
で
あ
る
。
今
日
、
悲
嘆
が
上
記
の
病
気
と
比
肩
す
る
隠
れ
た
死
亡
原
因
と
な

っ

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
悲
嘆
の
原
因
は
色
々
あ
る
が
、
特
に
か
け
が
え
の

な
い
人
の
死
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

一
九
六
三
年

に
行
な
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
報
告
で
は
、
五
十
四
歳
以
上
で

妻
を
亡
く
し
た
男
性
四
四
八
六
名
が
、
妻

の
死
後
六
か
月
以
内
に
死
亡
す
る
率
は
、

同
年
代
の
既
婚
男
性
よ
り
四
〇
%
余
り
も
高
か

っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
死
亡

原
因
の
四
分

の
三
は
心
臓
病

で
あ
り
、
酵
○
ぎ
5
冨
p詳

と
い
う
表
現
に
医
学
的

な
裏
付
け
を
与
え
た
。

ア
メ
リ
カ
、

ロ
チ

ェ
ス
タ
ー
大
学
の
研
究
で
も
、
自
分
に

と

っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人

の
死
と
い
う
深
刻
な
喪
失
体
験
後
に
人
を
襲
う
無
力

感
、
絶
望
感
は
、
癌
な
ど
の
悪
性
疾
患
を
発
生
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
報

告
し
て
い
る
。
悲
嘆
と
い
う
も
の
を
よ
く
理
解
し
、
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
を
適
切
に

乗
り
切
ら
な
け
れ
ば
、
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
の
悲
嘆
に
よ
っ
て
健
康
を
そ
こ
な
う

可
能
性
は
そ
れ
だ
け
大
き
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

今
日
の
よ
う
に
、
悲
し
み
が
大
き
な
研
究
テ
ー
マ
と
な

っ
た
の
は
、
S

・
フ
ロ

イ
ト
の
論
文

「悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」

(
一
九

一
七
年
)
に
端
を
発
し
て
い
る
。

昨
今
の
悲
嘆
研
究
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
そ
こ
で
述
べ
た

「悲
哀
の
仕
事

弓
同窪
霞
鉾
げ
①一け」

な
る
概
念
を
継
承
し
て
お
り
、
デ
ー
ケ
ン
も

「悲
嘆
と
は
単
な
る
受
動
的
な
感
情

で
は
な
く
、

フ
ロ
イ
ト
が

弓
蚕
巷
鑓
告
①詳

(
悲
嘆

の
仕
事
)
と

い
う
概
念

で
示

　　
　

し
た
よ
う
に
、
能
動
的

・
積
極
的

に
達
成

さ
れ
る
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
」
と

言
う
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常

の
語
感
か
ら
は
遠
く
離
れ
る
が
、

悲
哀
、
悲
嘆
と
は

「課
題
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
果
た
す
べ
き

「
仕
事
」
な
の
で
あ
る
。
以
下

で
は
、

こ
の
こ
と
を
心
に
銘
記
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

悲
嘆
を
乗
り
切
る
た
め
に
は
、

こ
の

日
轟
器
蜀
吾
①詳
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
課
題
を
で
き
る
だ
け
う
ま
く
成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う
試
み

が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
悲
嘆
教
育
と
は
、
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
、
あ
る

い
は
間
も
な
く
亡
く
す
こ
と
に
な
る
家
族
や
近
親
者
が
悲
嘆
の
プ
ロ
セ
ス
を
乗
り

切
る
の
を
、
言

い
換
え
れ
ば

「悲
嘆
の
仕
事
」
を
首
尾
よ
く
こ
な
す
の
を
助
け
、

悲
嘆
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
生
じ
る
様
々
な
疾
患
を
で
き
れ
ば
未
然
に
防
こ
う
と

す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。

弓
同
窪
霞
霞
σ
Φ詳
1
こ
の
語
は
通
例

「悲
嘆
の
仕
事
」
と
か

「
悲
哀

の
仕
事
」
、

「喪
の
仕
事
」
と
訳
さ
れ
る
。
な
ん
と
も
し

っ
く
り
い
か
な
い

「
日
本
語
」

で
あ

る
。
「仕
事
」
を
も
う
少
し
や
わ
ら
か
く

「
作
業
」
と
か
、
「
悲
嘆

の
仕
事
」
を

　　
　

「悲
し
み
の
消
化
作
業
」
(近
藤
裕
著

『
「自
分
の
死
」
入
門
』
)
と
呼
ぶ
人
も
あ

　れ
　

る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
平
山
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
〈
悲
し
み
〉
と
い
う
も
の
の

捉
え
方
が
欧
米
と
日
本
と
で
は
根
本
的
に
違
う
の
で
あ

っ
て
、
弓
遷
仁
興
霞
げ
①詳

に
適
当
な
訳
語
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
拙
論
で
は
と
り
あ
え
ず

「喪

の
作
業
」
と
し
て
お
く
。

デ
ー
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、
「喪
の
作
業
」
は

「愛
す
る
人
の
喪
失
に
耐
え
、

こ
れ

を
受
け
容
れ
る
た
め
に
、
混
乱
状
態
に
投
げ
込
ま
れ
た
情
動
に
秩
序
を
取
り
戻
し
、

現
実

に
対
す
る
健
全

な
適
応
力

を
回
復

し
よ
う
と
す

る
自
然
な
反
応

で
あ

お
　

る
。」
そ
れ
は
悲
嘆
を
た
だ
耐
え
忍
ぶ
と
い
っ
た
消
極
的
な
行
為
で
は
な
く
、
「人

生
の
大
い
な
る
挑
戦

(チ
ャ
レ
ン
ジ
)
に
対
す
る
積
極
的
な
応
答
」
な
の
で
あ
る
。
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そ
の
悲
嘆
に
は

一
定

の
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
。

デ
ー
ケ
ン
は
キ

ュ
ー
ブ
ラ
ー
"
ロ
ス
の

「死

へ
の
プ

ロ
セ
ス
の
五
段
階
」
(①

否
認
、
②
怒
り
、
③
取
り
引
き
、
④
抑
欝
、
⑤
受
容
)
を
ヒ
ン
ト
に
、
「
悲
嘆

の

プ
ロ
セ
ス
の
十
二
段
階
」
と
い
う
考
え
方

で
、
身
近
な
人
の
死
よ
り
生
ず
る
悲
し

み
か
ら
人
は
い
か
に
し
て
立
ち
直
る
か
説
明
し
て
い
る
。
各
段
階
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の

「喪
の
作
業
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
た
だ
し
、
皆
が
皆
十
二
段
階

の
す
べ
て
を
経
験
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
必
ず
し
も
こ
の
順
序
通
り
に
プ
ロ
セ

ス
が
進
行
す
る
と
も
限
ら
な
い
。
二

つ
以
上

の
段
階
が
同
時
に
並
行
し
て
現
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
十
二
段
階
と
は
、
①
精
神
的
打
撃
と
麻
痺
状
態
②
否
認
③

パ
ニ
ッ
ク
④
怒
り
と
不
当
感
⑤
敵
意
と
ル
サ
ン
チ
マ
ン

(う
ら
み
)
⑥
罪
意
識
⑦

空
想
形
成
、
幻
想
⑧
孤
独
感
と
抑
欝
⑨
精
神
的
混
乱
と
ア
パ
シ
ー

(無
関
心
)
⑩

あ
き
ら
め
1
受
容
⑪
新
し
い
希
望
ー
ユ
ー
モ
ア
と
笑
い
の
再
発
見
⑫
立
ち
直
り
の

段
階
-
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
誕
生
で
あ
る
が
、
少
し
ば
か
り
コ
メ
ン
ト

を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
,

①
愛
す
る
人
の
死
と
い
う
衝
撃
に
よ
り
、
強
い

「精
神
的
打
撃
」
を
受
け
、
現
実

感
覚
が

「麻
痺
状
態
」
に
陥
る
。

②
死
と
い
う
事
実
を

「否
認
」
す
る
。

③
死
に
直
面
し
、
強
い
恐
怖
を
覚
え
、
「
パ

ニ
ッ
ク
」
を
起

こ
す
。

④
特
に
突
然
の
死
の
場
合
に
は
、
死
に
直
接
か
か
わ

っ
た
者

へ
の

「
怒
り
」
、
運

命
や
神
に

「
不
当
感
」
を
覚
え
る
。

⑤
や
り
場
の
な
い
感
情
を
ぶ

つ
け
る
ス
ケ
ー
プ

・
ゴ
ー
ト
と
し
て
、
た
と
え
ば
亡

く
な

っ
た
人
を
世
話
し
て
く
れ
た
医
者
な
ど
に

「敵
意
」、
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン

(う

ら
み
)
」
を
も

つ
。

⑥
亡
く
な

っ
た
人
に
関
連
し
て
、
過
去
に
お
け
る
実
際
あ
る
い
は
想
像
上
の
自
分

の
過
ち
を
悔
や
み
、
「
罪
意
識
」
を
覚
え
、
自
分
を
責
め
る
。

⑦
死
者
が
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
み
、
ま
た
実
際
そ
の
よ
う
に
振
る
舞

う
と
い
っ
た

「空
想
形
成
」
、
「幻
想
」
の
中
で
生
き
る
。

⑧

「
孤
独
感
と
抑
欝
」
を
体
験
す
る
。

⑨
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い

っ
た

「精
神
的
混
乱
」
に
陥
り
、
あ

ら
ゆ
る
こ
と
に

「
ア
パ
シ
ー

(無
関
心
)
」
の
状
態
に
な
る
。

⑩
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を

「
あ
き
ら
め
」
る
、
す
な
わ
ち
、
明
ら
か
に
し
、
愛

す
る
人
が
い
な
い
と
い
う
現
実
を
積
極
的
に

「受
容
」
す
る
。

⑪

「新
し
い
希
望
」
が
見
え
、
凍
て
つ
い
た
心
が
解
け
、
「
ユ
ー
モ
ア
と
笑

い
の

再
発
見
」
が
行
な
わ
れ
る
。

⑫

「立
ち
直
り
の
段
階
」
で
あ
る
。
悲
し
み
の
プ

ロ
セ
ス
を
終
え
、
「
新
し
い
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
誕
生
」
を
迎
え
る
。

プ

ロ
セ

ス
全

体

に

つ
い

て
も

う

少

し

コ
メ

ン
ト
し

て
お

こ
う
。

ω

デ

ー

ケ

ン
の
他

に
も

、

独

自

の
悲

嘆

の
プ

ロ
セ

ス
を

提

示

す

る

人

は

多

い
が
、

　お
　

そ
れ
ら
は
基
本
的
に
違
い
は
な
い
と
言

っ
て
い
い
。
こ
の
よ
う
な
悲
嘆
の
プ

ロ
セ

ス
を
描
く
こ
と
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
悲
し
み
の
中
に
あ

っ
て
人

は
、
自
分
ほ
ど
悲
し
ん
で
い
る
者
は
い
な
い
、
自
分
の
悲
し
み
は
他
の
誰
の
悲
し

み
と
も
違
う
、

こ
の
悲
し
み
か
ら
い
つ
ま
で
も
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
な
ど
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
悲
し
み
に
は

一
定
の
プ

ロ
セ
ス

一一一107一
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が
あ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
当
然
終
着
点
が
あ
る
こ
と
、
自
分
の
悲
し
み
も
ま

た
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
知
る
こ
と
、
言

い
換
え
れ
ば
、
自
分
の
悲
し
み
を
客
観

的
に
眺
め
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
悲
し
ん
だ
人
が
こ
れ
ま
で
に
数
多
く
い
た
と
考

え
る
こ
と
は
慰
め
で
あ
る
と
同
時

に
、

こ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
大
き
な
励

み
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

②
悲
し
み
に
は
共
通
性
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
悲
し
み
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
亡
く
な

っ
た
人

に
よ
っ
て
も
、
残
さ
れ
た
者
に
よ

っ
て

も
悲
し
み
は
異
な
る
。
グ

ロ
ル
マ
ン
は
、
「愛
児
を
失
う
と
、
親
は
人
生

の
希
望

を
奪
わ
れ
る
。
配
偶
者
が
亡
く
な
る
と
、
と
も
に
生
き
て
い
く
べ
き
現
在
を
失
う
。

親
が
亡
く
な
る
と
、
人
は
過
去
を
失
う
。
友
人
が
亡
く
な
る
と
、
人
は
自
分

の

一

　　
　

部
を
失
う
。
」
と
表
現
し
た
。
他
に
、
死
亡

の
原
因
や
状
況
、
死
別
後

の
遺
族
の

状
況
に
よ

っ
て
も
、
悲
し
み
の
様
相
は
大
き
く
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。

⑧
悲
嘆
は

一
体
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
持
続
す
る
の
か
。
デ
ー
ケ
ン
に
よ
れ
ば
、

一

概

に
言
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
通
常
、
①
の
段
階
は
数
日
か
ら

一
週
間
。
「
立

ち
直
り
の
段
階
」
に
ま
で
到
達
す
る
に
は
少
く
と
も

一
年
間
を
要
す
る
。
し
か
し
、

①
～
⑨
の
段
階
の
徴
候
が
ほ
ぼ
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
に
は
、
数
年
を
要
す
る
。

亡
く
な

っ
た
人
が
配
偶
者
の
場
合
、
あ
る

い
は
子
供

の
場
合
に
は
、
悲
し
み
は
生

涯
に
及
ぶ
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
数
字
は
単
に
目
安
に
す
ぎ
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
数
か
月
た
っ
て

も
悲
し
み
が
消
え
な
い
こ
と
に
絶
望
す
る
者
に
は
、
再
考
を
促
す
こ
と
は
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

ω
デ
ー
ケ
ン
は
、
③
の
パ
ニ
ッ
ク
、
④
の
不
健
康
な
怒
り
の
爆
発
を
未
然
に
防
ぐ

こ
と
は
、
悲
嘆
教
育
の
大
切
な
目
標

で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
悲
嘆
が
い
わ
ゆ
る

「正
常
な
悲
嘆
反
応
」
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
長
期
に
わ
た
る
な
ど
、
「病
的
な
悲
嘆
」

に
な
る
こ
と
を
何
と
か
防
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
「悲
し
み
を
超
え
る
」
と
は

平
山
正
実

に
論
文

「
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
1
離
別
体
験

の
人
間
学
的
意

(25
)

(26
)

味
1
」
が
あ
り
、
最
近
の
若
林

一
美
の
著
書
に

『
死
別
の
悲
し
み
を
超
え
て
』
と

あ
る
よ
う
に
、
近
年
は
悲
し
み
は

「耐
え
る
」、
「
癒
す
」
で
は
な
く
、
「超

(越
)

え
る
」
と
い
う
言
い
方
が
行
な
わ
れ
る
。
「悲
し
み
を
超
え
る
」
と
は
い
か
な
る

こ
と
な
の
か
。
悲
し
み
を

「耐
え
る
」、
「
癒
す
」
と
ど
う
違
う
の
か
。

デ
ー
ケ
ン
は
書
い
て
い
る
。

「心
の
傷
が
癒
え
る
と
は
、
単
に
健
康
な
状
態

に
復
元
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人

格
的
に
大
き
な
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
悲
嘆

の
プ
ロ
セ
ス
を
創
造
的

に
乗
り
越
え
た
人
は
、
以
前
に
も
増
し
て
円
熟
し
た
人
格
者
と
な
り
、
他
者
の
苦

し
み
に
よ
り
深
い
理
解
と
共
感
を
示
し
、
時
間
の
貴
さ
を
認
識
し
、
人
間
関
係
の

素
晴
ら
し
さ
と
そ
の
限
界
を
知
り
、
人
間
の
生
命
と
そ
の
可
能
性
、
ま
た
死
後
の

　　
　

問
題
な
ど
に
よ
り
深
い
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
」

こ
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
、
「悲
し
み
を
超
え
る
」
あ
る
い
は

「悲
し
み
を
乗
り

越
え
る
」
と
は
、
悲
し
み
の
プ
ロ
セ
ス
を
終
え
る
、
あ
る
い
は
悲
し
み
が
癒
え
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
「人
格
的
に
大
き
な
成
長
」
を
遂
げ
、
価
値
観
が
変
革
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
悲
し
み
は
必
ず
し
も
人
を
成
長
さ
せ
る
わ
け
で

は
な
い
。
自
暴
自
棄
に
陥
る
人
も
あ
れ
ば
、
周
り
の
人
や
社
会
、
あ
る
い
は
運
命

一106一
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を
恨
む
よ
う
に
な
る
人
も
い
る
。
悲
し
み
は
単
に
成
長
の
可
能
性
を
与
え
る
に
す

ぎ
な
い
。
で
は
、
「人
格
的
に
大
き
な
成
長
」
を
遂
げ
る
べ
く
、
悲
嘆
の
プ

ロ
セ

ス
を

「創
造
的
に
乗
り
越
え
」
る
と
は
ど
う
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
悲
し
み
と
は
常

に
自
分
の
悲

し
み
を
悲
し
む
こ
と
で
あ

っ
て
、
悲
し
み

を
乗
り
越
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
悲
し
み
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
方
で
行
な
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
悲
し
み
を
乗

り
越
え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ

ず

「創
造
的
に
乗
り
越
え
」
た
の
で
あ
る
。
「
創
造
的
に
」

と
い
う
言
葉

に
こ
だ

わ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
筆
者
は
思

う
。

話
を
戻
す
が
、
悲
嘆
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
プ

ロ
セ
ス
を
乗

り
切
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か

を
あ
ら
か
じ
め
知

っ
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
今
、

自
分
は
プ

ロ
セ
ス
の
ど
の
あ
た
り
に
い
る
の
か
、
現
在
、
果
た
す
べ
き
課
題
は
何

で
あ
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
今
後

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
、
ど
ん
な

作
業
が
残

っ
て
い
る
の
か
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
を

乗
り
切
る
た
め
に
、
大
切
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
挙
げ
て
行
こ
う
。

　　
　

平
山
は
上
記

「
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
」
等
の
中
で
、
「悲
し
み
の
乗
り
越
え

方
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
柄
を
挙
げ

て
い
る
。

①
当
事
者
が
自
分
の
悲
し
み
を
親
し
い
人
に
打
ち
明
け
、
悩
み
を
聞
い
て
も
ら

う
。
②
悲
し
み
や
苦
し
み
の
意
味
や
価
値

に
つ
い
て
の
見
方
を
改
め
る
。
③
悲
し

み
の
体
験
に
よ

っ
て
人
は
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
る
。
④
創
造
活
動

を
通
し
て
悲
し
み
を
昇
華
さ
せ
た
人
達

が
い
る
こ
と
を
知
る
。
⑤
将
来
に
関
し
て

　　
　

何
ら
か
の
希
望
を
も

つ
。
⑥
信
仰
を
も

つ
。
⑦
自
助
グ
ル
ー
プ
を
活
用
す
る
。

以
上
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
筆
者
も
重
要
と
思
う
と
こ
ろ
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ω
悲
し
み
を
癒
す
に
は
時
間
が
か
か
り
、
そ
こ
で
は
忍
耐
が
必
要
と
さ
れ
る
。

悲
し
み
か
ら
す
ぐ
さ
ま
抜
け
出
る
方
法
は
な
い
。
地
道
に
プ

ロ
セ
ス
を
踏
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
早
急
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
え

っ
て
悲
嘆
を
長
引

か
せ
る
と
い

っ
た
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
悲
し
み
の
鎮
ま
る
の
を

じ

っ
と
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
悲
し
み
は
思
い
通
り
に
な
る
も
の
で
は

な
い
。
悲
し
み
は
言
わ
ば
そ
れ
自
身
の
法
則
に
従

っ
て
動
く
。
で
は
、
悲
し
み
を

終
局

へ
と
向
か
わ
せ
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
神
谷
は
そ
れ
は

「
肉
体
」

で

あ
る
と
言
う
。
あ
る
い
は
、
「時
間
」

で
あ
る
と
言
う
。

「生
き
が
い
を
う
し
な

っ
た
人
間
が
死
に
た
い
と
思
う
と
き
、

一
ば
ん
邪
魔
に
感

　

　

　

　

　

じ
る
の
は
自
己
の
肉
体
で
あ

っ
た
。
し
か
し
実
際
は
こ
の
肉
体
こ
そ
本
人
の
知
ら

　

　

　

　

　

　

　

　

ぬ
間
に
は
た
ら
い
て
、
彼
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な

ら
ば
、
そ
の
生
命
力
の
展
開
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
時
間
こ
そ
恩
人
と
い
う
べ

　　
　

き
で
あ
ろ
う
。
」
(傍
点
筆
者
)

神
谷
の
考
え
で
は
、
「
肉
体
」

に
備
わ
る

「生
命
力
」
が
、
徐
々
に
で
は
あ
ろ

う
が
、
悲
し
み
を
終
局

へ
と
向
か
わ
せ
て
行
く
。
「時
間
と
い
う
も

の
は
人
間

の

　ね
　

心
の
思
い
如
何
に
か
か
わ
り
な
く
、
人
間
の
内
側
の
あ
り
か
た
を
変
え
て
行
く
。
」

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
に
必
要
な
の
は
忍
耐
で
あ
り
、
じ

っ
と
待

つ
こ
と

で
あ
る
だ
ろ
う
。

②
死
別
と
い
う
現
実
を
受
け
入
れ
、
勇
気
を
も

っ
て
、
こ
れ
に
直
面
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

悲
嘆

の
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
⑩
の

「あ
き
ら
め
1
受
容
」
で
あ

105一
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ろ
う
。
死
別
と
い
う
苛
酷
な
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
悲
嘆
を
乗
り

切
る
た
め
の
足
場
が
よ
う
や
く
で
き
た
の
で
あ
る
。
P

・
バ

ッ
ク
の
言
う

「悲
し

み
と
の
融
和

の
道
程
」
が
始
ま
る
の
も
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
①
～
⑨
ま
で
の
長
く

苦
し
い
時
間
は
、
ひ
と
え
に
こ
こ
に
到
達
す
る
ま
で
の
道
程
で
あ

っ
た
。

⑧
自
ら
の
も
の
の
見
方

(価
値
体
系
)
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

愛
す
る
人

の
死
に
よ
る

「精
神
的
衝
撃
」
に
よ

っ
て
、
以
前
の
価
値
体
系
は
崩

れ
て
い
る
。
P

・
バ

ッ
ク
が

「本
当
の
秘
密
」
と
呼
び
、
「
私
が
自
分
自
身

の
こ

と
や
悲
し
み
の
こ
と
を
考
え
る
の
を
止
め
、
そ
し
て
子
供
の
こ
と
ば
か
り
考
え
る

よ
う
に
な

っ
た
」
。
も
の
ご
と
を
考
え
た
り
、
し
た
り
す
る

「
中
心
を
ほ
ん
の
少

し
で
も
自
分
自
身
か
ら
外
せ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
時
、
悲
し
み
は
た

と
え
容
易
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
耐
え
ら
れ
る
可
能
性

の
あ

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
出
来
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
言
う
。
P

・
バ
ッ
ク

は
明
ら
か
に
も
の
の
見
方
を
変
え
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
の
価
値

体
系
を
改
め
た
の
で
あ
る
。
価
値
体
系
の
変
革
は
、
変
え
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
面

と
、
自
ら
変
え
る
と
い
う
両
面
が
あ
る
。
新
し
い
目
標

(生
き
が
い
)
と
変
革
さ

れ
た
価
値
体
系
に
よ

っ
て
、
「新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

は
用
意
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

ω
希
望
、
あ
る
い
は
目
標
と
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。

P

・
バ
ッ
ク
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
ま
ず

「短
期
の
目
標
」
が
、

つ
い
で

「
長
期

の
目
標
」
が
必
要
と
な
ろ
う
。
目
標
は
希
望
、
生
き
が
い
と
言
い
換
え
て

も
よ
い
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
何
ら
か
の
希
望

が
も
て
な
け
れ
ば
、
悲
し
み
を
抜
け
出

す
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

「人
格
成
長
」
と
引
き

代
え
に
、
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
「成
長
」
と
は
何

に
向

か

っ
て
の
成
長
な
の
か
。
そ
の
成
長
な
る
も
の
は
、
第
三
者
か
ら
見
れ
ば
、
確
か

に
尊
敬
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
強
い
ら
れ
た
成
長
で
あ

っ

て
、
後
か
ら
付
い
て
く
る
も
の
、
単
な
る
結
果
で
し
か
な
い
。
宗
教
な
ら
、
本
人

に
対
し
て
も
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
。

⑤

「長
期
の
目
標
」
は
、
「社
会
化
」
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。

神
谷
に
よ
れ
ば
、

一
度
生
き
が
い
を
喪
失
し
た
者
が
、
「新
し

い
生
き
が

い
」

を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
生
き
が
い
は
、
「社
会
化
」
さ
れ
る
場
合
と

「
歴
史

化
」
さ
れ
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は

「
ひ
と
と
と
も
に
苦
し
み
、
ひ
と

と
と
も
に
癒
さ
れ
た
い
と
願
う
心
、
自
分
た
ち
の
受
け
て
い
る
苦
し
み
の
社
会
的

意
義
を
意
識
」
し
、
「
自
分

の
生
は
全
人
類
の
生
の

一
部
で
あ
り
、
自
分
は
皆

に

対
し
て
意
味
と
責
任
を
担

っ
て
い
る
と
思
い
至
る
」
の
で
あ
る
。
神
谷
は
こ
れ
を

「苦
し
み
の
社
会
化
」、
「
願
望
の
社
会
化
」
と
呼
ぶ
。
後
者

は

「時
間
の
軸
に
お

け
る
社
会
化
」
と
も
言
え
る
も
の
で
、
「
心
の
世
界
を
、
単
に
同
時
代
の
ひ
と
だ

け
で
な
く
、
過
去
の
ひ
と
、
そ
し
て
未
来
の
ひ
と
と
も
結
び

つ
け
」、
「自
分
も
ま

た
人
類

の
ひ
と
り
と
し
て
、
人
類
の
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
立

っ
て
い
る
の
だ
と

知
」
り
、
「人
類
の
た
め
に
よ
り
幸
福
な
未
来
を
と
願
う
心
、

そ
の
た
め
に
自
分

　　
　

の
生
を
役
立

て
た
い
と
祈
る
心
」
で
あ
る
。

野
田
正
彰
著

『喪

の
途
上
に
て
1
大
事
故
遺
族
の
悲
哀
の
研
究
ー
』
は
、
今
年

で
早
十
年
を
迎
え
た

「
日
航
機
墜
落
事
故
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
現
代
の
日
本

人
が
悲
し
み
に
ど
う
対
処
し
て
い
る
の
か
を
述
べ
た
、
内
容
ま
こ
と
に
濃
く
、
重
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い
書
物

で
あ
る
。
野
田
は

「お
わ
り
に
」

で
、
「追
悼
集
に

つ
い
て
は
、

日
航
機

墜
落
事
故
の
遺
族
の
も
の
は
す
べ
て
集
め

て
目
を
通
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
、
故

人
を
想
い
な
が
ら
自
分
の
生
き
る
意
味
を
問
い
直
す
に
至

っ
た
も
の
は
数
少
な
か
っ

　　
　

た
。
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
追
悼
集

の
言
わ
ば
評
価
規
準
を
、
「故
人
を
想
い

な
が
ら
自
分
の
生
き
る
意
味
を
問
い
直
す

に
至

っ
た
」
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
置

い
て
い
る
。
で
は
、
「
問
い
直
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
ど
う
生
き
よ
う
と

す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
か
。
野
田
は
、

家
族
を
不
慮
の
事
故

で
失
う
と

い
う

「自
分
の
私
的
な
体
験
を
市
民
社
会
の
共
有
の
知
識
に
変
え
よ
う
と
努
め
、

そ
の

　あ
　

こ
と
に
よ
っ
て
愛
す
る
人
の
死
を
意
味
付
け
よ
う
と
し
た
人
々
」
に
共
感
す
る
。

神
谷
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
個
人
の
悲
し
み
を

「社
会
化
」
し
よ
う
と
す
る
人

た
ち
に
共
鳴
す
る
の
で
あ
る
。
P

・
バ
ッ
ク
が
た
ど
り
着
い
た
の
も
ま
さ
に
そ
う

い
う
地
点

で
あ

っ
た
し
、
「私
た
ち
が
、
と
く
に
彼

(ダ
ウ
ン
症
の
息
子
を
さ
す
i

筆
者
注
)
や
彼
の
仲
間
の
た
め
に
心
か
ら
願

っ
て
い
る
よ
う
な
、
人
間
味
の
あ
ふ

れ
る
社
会
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
、
も

っ
と
も

っ
と
多
数
の
人
々
が
力
を

貸
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
決
し
て
彼
ら
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
む
し

　　
　

ろ
、

私

た
ち

み

ん
な

の
た

め

な

の
だ

と

い
う

こ
と

を

理
解

し

て
い

た
だ

き

た

い
。
」

と
、

『
ダ

ウ

ン
症

の
子

を

も

っ
て
』

を

締

め

く
く

っ
た
作

者

、

正

村

公

宏

も

ま

た

同
様

で
あ

る
。

㈲
悲

し

み

は

「
乗

り
越

え

る
」

べ
き

も

の
と
考

え

る

の
は
正

し

い

か
。

悲

し

み
を

社

会

化

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
人

は

ど

ん

な
悲

し

み
を

も

乗

り
越

え

る

こ
と

が

で
き

た

の
か

。

悲

し

み

に
対

す

る

人

間

の
能

力

に

は

リ

ミ

ッ
ト
と

い
う

も

の
が

な

い

の
だ

ろ
う

か

。

野
田
は
こ
う
書

い
て
い
る
。

「
老
人
の
悲
し
み
は
枯
れ
て
、
生
命
力
は
乏
し
い
が
、
潜
行
す
る
嘆
き
は
永
く
続

く
。
消
え
い
る
よ
う
に
自
死
を
願
う
か
、
ひ
た
す
ら
故
人
の
霊
を
な
ぐ
さ
め
る
た

め
に
歳
を
重
ね
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
」

「若
い
人
の
悲
痛
は
鋭
い
が
、
そ
れ
だ
け
痛
み
を
洗
う
血
も
多
く
、
正
常
な
喪
の

過
程
を
た
ど
れ
ば
、
再
生
の
力
も
強
い
。
」

「中
高
年
層
の
悲
し
み
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
記
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
最
も
深
い

絶
望
を
内
に
秘
あ
て
い
る
。
彼
ら
は
も
は
や
、
故
人
を
喪

っ
て
後
に
、
人
生
の
や

り
直
し
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
か
と
い
っ
て
、
世
俗
的
な
役
割
遂

行
は
放
棄
で
き
な
い
。

こ
れ
ま
で
通
り
の
自
分
の
務
め
は
、
き
ち

っ
と
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
何
の
た
め
、
誰
の
た
め
、
そ
し
て
い
つ
ま
で
…
…
。
そ
ん
な
否

定
的
な
問
い
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
な
お
大
人
の
義
務
を
果
た
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
意
欲
や
感
情
に
負
荷
さ
れ
た
抵
抗
は
非
常
に
高
く
、
ち
ょ
っ

　が
　

と
し
た
努
力
に
も
絶
望
の
克
服
が
伴

っ
て
い
る
。
」

「老
人
」
は
も
は
や
悲
し
み
を
社
会
化
す
る
だ
け
の
余
力
が
な
く
、
や
り
直
し
の

き
く

「若
い
人
」
は
生
き
て
行
く
上

で
必
ず
し
も
悲
し
み
を
社
会
化
す
る
必
要
は

な
い
。
生
き
て
行
く
に
は
、
悲
し
み
を
社
会
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が

「中
高
年

層
」
で
あ
る
。
愛
す
る
人
の
死
に
こ
だ
わ
り
続
け
、
そ
れ
と
密
接
に
関
連
し
た
こ

と
し
か
生
き
が
い
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
こ
に
、
わ
が
子
の
死
を
何

と
し
て
も
社
会
的
に
意
義
あ
る
も
の
と
せ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
っ
た
執
念
の
よ

う
な
も
の
を
感
じ
る
。
果
た
し
て
、
悲
し
み
は
〈
乗
り
越
え
る
〉
と
い
っ
た
体
の

も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
悲
し
み
に
勝
利
す
る
と
で
も
い
っ
た
趣
き
が
あ
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総 合 研 究 所 所 報11

る
。

P

・
バ

ッ
ク

は
悲

し

み

と

の

「
融

和

9
8
0
白
白
○
α
鉾

一8

」

と

い

う

言

葉

を

使

っ
た
。
〈
乗

り

越

え

る

〉
に

は
何

か
思

い
上

っ
た

よ

う

な

も

の
が

感

じ

取

ら

れ

　れ
　

る
の
だ
。
平
山
が
悲
し
み
の

「処
理
」
と
言
う
時
、
筆
者
は
ほ
と
ん
ど
拒
絶
感
に

近
い
も
の
を
覚
え
る
の
も
、
こ
れ
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
悲
し
み
は
打
ち
勝

つ
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
「
融
和
」
す
る
も
の
、
折

り
合

っ
て
行
か
ざ
る
を
え
な

い
も

の

と
考
え
れ
ば
、
た
と
え
ど
ん
な
に
大
き
な
悲
し
み
で
あ

っ
て
も
、
ま
だ
何
か
対
応

の
仕
方
が
あ
り
そ
う
な
気
が
し
て
く
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、
悲
し
み

へ
の
備
え

人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
悲
し
み
は
避
け
ら
れ
な
い
。
当
人
が
い
く
ら

気
を

つ
け
て
い
て
も
、
悲
し
み
の
種
に
は
事
欠
か
な
い
。
平
成
七
年

一
月
十
七
日

早
朝
の
阪
神
大
震
災
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。

い
っ
こ
う
に
減
り
そ
う
も
な
い
交

通
事
故
、
サ
リ
ン
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
凶
悪
犯
罪
が
そ
う
で
あ
る
。
ガ
ン
、

エ
イ
ズ
を
初
め
と
す
る
難
病
も
あ
る
。
悲
し
み
が
避
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
前
も

っ
て
ど
う
備
え
る
べ
き
な
の
か
。
ど
う
い
う
事

故
に
遭
遇
す
る
か
な
ど
、
未
来
は
計
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
せ
め
て
そ

の
衝
撃
を
和
ら
げ
る
こ
と
ぐ
ら
い
は
で
き

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

サ
ラ

・
モ
リ
ス
は

『悲
し
み
の
構
造
』
第
七
章

「あ
ら
か
じ
め
悲
し
み
に
備
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
」
の
中

で
、
悲
し
み
は
予
想
を
越
え
る
こ
と
が
多
く
、
前
も
っ

て
十
分
に
備
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
と
断
り
つ
つ
、
あ
え
て
次
の
四
つ
を
挙
げ

て
い
る
。
①
宗
教
を
信
じ
て
い
れ
ば
、
悲

し
み
の
日
々
に
も
心
の
拠
り
所
と
な

っ

て
く
れ
る
し
、
信
者
仲
間
も
励
ま
し
と
慰
あ
を
与
え
て
く
れ
る
。
②
自
分
の
人
生

の
目
的
、
生
き
る
意
味
を
し

っ
か
り
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
。
③
悲
し
い
出
来
事

に
出
会

っ
て
も
、
自
分
を
律
し
、
冷
静
に
対
応
で
き
る
ほ
ど
、
心
が
成
長
し
て
い

　　
　

る

こ
と

。

④

悲

し

み
と

い
う

も

の
を

よ

く

理

解

し

て

い
る

こ
と
。

デ

ー

ケ

ン
も

平

山

も

①

を

強

調

す

る

だ

ろ

う

。

し

か

し

、

キ

ュ
ー
ブ

ラ
ー

1ー

ロ

ス
も

「
死

に
行

く

過

程

の

チ

ャ
ー

ト
」

を

描

く

際

、

「
宗

教

心

の

篤

い
患

者

も

、

宗

教

を

持

た
な

い
患

者

と

た

い
し

て
違

い

は
な

い
よ

う

に
み

え

た

。

…

…

心

の
底

か

ら

の
強

い
信

仰

を

も

っ
た
真

に
宗

教

心

が

篤

い
人

は
、

わ

た

し

た

ち

の
見

た

か

　　
　

ぎ
り
で
は
き
わ
め
て
少
な
か

っ
た
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
、
信
仰
に
過

剰
な
期
待
を
か
け
る
こ
と
は
危
険
だ
ろ
う
。

筆
者
が
望
み
を
寄
せ
る
の
は
②

で
あ
る
。

モ
リ
ス
は
、
強
制
収
容
所
に
お
け
る

V

・
フ
ラ
ン
ク
ル
を
例
に
取
り
、
「人
間
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
選
択
が
で
き
ま
す
が
、

唯

一
無
二
の
意
義
あ
る
も
の
を
目
標
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

フ

ラ
ン
ク
ル
博
士
は
自
分
の
中
に
強
靱
な
目
的
意
識
を
作
り
あ
げ
ま
し
た
。

こ
れ
が

お
　

永
い
獄
舎
の
生
活
の
中
で
、
彼
を
支
え
続
け
る
も
の
に
な

っ
た
わ
け

で
す
。
」

と

書
い
て
い
る
。

で
は
、
悲
し
み
に
備
え
る
た
め
に
は
、
人
生
の
意
味
の
把
握
な
ど
人
は
哲
学
者

の
よ
う
な
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
ご
く
普
通
に
生
き
て
い
れ
ば
い
い
。
人
生
の
真
実
に
眼
を
覆
わ
ず
に
生
き

て
行
け
ば
い
い
。
デ
ー
ケ
ン
は
そ
う
言

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

デ
ー
ケ
ン
は
卒
業
、
転
居
、
退
職
な
ど
に
よ
る
友
人
、
隣
人
、
同
僚
と
の
別
離
、

ま
た
病
気
、
失
恋
、
離
婚
な
ど
に
よ
る
挫
折
な
ど
、
人
生
に
お
け
る
様
々
な
喪
失

と
別
れ
を

「
小
さ
な
死
」
と
捉
え
、
か
け
が
え
の
な
い
人
の
死
、
自
分
の
死
と
い
っ
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た

「大
い
な
る
死
」

へ
の
対
応
も
、
数
々
の

「
小
さ
な
死
」
を
ど
う
受
け
と
め
、

ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
か
に
よ
っ
て
決
ま

っ
て
く
る
と
言
う
。
人
生
と
は
喪

失
と
別
れ
の
連
続
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ど
う
生
き
る
べ
き
な
の
か
。
当
然
考
え
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

悲
し
み
に
特
効
薬
と
い
う
も
の
は
な
い
。
「生
涯
か
け
て
、
苦
痛

に
満
ち
た
喪

失
に
正
し
く
対
処
す
る
方
法
を
学
ん
で
ゆ
く
な
ら
、
自
身
の
死
と
い
う
大
い
な
る

　れ
　

喪
失
に
も
、
よ
り
よ
い
心
構
え
で
直
面
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
い

う
平
凡
だ
が
至
極
当
然
な
結
論
に
落
ち
着

き
そ
う
だ
。
〈
生
き
て
き
た
よ
う

に
し

か
死
ね
な
い
〉
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、
悲
し
み
に
関
し
て
も
、
「
小
さ
な
死
」

を
悲
し
ん
で
き
た
よ
う
に
し
か
、
「大
い
な

る
死
」
を
悲
し
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

注
(
1
)
神
谷
美
恵
子
著

『
生
き
が

い
に

つ
い
て
』
、
み
ず
ず
書
房
、

一
九

八
〇
年
、

一
四
七

頁

(
2
)

パ
ー
ル

・
バ

ッ
ク
著
、
松
岡
久
子
訳

『
母
よ
嘆
く
な
か
れ
』
、
法

政
大

学
出

版
局

、

一
九
七

三
年
、

一
七
頁

(
3
)
『母

よ
嘆

く
な
か
れ
』
、
五
頁

(
4
)
同
書
、

四
六
頁

(
5
)
同
書
、

六
二
頁

(
6
)
同
書
、
六
四

-
六
五
頁

(
7
)
同
書
、
六
七
頁

(8
)
同
書
、
六
七

-
六
八
頁

(9
)
同
書
、
六
八
頁

(10
)
同
書
、
七
四
頁

(
11
)
同
書
、
七
七
頁

(
12
)
同
書
、
七
八
頁

(
13
)
同
書
、
七
八
頁

(
14
)
『
生
き
が

い
に

つ
い
て
』
、

一
四
八

-

一
四
九
頁

(
15
)
『
母

よ
嘆
く
な
か
れ
』
、
四

-
五
頁

(
16
)
同
書
、
五

-
六
頁

(
17
)
『
生
き
が

い
に

つ
い
て
』
、

一
五
〇
頁

(
18
)
騎
西
潤
訳
、
曽
野
綾
子
、

A

・
デ
ー
ケ
ン
編

『
生
と
死
を
考
え
る
」
(
春

秋
社

、

一

九

八
四
年
)
所
収
、
五
六
～
八

三
頁

(
19
)
同
書
、
五
九
頁

(
20
)
春
秋
社
、

一
九
八

二
年
、

一
八
〇
頁

(
21
)
平
山

正
実
、

A

・
デ
ー
ケ

ン
編

『
身
近
な
死

の
経
験

に
学
ぶ
』
、
春
秋
社

、

一
九

八

六
年
、

三
～

六
頁

(
22
)
『
生
と
死
を
考

え
る
』
、
六

二
頁

(
23
)
例
え
ば
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

近
藤
裕
著

『
「
自
分

の
死
」
入
門

』
(春
秋
社
)
、

一
八
八
頁

「
喪
失
現
象

に
反
応
す
る
心
理
過
程
」

第

一
段
階

(初
期
)

シ

ョ
ッ
ク
、
否
認
、
不
安
、
抗

議
、

怒

り
、

無
感

覚
、

罪

責
な
ど
と

い

っ
た
感
情
を
伴
う
。

第

二
段
階

(中
間
期
)

主

に
嘆
き
、
悲
し
み
な
ど

の
感
情
が
伴
う
。

第

三
段
階

(後
期
)

対
象
か
ら

の
離
脱
、
希
望

の
回
復
、

将

来

へ
の
期

待

の
発

生
、
喪
失

の
埋
あ
合
せ

の
営
み
が
は
じ
ま
る
。

野

田
正
彰
著

『
喪

の
途
上

に
て
』

(岩
波
書
店
)
、
八
〇
頁

「
か
け
が
え
の
な
い
人
を
事
故

で
喪

っ
た
遺
族

の
心
理
過
程
」

第

一
段
階

シ
ョ
ッ
ク

第
二
段
階

第
三
段
階

第
四
段
階

第
五
段
階

死
亡
と
い
う
事
実
の
否
認

怒
り

回
想
と
抑
欝
状
態

死
別
の
受
容

平
山
正
実
著

「悲
嘆
の
構
造
と
そ
の
病
理
」

四
七
頁

(
『
現
代

の

エ
ス
プ
リ
」

二
四

八
号
)
、

一101
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「
正
常

な
悲
嘆
反
応

-
悲
嘆

の
過
程

1
」

驚

愕
の
段
階

シ

ョ
ッ
ク
、
混
乱
、
無
感
覚
、
非
現
実
感
、
変
様
感

抵
抗

の
段
階

罪
責
感
、
敵
意
、
拒
否
、
取

り
引
き
、

探

索
行

動
、

苦

悶
、

死

者

に
対
す
る
思
慕

や
憧
憬
、
希
死
念
慮

絶
望

の
段
階

抑
欝
、
寂
蓼
感
、
引
き

こ
も

り
、

自
尊

心

の
低
下
、

卑

小
感

、

悲

哀
感虚

脱

の
段
階

無
力
感
、

無
関
心
、
感
情

の
平
板
化
、

ア
パ
シ
ー

現
実
受
容

の
段
階

平
静
、
解
放
感
、
現
実
世
界

へ
の
関
心
、

理
性
的
思
考

見
直
し

の
段
階

意
味

の
探
求
、

つ
ぐ
な

い
、
希

望
、

発

想

の
転
換

、

新

た
な
決

意
自
立

と
再
統
合

の
段
階

新
た
な
同

一
性

の
獲
得
、

ユ
ー

モ
ア
、

人

格
的

成
長

、

新

し
い
ラ
イ

フ

・
ス
タ
イ
ル
の
確
立
、
新
た
な
友
人

の
獲
得

(
24
)
E

・
A

・
グ

ロ
ル
マ
ン
編
、
松
田
敬

一
訳

『
愛
す
る
人
を
亡
く
し
た
時
』
、
春
秋
社
、

目
次

(
25
)
『
身
近
な
死

の
経
験

に
学

ぶ
』
所
収

(26
)

岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年

(
27
)
『
生
と
死
を
考
え
る
』
、
八
二
頁

(
28
)

『
現
代

の

エ
ス
プ
リ
』
二
四
八
号
所

収

の

「悲
嘆

の
構

造

と
そ

の
病
理

」
、

『
生
と

死

の
教
育

ー
デ
ス

・
エ
デ

ュ
ケ

ー
シ

ョ
ン
の
す
す
め
ー
』

(創

元
社
、

一
九
八

五
年

)

所
収

の

「
『
悲
し

み
』

に

つ
い
て
ー
悲
嘆
反
応

の
分
析
と
そ
の
対
応

1
」

(
29
)
グ

ロ
ル

マ
ン
も

『
愛
す

る
人
を
亡
く
し
た
時
』

の
中

で
、
「
死
別
の
悲

し
み
を

癒
す

た
め
の
10
の
指
針
」
と
し

て
次

の
も

の
を
挙
げ

て
い
る
。

①

ど

の
よ

う
な
感
情

も

す

べ
て
受

け
入

れ
よ
う
②
感
情
を
外

に
表
わ

そ
う
③

悲

し
み

が

一
夜

に
し

て
癒

え

る
な

ど
と
は
思
わ
な
い
よ
う
に
④

わ
が
子
と
と
も

に
悲

し

み
を
癒

や

そ
う
⑤

孤
独

の
世

界

へ
逃
げ
込
む

の
は
、
悲

し
み
を
癒

や
す
間
違

っ
た
方
法

⑥
友

人

は
大
切

な
存

在
⑦

自

助
グ

ル
ー
プ

の
力
を
借
り
て
、
自
分

や
他

の
人

を
助

け

よ
う
⑧

カ

ウ

ン
セ
リ

ン
グ

を

受
け
る

こ
と
も
、
悲
し
み
を
癒

や
す
の
に
役

に
立

つ
⑨
自

分
を

大
切

に
⑩
愛

す

る
人

と

の
死
別
と

い
う
苦
し

い
体
験
を
意
味

あ
る
体
験

に
変

え
る
よ
う
努
力
し

よ
う
。

本
書

(原
題
は

.、≦
げ
讐

げ
Φ
一b
①
9
ヨ
Φ
≦
げ
①
コ
目
図
}○
〈
①
9
0
⇒
①
象
①
9
2
.)

は
、

現
実

に
愛
す

る
人
を
亡
く
し
た
人
た
ち

の
告
白
、

ま

た
そ

の
告
白

を
通

し

て
、

悲
し

み
の
中

で
具
体
的

に
何
が
支
え
と
な

っ
た
か
を
教

え

て
く
れ

る
ま

こ
と

に
貴
重

な
書

物

で
あ
る
。
翻
訳
も
す
ば

ら
し

い
。

(
30
)

『生

き
が
い
に

つ
い
て
』
、

一
三
八
頁

(
31
)
同
書
、

一
三
八
頁

(
32
)
同
書
、

一
八
七
～

一
八
八
頁
、

一
九
〇
～

一
九
〇
頁

(
33
)
『
喪

の
途
上

に
て
』
、
岩

波
書
店
、

一
九
九

二
年
、

三
八
八
頁

(
34
)
同
書
、
三
九

一
頁

(35
)
新
潮
社
、
二
〇
六
頁

(
36
)
『
喪

の
途
上

に
て
」
、

一
〇
〇
頁

中
高
年
層

の
遺
族

の
中

で
、
最
も
感
動
を
覚
え

た
生
き

方
と

し

て
、

野
田

は
第

八

章

で
、
元
住
友
電
工
技
師
長
川
北
さ
ん

の
く
そ

の
後

V
を

紹
介

し

て

い
る
。

川
北

さ

ん
は

「
日
航
機
墜
落
事
故
」

で
、

二
二
歳

の
娘
、
京

子

さ
ん
を

亡
く

し

た
。

六
十

代

の
半
ば

で
あ

っ
た
。
京
子

さ
ん
は
聖
心
女
子
大
学

を
卒
業

し
、

会

社

に
勤

め
た
ば

か

り
。

「霊
魂

は
信

じ
な
い
が
、
死

は
生
物
学
的
な

こ
と
だ
け

で
は
な

い
。

娘

が
肉
体

的

に
滅

び
る
こ
と

で
、
精
神
活
動

の
成
果

が
何
も

残
ら

な

い
と

い
う

の

で
は
あ
ま

り

に

勿
体

な

い
。

彼
女
が
生

き
て
き
た

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
永
遠

に
伝

え
て
や
り
た
か

っ
た
。
」

(
手
記
)
と

の
思

い
か
ら
、
香
典

の
う
ち
二
〇
〇
万
円
を
宗
教
法
人

「聖

心
会

」

に
寄

付
し
、
「
京
子
基
金
」
な
る

フ
ィ
リ
ピ

ン
女
子
学
生

へ
の
奨
学
金
制
度
を

作

る
。

京
子

さ
ん
は
大
学

一
年
生

の
時
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て

フ
ィ
リ
ピ

ン
を
訪

れ
、

ス
ラ
ム

街

の
子
供
た
ち
と
も
接
し
た
。
帰
国
後
、
「
あ

の
子
た
ち
に
何
か
し

て
や
り

た

い
」

と

よ
く
言

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
川
北
さ
ん
は
娘
さ

ん

の
遺

志
を

生
か

そ
う

と
し

た
。

野

田
は
こ
れ
を

「
遺
志

の
社
会
化
」
と
呼
ん

で
い
る
。

川
北

さ
ん
は
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
事
故

の
意
味
を

考

え
続

け
る
。

事

故
か

ら

二
年

後
、

「運
輸
省
航
空
事
故
調
査
委
員
会
」

は
事
故

の
報
告
書
を
ま
と
あ
た

が
、

そ

こ

で

は
人

の
生
死

に

つ
い
て
は
わ
ず

か
二
頁
し
か
費

や
さ
れ

て
お

ら
ず
、

四
人

の
生
存

者

に
関
し
て
も

「奇
跡
的
」

と
述

べ
る
だ

け
で
、

そ
れ

以
上

に
掘

り
下
げ

た
も

の
で
は

な
か

っ
た
。

不
審

を
抱

い
た
川
北

さ
ん
は
、
八
八

年

ア

メ
リ
カ
行

き
を
決

意

し
、

航

空
事
故

で
の
生
存
率

を
高

め
る
た
め
の
研
究
を

し

て
い
る
研

究
者

た
ち

に
会

い
、

報

告
書

に

つ
い
て
の
意
見
を
聞
く
。
彼

ら
も

「特

に
四
人

の
生
存

者

が
生
存

し
得

た
理

由
、
お
よ
び
激
突

の
後
時
間
が
経
過
し

て
死
亡

し

た
か

も
し

れ
な

い
他

の
人

々

の
生

存

の
可
能
性

に
関
す
る
デ

ー
タ
が
記
載

さ
れ

て
い
」

な

い
こ
と

に
疑
問

を
呈

し

た
。

帰
国
後
、
川
北
さ
ん
は
運
輸
大
臣
あ

て
に
報
告
書

の
書
き
直

し

を
要
求

し

た
が
、

に
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14大町:悲 しみは超 え られ るか

べ
も
な
く
拒
否
さ
れ
る
。
た
だ
運
輸
省
航
空

局

は
遺

族

と

の
意

見
交

換

の
場
を

用
意

し
、

そ
の
結
果

「
航
空
機
安
全
技
術

調
査
研
究
委
員

会
」

の
発
足

に
至

り
、

川
北

さ

ん
も
何
度
か
委
員
会

に
参
加
。
川
北

さ
ん
は
さ
ら

に
二
度
渡

米
し

、
航

空
機

事
故

に

お
け
る
生
存
率
向
上
に
関
す
る
委
員
会

や
会
議

に
出

席
。

す

ぐ
れ

た
知

己
を
得

る
。

彼
ら

の
協
力
を
得
、

川
北

さ
ん
は
八
九
年
、

日
本

で
世

界
最
初

の

「
航

空
機

事
故

生

存
率
向
上
国
際

セ
ミ
ナ
ー
」

を
実
現

さ
せ
た
の
で
あ

る
。

(
37
)
例
え
ば
、

「
『悲

し
み
」

に

つ
い
て
」

(『
生
と
死

の
教
育

』

所
収

)

で
は
、

二

一
九

頁
ほ
か
。

「悲

し
み
を
乗

り
越

え
る
」

(『
身
近
な
死

の
経
験

に
学
ぶ
」
所
収
)

で
は
、

五
頁
ほ
か
。

(
38
)
高
藤

昇
訳
、
白
帝
社
、

一
九
八
三
年
、
八
五
～
九

一
頁

(
39
)
同
書
、

八
七
頁

(
40
)
キ

ュ
ー
ブ

ラ
ー
"

ロ
ス
著
、
川

口
正
吉
訳

『
死

ぬ
瞬

間

-
死

に
ゆ
く

人

々
と

の
対

話

ー
』
、
読
売
新
聞
社
、

二
九

二
頁

(
41
)

『生
と
死
を
考

え
る
」
、
七
九
頁

付
記本

研
究
は

一
九
九
四
年
度
奈
良
大
学
特
別
研
究
費
を
受
け
て
行
な

っ
た
も
の
で

あ
る
。
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