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死

へ
の
準

備

教

育

-
特
に
大
学
生
に
対
し
て
ー

大*

町

公

は

じ

め

に

個
人
的
な
こ
と
に
な
る
が
、
最
近
、
死
に
つ
い
て
関
心
を
持

つ
に
至

っ
た
理
由

を
考
え
て
み
る
と
、
日
野
原
重
明
氏

の

『
死
を
ど
う
生
き
た
か
』

(中
公
新
書
)

を
読
ん
だ
時
の
感
動
、
岸
本
英
夫
氏

の

『
死
を
見

つ
め
る
心
ー
ガ
ソ
と
た
た
か
っ

た
十
年
間
1
』

(講
談
社
文
庫
)
を
読
ん
だ
時
の
衝
撃
を
ま
ず
思
い
起

こ
す
が
、

そ
れ
ら
に
加
え
、
三
年
前
上
智
大
学

で
行
な
わ
れ
た

「
比
較
思
想
学
会
」

に
お
け

る
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム

「
東
西
の
死
生
観
」

で
の
ア
ル
フ
ォ
ソ
ス
・
デ
ー
ケ
ソ
氏
の
発

ハ
　
　

表
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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な
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
、
教
壇
か
ら
数
多
く
の
学
生

に
向
か
っ
て
死
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
新
鮮

な
驚
き
で
あ

っ
た
。
筆
者
は
パ
ス
カ

ル
の

『
パ
ソ
セ
』
に
関
し
て
、
人
間
の

「悲

惨
さ
」
を
示
す
最
た
る
も
の
と
し
て
の
死
を
講
ず
る
時
も
、
さ

っ
と
触
れ
る
に
止

め
て
お
く
の
が
常
で
あ

っ
た
。

し
か
し
よ
り
大
き
な
理
由
と
い
え
ば
、
両
親
の
年
齢
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
自
ら
の
年
齢
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
デ
ー
ケ
ソ

自
身
が
こ
う
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
。
人
は
三
十
五
歳
～
四
十
五
歳
く
ら
い
ま
で

の
間
に
中
年
期
特
有
の

「深
刻
な
精
神
的
危
機
」
を
経
験
す
る
。
そ
れ
は
自
分
の

人
生
の
半
分
が
す
で
に
過
ぎ
去

っ
た

こ
と
を
、
あ
る
日
突
然
自
覚
す
る
と
い
っ
た

体
験
に
由
来
す
る
。
自
分

の
生
き
ら
れ
る
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
認
識
で

あ
る
。
こ
の
新
た
な
時
間
意
識
は
当
人
を
欝
状
態
に
陥
れ
る
き

っ
か
け
と
も
な
る

が
、
時
間

の
貴
重
さ
を
も
発
見
さ
せ
て
く
れ
る
。
人
生
半
ば
と
も
な
る
と
、
も
は

や
死
と
い
う
テ
ー

マ
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「中
年
期
の
危
機
は
、

　
　

ね

本

式

か

つ
体

系

的

な

死

へ
の

準

備

教

育

講

座

を

受

講

す

る

絶

好

の
機

会

で
あ

る
。
」

と
。で

は
、

∪
Φ
象
げ

国
ユ
仁
$

口
o
づ
と

は

何

か

。

従

来

は

「
死

の
教

育

」

と
直

訳

さ

れ

た

り

、

デ

ス

・
エ
デ

ュ
ケ

ー

シ

ョ
ソ
と

単

に

カ

タ

カ

ナ

で

置

き

換

え

ら

れ

る

だ

け

の

こ
と

が

多

か

っ
た

が

、

デ

ー

ケ

ソ

は

　
ヨ

　

「実
質
的
な
意
味
内
容
に
即
し
た
訳
語
」
と
し
て
、

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
と
す

る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
と
述

べ
、
今

日
で
は

一
般
に
も
そ
う
訳
さ
れ
る
こ
と
が
ふ

え
て
き
て
い
る
。
以
下

で
は
筆
者
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
で
は
、

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
す
で
に
名
前
を
挙
げ

た
が
、
こ
の
領
域
で
は
日
本

の
第

一
人
者
で
あ
る
ア
ル
フ
ォ
ソ
ス

・
デ
ー
ケ
ソ
の

考
え
方
、
特
に
氏
の
編
集
に
な
る
メ
ジ
カ
ル

・
フ
レ
ソ
ド
社
発
行
の
叢
書

『
死

へ

の
準
備
教
育
』
全
三
巻
を
中
心
に
見
て
ゆ
き
た
い
。
氏
は

一
九
三
二
年

(昭
和
七

年
)
ド
イ
ッ
生
ま
れ
。
神
父
。

フ
ラ
ソ
ス
の
哲
学
者
ガ
ブ
リ

エ
ル

・
マ
ル
セ
ル
の

教
え
を
受
け
る
。
現
在
五
十
九
歳
、
上
智
大
学
教
授
。
大
学
で
は
人
間
学
、
西
洋

倫
理
思
想
史
、
そ
れ
に
死
の
哲
学
を
担
当
。
上
智
大
学
に
て

一
九
八
二
年
よ
り
毎
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年

↓
般
市
民
向
け
に

「
生
と
死
を
考

え
る
セ
ミ
ナ
ー
」

を
考
え
る
会
」
を
開
催
。

一
、

「
死

へ
の
準
備
教

育
」

を
、
ま
た
毎
月

「
生
と
死

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
死
は
誰
に
で
も
必
ず
訪
れ
る
。
普

遍
的

で
、
絶
対
的
な
現
実
で
あ
る
。
人
間
は
死
す
べ
き
存
在
で
あ

っ
て
、
生
を
享

け
た
瞬
間
か
ら
、
死

へ
と
向
か

っ
て
歩

み
続
け
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
生
に
お

い
て
い
つ
か
身
近
な
人
の
死
、
自
分
自
身
の
死
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
死
そ

の
も
の
を
前
も

っ
て
体
験
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、

「
死
を
身
近
な
問
題
と
し

て
考
え
、
生
と
死
の
意
義
を
探
求
し
、
自
覚
を
も

っ
て
自
己
と
他
者
の
死
に
備
え

　き

て
の
心
…構
え
を
習
得
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
し
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
。
」
こ
れ

が
死

へ
の
準
備
教
育
の
主
な
目
的
で
あ
る
。

「
死
を
意
識
し
、
お
の
れ
の
生
き
る

時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す

る
時
、
人
は
か
け
が
え
の
な
い
こ
の
人
生

の
貴
重
さ
を
改
め
て
認
識
し
、
残
さ
れ
た
時
間
を
よ
り
豊
か
に
ま
た
健
や
か
に
生

　ヨ
　

き
る
べ
く
努
め
る
よ
う
に
な
る
。」
そ
う
い
う
意
味
で
、
死

へ
の
準
備
教
育
は

「よ

り
よ
く
生
き
る
た
め
の
教
育
」
、

「
ラ
イ
フ
・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
」
に
他
な
ら

な
い
。

こ
の
こ
と
は
学
生
に
対
し
て
十
分
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
デ
ー
ケ
ソ

は
強
調
し
て
い
る
。

人
は
人
生
に
お
け
る
重
要
な
試
練

に
臨
む
前
に
は
教
育
、
訓
練
と
い
っ
た
形
で

必
ず
準
備
す
る
。
入
試
や
就
職
に
際

し
て
十
分
な
準
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
よ

く
承
知
し
て
い
る
。
ま
し
て
死
と
い
う

「
人
生
最
大
の
試
耀
」
に
対
し
て
な
ら
、

何
も
準
備
を
し
な
い
の
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
末
期
癌
の
患
者

に
何
の
心
構
え
も
な
く
死
に
向
か
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
社
会
の
態
度
と
し
て

あ
ま
り
に
も
残
酷

で
は
な
い
の
か
。
基
本
的
な
発
想
は
こ
こ
に
あ
る
。

か

つ
て
死
は
決
し
て
タ
ブ
!
で
は
な
か

っ
た
。
親
し
い
友
で
す
ら
あ

っ
た
。
中

世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

「
メ
メ
ソ
ト

・
モ
リ

ヨ
Φ
目
Φ5
ざ

日
o
同ご

と
い
う
言
葉

が
座
右

の
銘
と
さ
れ
、
人

々
は

「
ア
ル
ス

・
モ
リ
エ
ソ
デ

ィ

(死
の
芸
術
)
母
ω

日
o
同
δ
5
巳
」
と
題
さ
れ
た
絵

や
書
物

で
よ
き
往
生
の
心
得
を
学
ん
だ
。
日
本

に

お
い
て
も
、
死
の
作
法
を
教
え
る
武
士
道
や
、.
諸
行
無
常
を
説
く
仏
教
の
長
い
伝

統
が
存
在
す
る
。
天
災
、
飢
饒
、
疫
病
な
ど
を
通
し
て
、
人
々
は
常

に
生
が
死
と

隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
き
た
。
遠
藤
周
作
も

「
日
本
に
は
死
に
支

度
と
い
う
言
葉
が
昔
か
ら
あ

っ
た
。
デ
ス
・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
と
は
死
に
支
度

　ヱ

と
訳
し
て
も
い
い
と
思
う
。
」
と
述

べ
、
別

の
本

で
も

「
死
に
支
度
い
た
せ
い
た
せ

　　
　

と
桜
か
な
」
と
い
う

一
茶
の
句
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
近
代
医
学
の
発
達
に

よ
り
、
病
気
に
よ
る
死
亡
が
著
し
く
減
少
し
、
そ
れ
に
臨
終

の
場
が
家
庭
か
ら
病

院
に
移
る
に
つ
れ
て
、
死
は
次
第
に
人

々
の
意
識
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、

こ
と
に
今
世
紀
に
入

っ
て
、
死
は
す

っ
か
り
忌
む
べ
き
タ
ブ
ー
と
化
し
て
し

ま

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
十
五
年
く
ら
い
の
間
に
事
態
は
変
わ

っ
て
き
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
死
に
関
す
る
諸
問
題

の
学
際
的
研
究

で
あ
る

「
サ
ナ
ト

ロ
ジ
ー

(従
来
は

「
死
学
」
と
訳
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
は

「
死
生
学
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
)」

が
新
た
な
関
心
を
集
め
、
死
を
体
系
的
に
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
が
見
直
さ
れ
て
き

た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
す
で
に
小
学
校
か
ら
大
学
、
社
会
人
講
座
に
至
る
ま
で
デ
ス
・

エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
が
導
入
さ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
宗
教
教
育
の
中

で
死

へ

の
準
備
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
わ
が
日
本
に
お
い
て
も
徐

々
に
で
は
あ
る
が

変
化
が
見
ら
れ
、
最
近
で
は
死
を
取
り
扱

っ
た
書
物
が
書
店

で

一
つ
の
コ
ー
ナ
ー

を
形
成
し
、
ベ
ス
ト

・
セ
ラ
ー
と
な
る
こ
と
さ
え
あ
る
。

デ
ー
ケ
ソ
は
曽
野
綾
子
と
の
往
復
書
簡
の
中
で
こ
う
回
顧
し
て
い
る
。

「
私
の
知
る
限
り
、
当
時
我
が
国

(
一
九
七
六
年
頃
、
日
本
-
筆
者
註
)
に

は
、
死
の
問
題
を
正
面
切

っ
て
取
り
上
げ
る
講
座
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
で
私
は
こ
の
未
開
拓

の
分
野
に
チ
ャ
レ
ソ
ジ
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
の

で
す
。

一
九
七
七
年
に
初
め
て

『
死
の
哲
学
』
を
開
講
し
た
時
、
同
僚
や
知

人
達

の
多
く
は
、
日
本

で
は
死
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
学
生
が
集
ま

ら
な
い
だ
ろ
う
と
忠
告
し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
い
ざ
蓋
を
開
け
て
み
る
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と
、
私
が
他
に
担
当
し
て
い
た
ど
の
課
目
よ
り
も
多
い
二
五
〇
名
余
り
の
学

生
が
登
録
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
当
初
、

一
般
教
育
の
半
年
間
の
コ
ー
ス
と

し
て
ス
タ
ー
ト
し
た

『
死
の
哲
学
』
は
、

一
九
七
八
年
、
七
九
年
と
続

い
て

八
〇
年
か
ら
は
通
年
課
目
と
な
り
、
や
が
て
毎
年
六
〇
〇
名
も
の
学
生
を
集

ハ　
　

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」

さ
て
、

「死

へ
の
準
備
教
育
」
に
戻
る
が
、
デ
ー
ケ
ソ
は
こ
れ
を
通
例
四

つ
の

観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
死

へ
の
準
備
教
育
に
お
け
る
四

つ
の

レ
ベ
ル
、
②
死

へ
の
準
備
教
育
の
十

五
の
目
標
、
③
死

へ
の
準
備
教
育
の
方
法
、

ω
死

へ
の
準
備
教
育

の
課
程
内
容
で
あ
る
。

で
は
、
ま
ず
そ
れ
に
従

っ
て
見
て
ゆ

く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
一、
死

へ
の
準
備
教
育
に
お
け
る
四
つ
の
レ
ベ
ル

死

へ
の
準
備
教
育
は
次
の
四
つ
の

レ
ベ
ル
で
行
な
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
知

識
の
レ
ベ
ル
、
②
価
値
観
の
レ
ベ
ル
、
③
感
情
の
レ
ベ
ル
、
④
技
術
の
レ
ベ
ル
で

あ
る
。

①
知
識
の
レ
ベ
ル
で
は
、
専
門
知
識

の
伝
達
が
行
な
わ
れ
る
。
受
講
者
は
サ
ナ

ト

ロ
ジ
!
の
研
究
成
果
に
親
し
み
、

知
識

の
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ら
を
身
に
つ
け
る
。

②
価
値
の
レ
ベ
ル
で
は
、
各
人
が
自
己
の
価
値
観
の
徹
底
的
な
見
直
し
と
再
評

価
を
行
な
う
。
死
に
関
す
る
問
題
は
、
単
な
る
知
識
だ
け
で
は
解
決
が

つ
か
な
い

.
場
合
が
多

い
。
臨
死
患
者
の
延
命
、
安
楽
死
の
是
非
な
ど
態
度
決
定
、
決
断
を
迫

ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
価
値
の
解
明
と
堅
固
な
価
値
観
の
確
立
が
目
標

と
さ
れ
る
。

③
感
情

の
レ
ベ
ル
で
は
、
死
が
引
き
起
こ
す
様

々
な
感
情
の
問
題
と
の
対
決
が

行
な
わ
れ
る
。
特
に
、
極
端
な
死
の
恐
怖
を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
臨
死
患
者
と
の

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。

④
技
術
の
レ
ベ
ル
で
は
、
死
に
ゆ
く
患
者
と
の
具
体
的
な
か
か
わ
り
に
必
要
な

技
術
の
習
得
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
①
、
②
、
③
の
レ
ベ
ル
を
前
も

っ
て

ク

リ

ア
ー

し

て

い
る

必

要

が

あ

る
。

三
、
死

へ
の
準
備
教
育
の
十
五
の
目
標

①
死

へ
の
プ

ロ
セ
ス
、
な
ら
び
に
死
に
ゆ
く
患
者
の
抱
え
る
多
様
な
問
題
と

ニ
ー

ズ
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
。

②
生
涯
を
通
じ
て
自
分
自
身

の
死
を
準
備
し
、
自
分
だ
け
の
か
け
が
え
の
な
い

死
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
、
死
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
思
索
を
促
す
。

③
悲
嘆
教
育

(グ
リ
ー
フ
・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
)
、

つ
ま
り
身
近
な
人
の
死

に
続

い
て
体
験
さ
れ
る
悲
嘆

の
プ

ロ
セ
ス
と
そ
の
難
し
さ
、
落
し
穴
、
そ
し
て
立

ち
直
り
に
到
る
ま
で
の
十

二
段
階
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

④
極
端
な
死

へ
の
恐
怖
を
和
ら
げ
、
無
用
の
心
理
的
負
担
を
取
り
除
く
。

⑤
死
に
ま

つ
わ
る
タ
ブ
ー
を
取
り
除
き
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
死
と
い
う
重
要
な

問
題
に
つ
い
て
自
由
に
考
え
、
ま
た
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
死
に
結

び

つ
い
た
情
緒
的
問
題
の
解
決
も
可
能
と
な
る
。

⑥
自
殺
を
考
え
て
い
る
人
の
心
理
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
、
ま
た
、
い

か
に
し
て
自
殺
を
予
防
す
る
か
を
教
え
る
。

⑦
告
知
と
末
期
癌
患
者
の
知
る
権
利
に
つ
い
て
の
認
識
を
徹
底
さ
せ
る
。

⑧
死
と
死

へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
め
ぐ
る
倫
理
的
な
問
題

へ
の
認
識
を
促
す
。

(例
、

植
物
人
間
、
人
工
的
な
延
命
、
消
極
的

・
積
極
的
安
楽
死
な
ど
)
。

⑨
医
学
と
法
律

に
関
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
。

(例
、
死
の

定
義
と
死
の
判
定
、
脳
死
、
臓
器
移
植
、
医
学
研
究
の
た
め
の
献
体
、
腎
臓

の
遺

贈
、

ア
イ

・
バ
ソ
ク
、
遺
言
の
作
成
、
死
後
の
家
族
援
助
な
ど
)

⑩
葬
儀
の
役
割
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
自
身

の
葬
儀

の
方
法
を
選
択
し
て
準

備
す
る
た
め
の
助
け
と
す
る
。

⑪
時
間
の
貴
重
さ
を
発
見
し
、
人
間
の
創
造
的
次
元
を
刺
激
し
、
価
値
観
の
見

直
し
と
再
評
価
を
促
す
。

、

⑫
死
の
芸
術

(
ア
ル
ス
・
モ
リ

エ
ソ
デ
ィ
)
を
積
極
的
に
習
得
さ
せ
、
第
三
の
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人
生

(老
年
)
を
豊
か
な
も
の
と
す
る
。

⑬
個
人
的
な
死
の
哲
学
の
探
究
。
文
化
的

・
教
育
的
背
景
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

た
死
に
関
す
る
社
会
的

・
心
理
的

・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
固
定
観
念
か
ら
人
間
を
解

放
し
、
各
人
が
死
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
個
性
的
な
理
解
を
自
由
に
選
び
取
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
積
極
的
に
援
助
す
る
。

⑭
宗
教
に
お
け
る
死
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
探
る
。
そ
の
際
、
生
き
が
い
と
死

に
が
い
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

⑮
死
後
の
生
命
の
可
能
性
に
つ
い
て
積
極
的
に
考
察
す
る
よ
う
促
す
。
そ
の
際
、

根
源
的
希
望
が
現
在
の
生
活
に
占
め
る
重
要
な
役
割
を
理
解
す
る
。

以
上
が
デ
ー
ケ
ソ
が
挙
げ
る

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
の
十
五
の
目
標
で
あ
る
が
、

そ
の

一
々
に
つ
い
て
コ
メ
ソ
ト
す
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
よ
う
。

死

へ
の
準
備
教
育
は
す
で
に
見
た

よ
う
に

「
自
覚
を
も

っ
て
自
己
と
他
者

の
死

に
備
え
て
の
心
構
え
を
習
得
す
る
」

(傍
点
筆
者
)
も
の
で
あ
る
。
大
学
生
に
対

し
て
な
ら
ば
主
と
し
て

「
他
者
の
死
」
に
関
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
①

に
つ
い
て
言
え
ぱ
、
今
や
二
十
世
紀

の
名
著
の
呼
び
声
高
い
E

・
キ

ュ
ー
ブ
ラ
ー

1ー
ロ
ス
女
史
の

『
死
ぬ
瞬
間
0
5
山
Φ
o
島

o巳

身
ぎ
αQ
』
に
は
、

「
死

へ
の
プ

ロ

セ
ス
の
五
段
階
」
な
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
否
認
α
Φ
巳
鋤ご

、

「
怒
り
O口
σQ
Φ昌

、

「
取
り
引
き
び
震
σq
巴
巳
昌
σQ
」
、

「抑
欝
α
Φ
胃
Φ
ωωざ
⇒
」
、

「受
容
ゆ
o
oΦb
鼠
昌
o
Φ
」

で
あ
り
、
デ

ー
ケ
ソ
氏
は
こ
の
後
に
第
六
の
段
階
と
し

て

「期
待
と
希
望
9
6
Φ
o冨
口
8

碧
α

げ
ob
Φ」
を
付
け
加
え
て
い
る
。

③
の

「悲
嘆
教
育
」
に
つ
い
て
は
、

デ
ー
ケ
ソ
は

ロ
ス
女
史

の

「
五
段
階
」
を

ヒ
ソ
ト
に
、

「悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
の
十
二
段
階
」
と
い
う
彼
自
身

の
理
論
を
切
り

開
き
、
身
近
な
人
の
死
よ
り
受
け
る
悲
嘆
か
ら
い
か
に
し
て
立
直
る
か
を
教
え
て

い
る
。

ま
た
、
主
と
し
て

「
自
己
の
死
」

に
関
し
て
も
、
⑮
に
お
け
る
ガ
ブ
リ

エ
ル

・

マ
ル
セ
ル
の

「
日
常
的
希
望
」
と

「根
源
的
希
望
」

の
区
別
等
、
興
味
深

い
も
の

は
他
に
も
多
く
あ
る
が
、
拙
論
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
②
、
⑤
、
⑬
と
も
関
連
す

る
が
、
特
に
⑪

で
あ
る
。
筆
者
の
専
攻
に
も
近
い
領
域

で
あ
り
、
ま
た
大
学
生
に

と
っ
て
最
も
大
事
な
事
柄
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
説

明
と
し
て
、
デ
ー
ケ
ソ
は
こ
う
続
け
て
い
る
。

「多
く
の
人
は
、
あ
た
か
も
時
間
が
ま
だ
い
く
ら
で
も
自
由
に
使
え
る
か
の

よ
う
に
、
日
々
を
た
だ
漫
然
と
過
ぎ
去
る
に
ま
か
せ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
充

実
し
た
生
を
送
る
こ
と
な
く
、
散
漫
に
生
き
、
貴
重
な
時
間
を
無
為
に
費
や

し
て
い
る
。
死

へ
の
準
備
教
育
は
、
生
き
る
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
、
自
由
に
な
る
時
間
が
無
限
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
現
実
に
人

間
の
目
を
向
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
自
己
の
有
限
性
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の

は
、
け

っ
し

て
愉
快
な
体
験
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
積
極
的
な
意
義
も
存

在
す
る
。
自
分
の
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
と
悟
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は

時
間
の
貴
さ
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
残
さ
れ
た
時
間
を
よ
り
有
意
義
に

　む

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。」

「
死
を
直
視
し
、
よ
り
密
度
の
高
い
生
き
方
を
す
る
と
は
、
多
く
の
場
合
、

自
己
の
創
造
的
能
力
を
開
発
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
…
…
人
間
は
誰
で
も
持

て
る
創
造
的
才
能
の
な
に
が
し
か
を
眠
れ
る
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
。
時
間

が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
し
ば
し
ば
潜
在
的
能
力
の
可
能
性
を
今

　ヨ

す
ぐ
に
も
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
動
機
と
な
る
。」

若
い
人
は
ま
る
で
時
間
が
無
限
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
生
を
浪
費
し
て
い
る
。

死

へ
の
準
備
教
育
は
生
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
人
間

と
し
て
の
自
ら
の
有
限
性
の
自
覚
、
つ
ま
り
死
の
自
覚

こ
そ
が
、
そ
の
人
の
持

っ

て
い
る
潜
在
的
な
創
造
的
能
力
を
発
揮
さ
せ
、
充
実
し
た
生
を
送
ら
せ
て
く
れ
る
。

　ヨ

川
端
康
成
も

「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
極
意
は
、
こ
の

『末
期
の
眼
』

で
あ
ら
う
。」
と

言

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
自
身
こ
の
点
を
も
う
少
し
敷
衛
し

て
み
よ
う
Q

セ
ネ
カ
も

『
人
生
の
短
さ
に
つ
い
て
』
の
中
で
、

一
般
に
は

「生
は
短
く
術
は

長
し
」

(
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
)
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

「わ
れ
わ
れ
は
短
い
時
間
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を
も

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
は
そ
の
多
く
を
浪
費
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人

生
は
十
分
に
長
く
、
そ
の
全
体
が
有
効
に
費
さ
れ
る
な
ら
ば
、
最
も
偉
大
な
こ
と

を
も
完
成
で
き
る
ほ
ど
豊
富
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
人
生
は
使

い
方
を
知
れ

　お
　

ば
長
い
。」
と
言
う
。
そ
し
て

「人
生

の
使

い
方
」

の
キ
ー

・
ポ
イ
ソ
ト
こ
そ
死
で

あ
り
、
自
ら
の

「有
限
性
」
、

「
可
死
性
」

の
自
覚
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘

す
る
の
で
あ
る
。

二
葉
亭
四
迷

(
一
八
六
四
～

一
九
〇
九
)
は
自
伝
的
小
説

『
平
凡
』

(明
治
四

十

一
年
刊
)
の
冒
頭
、
主
人
公

「
わ
た
し
」
に
こ
う
言
わ
せ
て
い
る
。

「
わ
た
し
は
今
年
三
十
九
に
な
る
。
人
世
五
十
が
通
り
相
場
な
ら
、
ま
だ
今

日
明
日
穴

へ
は
い
ろ
う
と
も
思

わ
ぬ
が
、
し
か
し
未
来
は
長

い
よ
う
で
も
短

い
も
の
だ
。
過
ぎ
去

っ
て
し
ま

え
ば
実
に
あ

っ
け
な
い
。
ま
だ
ま
だ
と
い
っ

て
る
う
ち
に
い
つ
し
か
こ
の
世

の
隙
が
明
い
て
、
も
う
お
さ
ら
ば
と
い
う
時

節
が
来
る
。
そ
の
時
に
な

っ
て
幾
ら
あ
が
い
た

っ
て
も
が

い
た

っ
て
追

っ
つ

か
な
い
。
覚
悟
を
す
る
な
ら
今

の
う
ち
だ
。

い
や
、
し
か
し
わ
た
し
も
老

い
込
ん
だ
。

三
十
九
に
は
老

い
込
み
よ
う
が

チ
ト
早
過
ぎ
る
と
い
う
人
も
あ

ろ
う
が
、
気
の
持
ち
方
は
年
よ
り
も
老
け
た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ぬ

　

方
が
よ
い
。
そ
れ
だ
と
無
難
だ
。
」
(傍
点
筆
者
)

主
人
公
の
よ
う
に
四
十
近
く
に
な

っ
て
、
残
り

「
あ
と
十
年
」
と
考
え
、
言
わ

ぱ

「
死
に
支
度
」
を
開
始
す
る
の
と
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に

「
人
生
半
ば
」
と
考

え
、
そ
ろ
そ
ろ
ラ
イ
フ

・
ワ
ー
ク
を

と
重

い
腰
を
上
げ
る
の
と
で
は
、
あ
る
い
は

二
十
代
で

「人
生
半
ば
」
と
考
え
る
の
と
、
今
の
学
生
の
よ
う
に

「青
春
真
只
中
」

と
考
え
る
の
と
で
も
、
そ
の
生
き
方

は
根
底
か
ら
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
に
二
葉

亭
は
朝
日
新
聞
社
特
派
員
と
し
て
渡

っ
た

ロ
シ
ア
、
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
に
て
肺
を

患

い
、
そ
の
帰
途
、
イ
ソ
ド
洋
上
で
四
十
五
年
の
生
涯
を
閉
じ
た
こ
と
を
思
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
主
人
公
の

「
覚
悟
」
も
決
し
て
早
す
ぎ
は
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

同
様
の
テ
ー
マ
で
、
中
野
重
治
は
昭
和
四
十
年
、
六
十
三
歳
の
時
行
な

っ
た
講

　
お
　

演

「
漱
石
に
つ
い
て
」
の
中

で
、
有
名
な
書
斎
で
の
写
真
に
触
れ
て
、
こ
の
五
十

前
、
自
分
の
歳
よ
り

一
回
り
以
上
も
若
い
夏
目
漱
石

(
一
八
六
七
～

一
九

一
六
)

の
顔
を

「
苦
虫
を
噛
み
潰
し
た
よ
う
な
顔
」
と
評
し
た
あ
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に

「
老
人
の
顔
」
、

「
じ
い
さ
ん
」

い
や

「
じ
じ
い
の
顔
」
と
表
現
し
て
い
る
。
写

真

の
印
象
も
そ
う
だ
が
、
書

い
た
も
の
を
読
ん
で
み
て
も
、
漱
石
と
比
べ
る
と
六

十
三
歳
の
自
分
は

「青
漢
垂
ら
し
た
小
僧
」
で
あ
り
、
五
十
前
の
漱
石
は
す
で
に

「
大
人
」

で
あ
る
こ
と
を

「
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
、
そ
の
こ
と
は

「
い
く
ら
地
団
駄
踏
ん
で
も
ご
ま
か
し
よ
う
が
な
い
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
漱
石

も
ま
た
ま
さ
し
く

「人
世
五
十
」

の
時
代
を
誠
実
に
生
き
切

っ
た
人
で
あ

っ
た
ろ

う
。中

野
は
さ
ら
に
今
日
の
平
均
寿
命
の
著
し
い
伸
長
に
触
れ
て
、
漱
石
を
読
む
こ

と
は
わ
れ
わ
れ
に
そ
の
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
問
題
を
突
き
付
け
て
い
る
と
言
う
。

わ
れ
わ
れ
の
寿
命
は

「
た
だ
伸
び
た
」
だ
け
で
は
な
い
か
、

「
ゴ
ム
を
ズ
ー
ッ
と

引

っ
張

っ
た
よ
う
に
伸
び
た
」
だ
け
な
の
で
は
な
い
の
か
。
寿
命
が
伸
び
た
こ
と

に
よ

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は

「
本
当
に
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
、
勉
強
し
て
、
だ
ん
だ
ん

に
人
間
と
し
て
高
ま

っ
て
き
た
の
か
、
深
ま

っ
て
き
た
の
か
、
力
量
が
大
き
く
な

っ

て
き
た
の
か
」
と
、
プ
ラ
ト
ソ
の

「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
だ

　ヨ

生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
」
と
い
う

言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
、
倫
理
的
に
極
め
て
重
大
な
問
い
を
提
出
し
て

い
る
。

叢
書

『
死
を
考
え
る
』

の
中
の

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
ス
・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ
ョ

ソ
」

(若
林

一
美
)
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
は

「
高
齢

化
と
医
療
技
術
の
進
歩
」
と
い
う
社
会
状
況
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て

い
る
が
、
事
情
は
わ
が
国
で
も
変
わ
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
自
分
の
死
を
で
き
る
だ

け
彼
方

へ
追
い
や
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
現
在
の
生
が
と
め
ど
な
く
希
薄
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

「高
齢
化
」
す
な
わ
ち
平
均
寿
命
の
著
し
い
伸
長
の
下
で
、
い
か

に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
新
た
な
難
問
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
間
読
ん
だ
死
に
つ
い
て
の
警
句
の
中

で
、
あ
ら
た
め
て
納
得
し
た
も
の
に
、

有
名
な
業
平
の
辞
世

「
つ
い
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は

思
は
ざ
り
し
を
」
は
さ
て
お
き
、
鈴

木
正
三
の

「人

々
、
身

の
上
を
弁
え
、
我
知

り
顔
に
見
ゆ
れ
ど
も
、
先
づ
死
の
近

き
事
を
知
る
人
、
希
な
り
」
、

「生
者
必
滅

の
理
、

口
に
知

っ
て
心
に
知
ら
ず
」
、

ま
た

『
徒
然
草
』
の

「
死
は
前
よ
り
し
も

　ゼ

来
た
ら
ず
、
か
ね
て
後
に
迫
れ
り
。」

(百
五
十
五
段
)
な
ど
が
あ

っ
た
。
死
を
自

覚
し
た
生
き
方
と
は
、
し
か
し
古
来

か
く
も
困
難
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

四
、
死

へ
の
準
備
教
育
の
方
法

死

へ
の
準
備
教
育
は
基
本
的
に

「生
涯
教
育
」

で
あ
っ
て
、

「子
供
に
対
し
て
」
、

「
中

・
高
校
生
に
対
し
て
」
、

「大
学
生
に
対
し
て
」
、

「中
年
期

の
危
機
に
際

し
て
」
、

「第
三
の
人
生

(老
年
)
に
臨
ん
で
」

に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
目
下

の
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
大
学
生
に
対
す

る
も
の
で
あ
る
。

「
大
学
生
の
レ
ベ
ル
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
人
間
解
釈
の
研
究
を
通
じ

て
死
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
。
古
来
、
あ
ま
た
の
哲
学
者
が

人
間
と
死
と
の
本
質
的
な
関
係
性
を
考
究
し
て
き
た
。
人
生
に
意
義

(生
き

が
い
)
を
見
い
だ
す
か
否
か
も
私
達
が
死
に
対
し
て
と
る
態
度
と
密
接

に
関

　ま

連
し
て
い
る
。」

し
か
し
な
が
ら
、
死

へ
の
準
備
教
育
は

「単
な
る
知
識
の
伝
達
」

で
あ

っ
て
は

な
ら
な
い
。
学
生
が
死
に
目
を
向
け
、
死
に
つ
い
て
自
ら
進
ん
で
思
考
す
る
よ
う

し
む
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
死

の
自
覚
の
難
し
さ
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
の

こ
と
で
あ
ろ
う
、
デ
ー
ケ
ソ
は
講
義

の
中
で
二
つ
の
小
論
文
を
書
か
せ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は

「も
し
あ
と
半
年

の
命
し
か
な
か
っ
た
ら
、
残
さ
れ
た
時
間
を
ど
の

よ
う
に
過
ご
す
か
。」
で
、
あ
ら
か
じ
め
、
自
分
が
ガ
ソ
な
ど
の
不
治
の
病
に
お
か

さ
れ
、
医
師
か
ら
あ
と
半
年
の
命
と
告

げ
ら
れ
た
場
合
を
想
定
す
る
よ
う
説
明
し

て
お
く
。

も
う
ひ
と

つ
は

「別
れ
の
手
紙
」

で
あ
る
。
自
分
が
不
治
の
病
で
間
も
な
く
死

な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
想
定
し
て
、
残
さ
れ
る
人
に
別
れ
を
告
げ

る
手
紙
を
書
か
せ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
無
記
名
。
宛
先
は
両
親
、
兄
弟
、
友

人
な
ど
誰
で
も
よ
い
が
、
自
分
の
親
し
い
人
に
言
わ
ぱ
最
後
の
あ
い
さ

つ
と
し
て

何
を
語
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
じ

っ
く
り
考
え
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
の
ね
ら
い
は
、
学
生
に
対
し
て
生
と
死
の
問
題
を
集
中
し
て
考

え
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

「幸

い
学
生
の
多
く
は
死
に
ま

つ
わ
る
問
題

を
深
く
考
究
す
る
に
つ
れ
、
自
然
に
人
生
の
根
本
問
題

へ
の
関
心
が
生
ま
れ
て
き

て
い
る
。」
と
デ
ー
ケ
ソ
は
言

っ
て
い
る
。
死
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
は
自

身
の
価
値
観
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
身

の
価
値
観
を
批
判
的
に
検
討
し
、

よ
り
よ
き
生
を
目
指
す
よ
う
に
も
な
る
。

五
、
死

へ
の
準
備
教
育
の
課
程
内
容

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
死

へ
の
準
備
教
育
に
は
十
五
も
の
目
標
が
あ
り
、
テ
ー

マ
は
多
岐
に
わ
た
る
。
担
当
す
る
教
員
の
専
門
分
野
や
興
味

・
関
心
に
よ
っ
て
も

取
り
上
げ
ら
れ
る
テ
ー

マ
は
変
わ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ー
ケ
ソ
は
自
ら
上
智
大
学
等

で
実
際
に
行
な

っ
て
い
る
講
義
の
テ
ー

マ
を
列
挙
し
て
い
る
。

①
死
の
意
義
、
②
死

へ
の
プ

ロ
セ
ス
の
六
段
階
、
③
告
知
ー
末
期
癌
患
者
の
知

る
権
利
、
④
死

へ
の
恐
怖
と
そ
の
理
解
、
⑤
死
に
ゆ
く
患
者

へ
の
援
助
と
ケ
ア
、

⑥
愛
と
死
、
⑦
死
と

ユ
ー
モ
ア
、
⑧
美
術
に
お
け
る
死
、
⑨
音
楽
と
死
、
⑩
文
学

に
お
け
る
死
、
⑪
安
楽
死
、
⑫
自
殺
と
そ
の
防
止
、
⑬
死
の
判
定
と
臓
器
移
植
、

⑭
悲
嘆
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
け
る
人
格
成
長
、
⑮
世
界
各
国
に
お
け
る
葬
儀
の
風
習
、

⑯
ホ
ス
ピ
ス
、
⑰
宗
教
に
お
け
る
死
の
解
釈
、
⑱
死
後
の
生
命
。

十
五
の
目
標
と
重
複
す
る
部
分
も
多
く
、
こ
れ
以
上
の
説
明
は
行
な
わ
な
い
。

六
、
死

へ
の
準
備
教
育
の
問
題
点

今
後
、

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
を
実
際
に
行
な
う
に
あ
た

っ
て
は
、
筆
者
自
身

い
く
つ
か
不
安
が
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
不
安
を
で
き
る
だ
け
整
理
し
て
み
る
こ
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と
に
し
よ
う
。

先
ほ
ど
引
用
し
た
箇
所
に
も
、

「
人
生
に
意
義

(生
き
が
い
)
を
見
い
だ
す
か

否
か
も
私
達
が
死
に
対
し
て
と
る
態

度
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
」
と
あ
る
よ
う

に
、
死

へ
の
準
備
教
育
を
行
な
う
に
あ
た

っ
て
、
死
を
ど
う
捉
え
る
か
は
重
要
な

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
確
に
な
れ
ば
、
死

へ
の
対
応
も
自
ず
と
決
ま

っ
て
く
る

と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。

フ
ラ
ソ
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
、

ロ
シ

ュ
フ
コ
ー
は

『
箴
言
集
』
の
中

で

「
太
陽
も

　ヨ

死
も
じ

っ
と
見
つ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
書
い
た
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
話

で
あ
る
。
死
は
今
な
お
筆
者
に
は
幼

い
時
に
覗
い
た
あ
の
暗
く
、
底
知
れ
ぬ
井
戸

を
思
い
起
さ
せ
る
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。

し
か
し
死
を

「
じ
っ
と
見

つ
め
る
」
と
ま
で
は
ゆ
か
な
く
と
も
、
死
を

「見
る
」
、

あ
る
い
は

「眺
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
も
そ
う
い

う
年
齢
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。

「死

へ
の
準
備
教
育
」
に
関
心

を
持

つ
理
由
も
そ
れ
で
あ

っ
た
。
パ

ス
カ
ル
は

「
神
を
知
ら
ず
に
自
分

の
悲
惨
を

　ね
　

知

る

こ
と

は

、

絶

望

を

生

み

だ

す

。
」
と

書

い
た

。

筆

者

も

そ

の
通

り

だ

と

思

う
。

　き

『
人
は
死
ね
ば
ゴ
ミ
に
な
る
』
と
は

伊
藤
栄
樹

の
著
書
の
題
名
で
あ
り
、
ま
た
氏

自
身
の
偽
ら
ざ
る
覚
悟

で
も
あ

っ
た

ろ
う
が
、
筆
者
ご
と
き
常
人
の
真
似

で
き
る

も

の
で
は
な
い
。

神

の
存
在
を
教
え
る
こ
と
な
し
に
、
死

へ
の
準
備
教
育
を
行
な
う
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
か
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
信
仰
を
持
た
ず
に
死
に
つ
い
て
講
義
す
る
こ
と

は
可
能
な
の
か
。
倫
理
的
に

(
「倫
理
的
に
」
で
は
軽
す
ぎ
る
よ
う
に
も
思
う
が
、

適
当
な
言
葉
が
浮
か
ば
な
い
)
許
さ

れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。

死

へ
の
準
備
教
育
の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
デ
ー
ケ
ソ
、
日
野
原
重
明
は

共
に
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
り
、
来
世
を
信
じ
る
人
達

で
あ
る
。
そ
の
著
作
は
い
ず
れ

も
慰
め
多
い
も
の
で
あ
り
、
ま
こ
と

に
有
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
請
い
願
わ
く
は

彼
ら
の
信
じ
る
ご
と
く
あ

っ
て
ほ
し

い
と
思
う
も
の
の
、
他
方
で
は
、

『
死
を
見

つ
め
る
心
』
を
著
し
た
岸
本
英
夫
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
東
大

教
授

で
宗
教
学
者
の
岸
本
が
自
身
ガ
ソ
と
戦
い
な
が
ら
十
年
に
も
わ
た

っ
て
書
き

続
け
た
こ
の
著
作
は
、
宗
教
に
関
す
る
知
識
な
ら
お
そ
ら
く
世
界
的
な
学
者
で
あ

っ

た
氏
が
、
自
ら
は

「
死
後
の
世
界
」
を
ど
う
し
て
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
っ
て
、

「
素
手
で
」
巨
大
な
死
に
立
ち
向
か
う
壮
絶
な
戦
い
の
記
録
で
あ
る
。

死

へ
の
準
備
教
育
を
行
な
お
う
と
す
る
私
自
身
、
死
の
恐
怖
と
共
に
信
仰
ら
し

き
も
の
も
あ
る
。
今

の
筆
者

に
は
死
は

い
く

つ
も

の
顔
を
持

つ
。
パ
ス
カ

ル
は

「自
分

の
悲
惨
を
知
ら
ず
に
神
を
知
る
こ
と
は
、
高
慢
を
生
み
だ
す
。
/
神
を
知

ら
ず
に
自
分
の
悲
惨
を
知
る
こ
と
は
、
絶
望
を
生
み
だ
す
。
」
と
言
う
。
そ
れ
に

続
く
彼

の
結
論
は

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
は
中
間
を
と
ら
せ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
か
れ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
神
と
わ
れ
わ
れ
の
悲
惨
と
を
見
い
だ
す
か

　ヨ

ら
で
あ
る
。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
自
身

の
問
題
と
し
て
は
な
お
先

の
こ

と
に
思
え
る
。

死
は
様
々
な
貌
を
見
せ
る
。

モ
ソ
テ
ー

ニ
ュ
に
と

っ
て
す
ら
死
の
相
貌
は
年
齢

と
共
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
人
に
特
定
の
死
の
解
釈
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
学
生
に
対
し
て
も
無
論
そ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
役
割
は
、
デ
ー

ケ
ソ
も
目
標
の

一
つ
に
考
え
て
い
る

「
か
け
が
え
の
な
い
」

「
自
分
自
身

の
死
」

を
死
ぬ
た
め
の
、
言
い
換
え
れ
ば
人
間
と
し
て
生
を
享
け
た
限
り
、
不
可
避
の
運

命

で
あ
る
死
を
ば
、
自
ら
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
を

考
え
る
た
め
の
基
礎
的
知
識

の
提
供
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
今

の

筆
者
に
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
で
き
そ
う
に
も
な
い
。

〔
主
要
参
考
文
献
〕

A

・
デ

ー
ケ

ソ
、

メ
ジ
カ

ル
フ
レ
ソ
ド
社

編
集
部
編
、

『
〈
叢
書
〉

死

へ
の
準
備
教
育

U
Φ
讐
ゴ

国
α
¢
o
o
菖
o
口
』

(
メ
ジ
カ

ル
フ
レ

ソ
ド
社
、

第

一
巻

『
死
を
教

え
る
』

第

二
巻

『
死
を
看
取

る
』

第

三
巻

『
死
を
考

え
る
』

一
九

八
六
年
)
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曽
野
綾

子
、

A

・
デ
!
ケ

ソ
編

、

『
生
と
死
を
考
え
る
』
上
智
大
公
開

セ
ミ
ナ
!
第

一
集

(春
秋
社
、

一
九
八
四
年
)

平
山
正
美
、

A

・
デ
ー
ケ

ソ
編
、

『
身
近
な
死

の
経
験

に
学

ぶ
』

同
第

二
集

(春

秋
社
、

一
九
八
六
年
)

重
兼

芳
子
、

A

・
デ
ー
ケ

ソ
編
、

『
伴
侶

に
先
立
た
れ

た
時
』
同
第

三
集

(春

秋
社
、

一

九
八
八
年
)

・

曽
野
綾

子
、

A

・
デ
ー
ケ

ソ
編
、

『
旅
立
ち

の
朝

に
1
愛

と
死
を
語

る
往

復
書
簡
』

(
新

潮

文
庫
、

一
九
九
〇
年
)

A

・
デ
ー
ケ

ソ
著
、

「
死

へ
の
準
備
教
育
」
、

『
医
療

と
宗
教

を
考
え
る
叢
書

い
の
ち

の
終
末

死

の
準
備
と
希
望
』

(同
朋
舎
、

一
九
九
〇
年

)
所

収

A

・
デ
ー
ケ

ソ
著
、

「
日
本

に
お
け
る
デ

ス

・
エ
デ

ュ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
、

『
仏
教
』
別
冊
四

「
脳
死

・
尊
厳
死
」

(法
蔵
館
、

一
九
九
〇
年
)
所
収

A

・
デ
ー

ケ

ソ
著
、

「
悲
嘆
教
育
O
ユ
Φ
h
国
α
¢
o
o
二
〇
口
」
、

『
死
生
学
』
第

三
集

(
技
術

出
版
、

一
九
九
〇
年
)
所
収

A

・
デ
ー
ケ

ソ
著
、

「
キ
リ

ス
ト
教

の
立
場

か
ら
」
、

『
新
し

い
生
命
倫
理
を
求
め

て
』

(
北
樹
出
版
、

一
九

八
九
年

)
所
収

注

拙
論
は
平
成

三
年

四
月

三
日
、
第

一
回
奈

良
大
学

教
養

部
教
育
研
究
会

(
於
、
教
養
部
共

同
研
究
室
)

で
、

「
デ

ス

・
エ
デ

ュ
ケ
ー

シ
ョ
ソ
に

つ
い
て
」
と
題
し

て
行
な

っ
た

口
頭
発

表
を
改
題
、
加
筆
修
正

し
た
も

の
で
あ
る
。

司
会

を
し

て
い
た
だ

い
た
高
山
先
生
、
貴
重
な

御
意
見
を

い
た
だ

い
た
先
生
方

に
深

く
感

謝
い
た
し
ま
す
。

(
1
)
昭
和

六
三
年

六
月

四
日
。

こ
の
発
表
の
内
容
は

『
比
較
思
想
研
究
』
第
十

五
号

(比

較
思
想
学
会
、

一
九
八
九
年

)
に
掲
載
、

ま
た
前
掲

『
新
し

い
生
命
倫

理
を
求

め
て
』

に
転
載

さ
れ

て
い
る
。

(
2
)

『
死
を
教

え
る
』
、

五

二
頁

(
3
)

『
身
近

な
死
の
経
験

に
学

ぶ
』

、
六
七
頁

(
4
)

『
死
を
教

え
る
』
、

二
頁

(
5
)

『
身
近

な
死
の
経
験

に
学

ぶ
』
、

六
八
頁

.

(
6
)

『
死

を
教

え
る
』
、

二
頁

(
7
)

『
身
近

な
死
の
経
験

に
学

ぶ
』
、

H
頁

(
8
)

『
死

に

つ
い
て
考

え
る
』

(光

文
社
、

一
九
八
七
年

)
、
九
頁
。
ま
た
、

『
生
き

上

手

死
に
上
手
』

(海
竜
社
、

一
九
九

一
年

)
、

三
九
頁

(
9
)

『
旅

立
ち
の
朝

に
』
、

二
五
九
頁
～

二
六
〇
頁

(
10
)

『
死
を
教

え
る
』
、

三
八
頁

(
11
)

『
死
を
教

え
る
』
、

三
九
頁

(
12
)
現
代

日
本

の
エ
ッ
セ
イ

『
一
草

一
花
』

(
毎
日
新
聞
社
、

一
九
七
三
年
)
、

八
三
頁

(
13
)
岩
波

文
庫

『
人
生
の
短
さ

に
つ
い
て
』

(
一
九
八
〇
年

)
、
九
頁
～

一
〇

頁

(
14
)
岩
波

文
庫

『
平
凡
』

(
一
九
七

一
年
)
、

五
頁

(
15
)
於
、

東
京

・
サ

ソ
ケ

イ
ホ
ー

ル
、

『
カ

セ

ッ
ト
で
聞
く
学
芸
諸
家

〈
第

2
集
〉
』

(
岩
波

書
店
/

N
H
K
サ
ー
ビ

ス
セ
ソ
タ
ー
、

一
九
八
八
年
)

(
16
)
田
中

美
知
太
郎
氏
訳
、
新
潮
文
庫

『
ソ
ー
ク
ラ

テ
ー

ス
の
弁
明

・
ク
リ
ト
ー

ソ

.
パ

イ
ド
ー

ソ
』
、
八
四
頁

(
17
)

『
日
本
名
言
名
句

の
辞
典
』

(
小
学
館
、

一
九

八
八
年
)
。
中
公
新
書

『
辞
世

の
こ

と
ば
』

(
一
九

八
六
年
)
。

『
心

に
し
み
る
最
後

の
言
葉
』

(
日
本
文
芸
社
、

一
九
八

六
年
)
。

(
18
)

『
身
近
な
死

の
経
験

に
学

ぶ
』
、
七
七
頁

(
19
)

二
宮

フ
サ
氏
訳
、
岩
波
文
庫

『
ラ

・
ロ
シ

ュ
フ

コ
ー
箴
言
集
』

(
一
九
八
九
年
)
、

一
八
頁

(
20
)
由
木
康
氏
訳
、

『
パ

ソ
セ
』
、

L

一
九

二
、

B
五
二
七

(
21
)

(
新
潮
社
、

一
九

八
八
年

)
、
副
題
は

『
私

の
が
ん
と
の
闘
い
』
。
著
者
は
元
検
事

総
長
。

(
22
)
前
掲
断
章
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