
〈
特

集

「
回

復

と

は

何

か
」

２

〉

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
お
け
る
回
復
と
は

―
―
死
者
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―

グ

リ

ー

フ

ケ

ア

（
ｇ
ｒｉ
ｅ
ｆ
　ｃ
ａ
ｒ
ｅ
）

と

は

「
愛

す

る

対

象

の

喪

失

に

よ

っ

て

も
た
ら
さ
れ
た
悲
哀
（
m
o
u
r
n
i
n
g
　
=
喪
）
、
な
い
し
は
悲
嘆
（
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ
）
が

引
き
起
こ
す
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
反
応
か
ら
、
残
さ
れ
た
も
の
が
正
常
な
日

常
生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
悲
哀
の
仕
事
（
m
o
u
r
n
i
n
g
 
w
o
r
k
,
　
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ

w
ｏ
ｒ
ｋ
）
を
援
助
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
で
は
、
「
悲
哀
」
な
い
し
は
「
悲

嘆

」

と

は

い

か

な

る

心

理

的

状

態

で

あ

り

、

そ

れ

ら

が

引

き

起

こ

す

心

理

的

反

応

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

ま

た

、

そ

こ

か

ら

正

常

な

日

常

生
活
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
回
復
す
る
（
ｒ
ｅ
ｃ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
）
」
と

は

ど

う

い

う

事

態

を

意

味

す

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
（
Ｓ
ｉ
ｇ
ｍ
ｍ
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ
）
は
『
悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー

（
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ａ
　
Ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｉ
ｅ
，
　
１
９
１
７
）
』
で
悲
哀
を
次
の
よ
う
に
定
義
し

て

い

る

。
「
悲

哀

（
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
）

き

ま

っ

て

愛

す

る

者

を

失

っ

た

た

め

の

反

応

で

あ

る

か

、

あ

る

い

は

祖

国

、

自

由

。

理

想

な

ど

の

よ

う

な

、

愛

す

る

者

浅
　

見
　
　
　

洋

の

か

わ

り

に

な

っ

た

抽

象

物

の

喪

失

に

た

い

す

る

反

応

で

あ

る

。

こ

れ

と

同

じ

影

響

の

も

と

に

あ

っ

て

、

病

的

な

素

質

の

疑

わ

れ

る

人

た

ち

で

は

、

悲

哀

の
か
わ
り
に
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
（
Ｍ
ｅ
ｌ
ａ
ｎ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｉ
ｅ
）
現
れ
る
。
悲
哀
は
、
た

と

え

ひ

ど

く

正

常

な

生

活

状

態

か

ら

逸

脱

し

て

い

る

と

き

に

も

、

わ

れ

わ

れ

は

そ

れ

を

病

的

状

態

（
ｋ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｈ
ａ
ｆｔ
）

と

は

み

な

さ

な

い

し

、

医

師

の

治

療

に

ゆ

だ

ね

よ

う

と

思

わ

な

い

の

は

、

注

意

し

て

よ

い

こ

と

で

あ

る

。

わ

れ

わ

れ

は

、

時

期

が

過

ぎ

れ

ば

（
ｎ
ａ
ｃ
ｈ
　
ｅ
ｉｎ
ｅ
ｍ

　ｇ
ｅ
ｗ

ｉｓ
ｓ
ｅ
ｎ
　
Ｚ
ｅ
ｉｔｒ
ａ
ｕ
m

）

悲

哀

は

克

服

さ

れ

る

（
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
w
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　ｓ
ｅ
ｉｎ
）

も

の

と

信

じ

て

い

て

、

悲

哀

感

の

お

こ

ら

ぬ

こ

と

は

か

え

っ

て

理

屈

に

あ

わ

ぬ

不

健

全

な

こ

と

と

思

っ

て

い

る

の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
小
論
に
お
い
て
①
「
悲
哀
は

対

象

喪

失

後

の

正

常

な

心

理

的

反

応

で

あ

る

」

と

規

定

し

、

そ

の

特

徴

を

②

「
時

期

が

過

ぎ

れ

ば

克

服

さ

れ

る

も

の

」

と

記

し

て

い

る

。

対

し

て

、

悲

哀

が

対

象

喪

失

後

の

正

常

な

心

理

反

応

か

ら

逸

脱

し

た

病

的

状

態

を

示

す

用

語
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と

し

て

、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

（
Ｍ
ｅ
ｌａ
ｎ
ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｉｅ
）

と

い

う

言

葉

を

用

い

て

い

る

が
、
こ
こ
で
の
「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
は
、
病
的
悲
嘆
（
ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

ｇ
ｒｉ
ｅ
ｆ
　
=

正

常

な

悲

哀

の

変

化

し

た

も

の

）
、

な

い

し

は

病

的

な

抑

う

つ

状

態

（
ｄ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉｏ
ｎ

）

の

同

義

語

と

理

解

さ

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

深

い

悲

哀

と

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

は

と

も

に

「
苦

痛

に

満

ち

た

不

機

嫌

」
、
「

外

界

へ

の

興

味

の

喪

失

」
、
「

新

し

い

対

象

を

選

ぶ

能

力

の

喪

失

」
。
「

死

者

の

思

い

出

に

関

す

る

こ

と

以

外

の

あ

ら

ゆ

る

行

動

の

回

避

」

と

い

う

自

我

の

抑

制

（
Ｈ
ｅ
ｍ

Ｉ

ｍ

ｕ
ｎ
ｇ

）

と

制

限

（
Ｅ
ｉｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｒ
ａ
ｎ
ｋ
ｕ
ｎ
ｇ

）

を

引

き

起

こ

す

が

。

メ

ラ

ン

コ

リ

ー
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
「
自
責
や
自
嘲
の
形
を
取
る
自
我
感
情
の
低
下
―
妄

想
的
に
処
罰
を
期
待
す
る
な
ど
―
」
の
反
応
を
呈
す
る
と
さ
れ
る
。

そ

の

よ

う

に

、

フ

ロ
イ

ト

に

よ

れ

ば

、

悲

哀

と

は

愛

す

る

者

の

喪

失

か

ら

の

回

復

過

程

に

伴

う

心

理

に

他

な

ら

な

い

。

そ

れ

ゆ

え

、
「

悲

哀

の

仕

事

（
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
ａ
ｒ
ｂ
ｅ
ｉ
ｔ
）
　
が
完
了
し
た
あ
と
で
は
、
自
我
（
Ｉ
ｃ
ｈ
）
再
び
自
由
に

な
っ
て
、
制
止
も
と
れ
る
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
悲
哀
は
死
別
直

後

の

喪

失

対

象

へ

の

過

剰

な

固

執

（
Ｏ
ｂ
ｊｅ
ｋ
ｔ
ｂ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔｚ
ｕ
ｎ
ｇ
）

減

じ

て

い

く

心

理

過

程

で

あ

り

、

そ

れ

に

応

じ

て

最

初

の

死

別

の

シ

ョ

ッ

ク

か

ら

徐

々

に

回

復

し

、

新

た

な

外

界

へ

の

興

味

が

喚

起

さ

れ

、

新

た

な

対

象

と

の

関

係

構

築

が

可

能

に

な

る

の

で

あ

る

。

悲

哀

の

最

終

過

程

に

つ

い

て

「
悲

哀

は

自

我

を

動

か

し

て

対

象

を

断

念

す

る

（
ｖ
ｅ
ｒ
ｚ
ｉｃ
ｈ
ｔｅ
ｎ

）

た

め

こ

の

対

象

が

死

ん

だ

こ

と

を

自

我

に

明

ら

か

に

し

、

…

…

対

象

を

価

値

な

き

も

の

。

価

値

低

き

も

の
と
し
、
い
わ
ば
打
ち
の
め
す
の
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

フ

ロ

イ

ト

に

と

っ

て

「
悲

哀

の

仕

事

＝

喪

の

仕

事

（
ｇ
ｒ
ｉｅ

ｆ
　
w
ｏ
ｒ
ｋ
）
」

の

最

終
段
階

は
、
喪
失
対
象
を
自
己
に
と
っ
て
無
価
値
な
も
の
と
し
、
死
者
と
の

関
係

を
断
ち
切

る
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
場
合
、

グ
リ
ー

フ

ケ
ア
と
は
喪
失
主
体
が
死
者
へ
の
過
剰

な
固
執
か
ら
解
放

さ
れ
、
死
者
と
の

関
係

を
断
絶
し

、
死
者
以
外
と
の
新
た
な
関
係
を
構
築
す

る
こ
と

に
よ

っ
て

「
安
定
し
た
心
理
状

態
」

と
「
日
常
の
生
活
」

を
回

復
で
き

る
よ
う
に
支
援

す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
臨
床
現
場

に
お
い
て

、
こ
の
よ
う

に

死
者
と
の
関

係
の
心
理
的
な
断
絶
を
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
一
つ
の
目
標
と
考
え

る
精
神

療
法

家

た
ち
は
少
な

く
な
い
よ
う

に
見
受

け
る
し
、
一

般
的
に
も

「
早
く
忘
れ
て
し
ま

う
こ
と
が
死

別
に
よ
る
悲
嘆
回
復
に
は
最
も
有
効
で
あ

る
」
と
い
う
考
え

が
流
布
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西

田
幾
多
郎
は
そ
の
人
生
の
中
で
多
く
の
悲
哀
を
味
わ
い
、
悲
哀
を
哲
学

の
動
機
、
宗
教
の
出

立
点
と
し

た
哲
学
者
で

あ
る
。
彼
が
そ
の
悲
哀
の
体
験

を
記
し
た
著
述
は
少
な
く
な
い
が
、
中
で
も
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
史
講

話
』
の
「
序
」
は
、
次
女
幽
子
を
喪
っ
た
際
の
悲
哀
を
赤
裸
々
に
記
し
た
も

の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
記
述
を
フ
ロ
イ

ト
の
論
述
と
比

較
す

る
と

い
く
つ
か
の
相
違
が
見
い
だ
さ
れ

る
。

①
「
時
期
が
過
ぎ
れ
ば
悲
哀
は
克
服
さ
れ
る
も
の
」
と
記
し
た

フ
ロ
イ
ト

に
比
し
て
、
西
田
は
「
人
は
死

ん
だ
も
の
は
い
か
に
し
て
も
還
ら
ぬ
か
ら
、

諦
め
よ
。
忘
れ
よ
と
い
ふ
。
時
は
凡
て
の
傷
を
癒
す
と

い
ふ
の
は
自
然
の
恵

み
で
あ
っ
て
。
一
方
よ
り
見
れ
ば
大
切
な
こ
と
か
も

知
ら

ぬ
が
、
一
方
よ
り

見
れ
ば
人
間
の
不
人
情
で
あ
る
。
…
…
折
に
ふ
れ
物
に
感
じ
て
思
ひ
だ
す
の

が
、
せ

め
て
も
の
慰
藉
で
あ
る
。
死
者

に
対
し
て

の
心
づ
く
し
で
あ
る
。
こ

グリーフケアにおけ る回復とは25



の
悲
は
苦
痛
と
い
へ
ば
ま
こ
と
に
苦
痛
で
あ
ら
う
、
併
し
親
は
此
苦
痛
の
去

る
こ
と
を
欲
せ
ぬ
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
此
悲
が
年
と
共

に
消
え
ゆ
く
か
と
思
へ
ば
ぱ
、
い
か
に
も
あ
さ
ま
し
く
、
せ
め
て
後
の
思
出
に

も
と
、
死

に
し
子
の
面
影

を
書
き

残
し

た
」
と
あ

る
よ
う

に
、
愛
す
る
娘
を

亡
く
し
た
悲
し
み
が
年

月
を
経
て
消
失
し

た
と

い
う
形
跡

は
な
い
。
最
晩
年

に
長
女
弥
生
を
喪

っ
た
後

に
「
弥

生
の
こ
と

は
何

と
し
て
も
思
ひ
出
さ
れ
て

無
限
の
淋
し
さ
と
悲
哀

に
沈
ん
で
居
り
ま
す
。
私
も
七
人
の
子
ど
も
を
持
ち

ま
し
た
が
、
も
は
や
四
人

は
私

に
先
立

っ
て
逝
き
、
あ
と
三
人
に
な
り
ま
し

た
。
幽
子

の
死

に
は
じ

め
て
子
を
失
ひ
し
悲
哀
を
味
わ
い
、
弥
生
の
死

に
子

に
先
立
た
れ
し
老
人
の
悲
哀
を
知
り
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
愛

別

離
苦
の
悲
哀
は
こ
の
哲
学
者
の
人
生

に
随
伴
し
続
け
て
い
る
。

②
フ

ロ
イ
ト
は
喪
失
対
象
に
固
執
し
て
愛
着
を
持
ち
続
け
る
こ
と

は
病
的

で

あ
る
と
考
え
、
悲
哀

か
ら
の
回
復
は
死

者
と
の
絆
を
断
ち
切
り
、
新
し

い

愛
着

の
対

象
を
見

つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
可
能
に
な
る
と
し
た
。
対
し
て
、

西

田
は
「
何
と
し
て
も
忘
れ
た
く
な
い
、
何
か
記
念
を
残
し
て
や
り

た
い
、

せ
め
て
我

一
生

だ
け

は
思
い
出
し
て

や
り

た

い
と

い
ふ
の
が
親

の
誠
で

あ

斫
に

、
「
懐
か
し

か
っ
た
親
が
心
に
刻
め
る
深
き
記
念
、
骨
に
も
徹
す

る
痛
切

な
悲
哀

は
寂
し
き
死
を
慰
め
得
て
余
り
あ
る
と
も
思
ふ
」
と
述
べ
て

い
る
よ

う
に
、
死

者
を
思

い
出
と
し
て
心
に
刻
む
と
い
う
形
で
死

者
と
の
関

係
を
保

ち
続
け

る
こ
と
、
痛
切
な
悲
哀
を
保
ち
続
け
る
こ
と
に
慰
め
を
見

い
だ
し
て

い
る
。
西

田
は
友
人
、
恩
師
、
弟
子

た
ち
の
死
に
際
す
る
度
に
そ
の
手
向
け

と
し
て
弔

辞
を
読
み
、
遺
稿
集
を
刊
行
し
、
弟
子

た
ち
の
死

後
出
版

の
序
文

を
数
多
く
書
き
記
し
て

い
る
。

③

フ
ロ
イ
ト
は
悲
哀

を
喪
失
対
象
へ
の
過
剰
な
固
執
が
減
じ
て

い
く

心
理

過
程
と
考
え
、
そ
の
後
、
多
く
の
心
理
療
法
家
た
ち
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

「
遺
族
の
悲
嘆

プ
ロ
セ
ス
」
が
語
ら
れ
て
き

た
。
対
し
て
、
西

田
は
「
物
窮

ま
れ
ば
転
ず
、
親
が
子

の
死
を
悲
し
む
と
い
ふ
如
き
や
る
瀬
な
ぎ
悲
哀
悔
恨

は
、
お
の
づ
か
ら
人
心

を
転
じ
て
、
何
ら
か
の
慰
安
の
途
を
求
め
し
め
る
の

で
あ
る
。
…
…
深
く
お
の
れ
の
無
力
な
る
を
知
り
、
己
を
棄
て
て
絶
大
の
力

に
帰

依
す
る
時
、
後
悔

の
念

は
転
じ
て
懺
悔
の
念
と
な
り
、
心
は
重
荷
を
下

ろ
し
た
如
く
、
自
ら
救
い
、
又
死
者
に
詫
び
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
記
し
て

い
る
。
西
田

は
こ
こ
で
悲
哀
が
減
少
、
消
失
し
て

い
く
心
理
的
な
変
化
と
転

換
を
語

っ
て

い
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
悲
哀
が
そ
の
極
限
に
お

い
て
お
の

ず

か
ら

悲
哀
を
一
つ
の
慰
安
へ
と
転
ず
る
不
可
思
議
、
悲
哀
そ
れ
自
身
の
根

源
的
な
治
癒
力

に
つ
い
て
語

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
悲
哀
に
は
喪
失
し
た
不

在

の
我

が
子
が
現
存
す
る
と

い
う
矛
盾

が
そ
の
ま
ま
に
親
に
と

っ
て
の
慰
め

で

あ
り

、
悲
し
み
の
深
さ
と
は
死
者
へ
の
愛

の
深
さ
そ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。

悲
哀
は
死
者
の
不
在
と
存
在
と
い
う
自
己
矛
盾
的
な
構
造
を
も
つ
の
で
あ
れ

ば
、
悲
哀
の
解
消

は
死
者
の
忘
却
に
他
な
ら

な
い
。

こ
う
し
た
西
田
の
二
人
称
の
死
の
体
験
の
内

に
、
フ

ロ
イ

ト
理
論
と

は
異

な
っ
た
グ
リ

ー
フ
ケ
ア
の
新
た
な
回
復
モ
デ
ル
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る

か
も
し

れ
な

い
。
近
年
の
死
別
研
究
者
で
も

。
悲
嘆
か
ら
の
新
し

い
回
復
モ

デ
ル
と
し
て
、
そ
の
回
復
過
程
で

喪
失
対
象
と
の
絆
を
断

ち
切
る
の
で

は
な

く
。
そ
の
対
象
を
自
分
の
内

的
世
界

の
適
切

な
場
所
に
再

び
位
置
づ
け
、
そ
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の

対
象

と

の
絆

を

死

別

前

と

は

異

な

る

形

で

保

ち

続

け

る

方

が

大
切

で

あ

る

、

と

い

う
考

え

を

打

ち
だ

し

て

い

る
者

も

少

な

く

な

い

。

例

え

ば

、

セ
ラ

ピ

ス

ト
で
あ
る
Ｍ
・
ホ
ワ
イ
ト
（
Ｍ
ｉ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｌ
　
Ｗ
ｈ
ｉ
ｔ
ｅ
）
は
「
再
会
―
悲
哀
の
解
決

に

お
け

る
失

わ

れ

た
関

係

の
取

り

組

み

」

と

い

う

論

述

を

は

じ

め

る

に

当

た

っ
て

、

Ｍ

・

メ
イ

ヤ

ロ

フ

（
Ｍ
ｉ
ｌｔｏ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｙ
ｅ
ｒ
ｏ
ｆ
ｆ
）

の
次

の

よ

う

な

文

章

を

引

用

し

て

い

る
。
「

フ

ロ

イ

ト

は

、

喪

の

過

程
が

完

了
す

る

に

は
、

残

さ

れ

た

人

が

、

喪
失

し

た

こ

と

が
ら

を
含

ま

な

い
新

し

い
現

実

を

展

開

す

る

こ

と

が

必
要

だ

と

い

う
。

し

か
し

、

喪

か
ら

完

全

に

回

復

す

る

に

は

、

喪

失

し

た

こ

と

が
ら

が
修

復

さ
れ

、
現

在

へ
取

り

込

ま

れ

る

こ

と

で

そ

れ

が

維

持

さ

れ

る

こ
と

が

必
要

だ
、

と

付

け

加
え

る
べ

き

で

あ

る

。

完

全

に

思

い
出

し

て

記

憶

す

る

こ

と

は
、

記

憶

を

失

う

こ
と

と

同

様

、

回

復

と

健

康

に

と

っ
て

要

と

な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｌ
・
ヘ
ッ
キ
（
Ｌ
ｏ
ｒ
ｒ
ａ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｈ
ｅ
ｄ
ｔ
ｋ
ｅ
）
と
Ｊ
・
ウ
ィ
ス
レ
ッ
ド
（
Ｊ
ｏ
ｎ
ｅ
　
ｗ
ｉ
ｎ
ｓ
ｌ
ａ
ｄ
ｅ
）
「
私
た
ち
の
見

解

で

は

、

関

係

が

終

わ

る

も

の

で

あ

り

、

遺

さ
れ

た
人

は

愛

す

る
故

人

を

自

分

の
人

生

ク
ラ

ブ

の

メ

ン
バ

ー

か

ら

は

ず

さ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

い
う

考

え

は

間

違

い
で

あ

る
。

…

…

生

物

学

的

に
死

を
迎

え

た
後

に
も

、

愛

す

る
人

が

心
の

中

に

存

在

し

続

け

る
こ

と

く

ら

い

。
少

し

考

え

れ

ば

分

か
り

そ

う

な

も

の
で

あ

る

。

私

た
ち

は

引

き

続

き

、

彼

ら

の

こ
と

ば

が

こ
だ

ま

す

る

の
を

聞

き

、

彼

ら

の

ス

ト
ー

リ

ー
を

語

り

、

彼

ら

の
与

え

て

く

れ

た
影

響

を

思

い

出

す

」

と

記

し

、

生

き

て

い

る

者

た

ち

か

ら

切

り

離

さ

れ

た

死

者

を

、
「
人

生
ク
ラ
ブ
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
再
度
迎
え
入
れ
る
べ
き
だ
と
記
し
て
い
る
。

『
国
文
学
史
講
話
』
（
一
九
二
九
年
）
は
西
田
と
同
じ
よ
う
に
娘
光
子
を
喪
っ

た
国
文
学
者
藤
岡
作

太
郎
が
そ
の
記
念
と
し
て
刊
行

し
た
書
物
で
あ
り
、
そ

れ
に
応
え
て
友
人
西
田

は
そ
の
序
を
寄
せ
た
。
西
田
に
と
っ
て
も
作
太
郎
に

と
っ
て
も
こ

の
書

は
喪
っ
た
我
が
子

が
「
心
の
中
に
存
在
し
続
け

る
」
よ
う

に
と
い
う
記
念
の
書
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
国
文
学
史
講
話
』
の
「
序
」

で
の
生
者
と
死
者
と

の
関
係
は

「
死
者

の
記
憶
」
を
保
ち
続
け

る
こ
と
で
あ

り
。
そ

こ
に
は
前
期
西

田
の
思
索
の
特
徴
で
あ
る
心
理
主
義
、
な
い
し
は
意

識
主
義

が
色

濃
く
反

映
し
て
い
る
。
前
期
西
田
で
も
、
死

者
と
の
再
会
を
説

く
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
関

係
の
論
文
で
も
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は

「
死

者
の
記

憶
」

と
の
関

係
で
あ

っ
て
、
「
死
者
」
と
の
関
係
で
は
な
い
。

末
木
文
美
士
は
『
他
者
／
死
者
／
私
　
哲
学
と
宗
教
の
レ
ッ
ス
ン
』
（
二

〇
〇
七
年
）
に
お

い
て
、
「
〈
死
者
〉
と

〈
死

者
の
記
憶
〉
と

は
全
く
違
う
。

〈
死

者
の
記
憶
〉

は
あ
く
ま
で

心
理
現

象
に
す

ぎ
な
い
。
自
分
の
心
の
う
ち

だ
け
で
完
結
し
て
し
ま
い
、
他
者
で
は
な
い
」
と
し
、
自
ら
体
験
で
き
な
い

自
己
の
「
死

」
や

「
死

者
の
記
憶
」
で
は
な
く
。
他
者
と
し
て
の
「
死
者
」

へ
と
哲
学
の
主
題
を

シ
フ
ト
す
る
こ
と
を
試
み
て

い
る
。
末
木
が
そ
う
し
た

「
死
者
の
哲
学
」

の
現
代
哲
学
に
お
け

る
先
駆

的
な
仕
事
と
し
て

注
目
す
る

の
は
田
辺
元
の
「
死

の
哲
学
」
で
あ
る
。

田
辺
元
の
晩
年
の
哲
学
は
六
十
歳
代
の
「
懺
悔
道
の
哲
学
」
と
七
十
歳
代

の
「
死
の
哲
学
」
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

二
つ
の
哲
学
的
立
場
を
共
通

し
て
貫
く
も
の
と
し
て
「
実
存
協
同
」
の
思
想
が
あ
る
。
『
懺
悔
道
の
哲
学
』

（
一
九
四
六
年
）
で
記

さ
れ
た
実
存
協
同
で
あ
る
「
愛
の
社
会
的
共
同
体
」
は
、

主
と
し
て
死
復
活
し
た
生
者
間

の
共
同
体
で
あ

る
の

に
対
し
て
、
死
後
に
刊

グリーフヶアに.おける回復とは，27



行

さ

れ

た

論
文

「

生

の

存

在

学

か

、
死

の

弁
証

法

か
」
（
一
九
六
二
年
）
で

は
、

「
こ

の

死

者

生

者

の

交

互

愛

に
於

け

る

協

同

感

応

を

通

じ

、

生

者

の

自

力

浄

化

に

依

る

の

で

な

く

、

そ

れ

に
先

だ

ち
死

者

の
清

浄

に
感

応

す

る

こ

と

に

よ

り

、

生

者

も

そ

の

限

り

媒

介

的

に

浄
化

せ

ら
れ

て

、

死

者

生

者

共

に
聖

化

せ

ら

れ

浄

き

道

交

に

入

る

と

い

ふ

、

生
死

を

超
ゆ

る
実

存

協

同

こ

そ

は

、

ク
リ

ス
ト
教
の
古
き
信
仰
に
属
し
た
い
は
ゆ
る
『
聖
徒
の
交
わ
り
』
を
神
話
性
か

ら
洗
浄
め
た
も
の
に
外
な
る
ま
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
五

七

～
八

年

に

か
け

て
書

か

れ

た

と

推
測

さ

れ

る

〈
死

の

哲

学

〉

と

呼

ば

れ

る

緒

論

考

の

特

色

の

一

つ

は

、
理

想

と
す

べ
き

「
実

存

協

同

」

が

、

単

に

自

己

の

死

を

自

覚

し

た

生
者

た

ち

相
互

の
協

同

で

は
な

く

、

死

者

を

含

ん

だ

協

同

と

し

て

解

さ

れ

。

か

つ

カ

ト

リ

ッ

ク
の

「

聖

徒

の

交

わ

り

（
c
o
m
m
ｕ
ｎ
ｉｏ

s
a
n
c
t
o
r
u
m
）
」
を
非
神
話
化
し
た
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

紀

秘

。

ま

た
、

今

一
つ

の

特

色

は
、

自

己

の

死

（
一

人

称

の
死

）

の

自

覚

と

と

も

に

、

他
者

の
死

、

特

に
近

親

者

の

死

（
二

人

称

の
死

）

が

考

察

の
対

象

に

な

っ
て

お

り

、
『
懺

悔

道

の

哲

学

』

で

強

調

さ

れ

た
自

己

の

死

復

活

が

二

人

称

の
死

に
媒

介

さ
れ

、

よ
り

弁

証

的

に
捉

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。
「
短

絡

を

恐

れ

ず

に

い

え

ば

、

後

期

西

田

の

場
所

論

に

お

け

る

「

個

物

と

個

物

の
相

互

限

定

」

が

田

辺

の
晩

年

の
哲

学

で

は

「
死

者

と

生

者

の

相

互

限

定
」

に
ま

で

展

開

さ

れ

て

い

る
と

い
え

る

。

さ
ら

に

「
自

己

復

活

は
他

人

の
愛

を

通

じ

て

実

現

せ

ら

れ

る

。

自

己

の

か

く

あ
ら

ん
こ

と

を

生

前

に
希

っ

て

居

た

死

者

の

、

生

者

に

と

っ

て

そ

の
死

後

ま
で

不

断

に
新

た

に
せ

ら

れ

る

愛

が

、

死

者

に

対

す

る

生
者

の

愛

を

媒

介

に

し
て
絶
え
ず
は
た
ら
き

、
愛
の
交
互
的
な
る
実
存
協
同
と
し
て
、
死
復
活
を

行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
死
者
と
生
者
の
実
存
協
同
を
成

り
立
た
せ
る
媒
体
と
し
て
双

方
向
的
な
愛
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
方

向
は
「
死

者
の
側
に
お
い
て

生
前
か
ら
持
統
す
る
愛
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ

の
方
向
は
「
死

者
に
対

す
る
生
者
の
愛
」
で

あ
る
。
両
者
の
愛
の
交
互

作
用

が
、
死

者
と
生
者
の
「
実
存

協
同
」
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

田
辺
の
死
者
生
者
の
実
存
協
同
と

い
う
概
念
の
形
成
は
妻
ち
よ
の
死

（
一
九

五
一
年
九
月
一
七
日
）

と
い
う
二
人
称
の
死
の
体
験
を
一
つ
の
契
機
と
し
て

い

る
。
「
小

生
に
と

っ
て
も

、
死
せ

る
妻
は
復
活

し
て
常

に
小

生
の
内

に
生
き

て
居

り
ま
す
。
同
様

に
キ
リ
ス
ト
を
始
め
多
く
の
聖
者
人
師
は
、
小
生

の
実

存
内

容
と
し
て
復
活
し

。
主
体
的
に
小
生
の
存
在
意
義
と
な
っ
て
居

る
の
で

ご
ざ

い
ま
す
。
そ
の
意
味
で

い
は
ゆ
る
〈
聖
徒
の
交
わ
り
〉
に
、
小
生
も
参

し
得
る
わ
け
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
田
辺
に
お
け
る
「
死
者
と
生
者
の
実

存
協
同
」

は
二
人
称
の
死

に
伴
う
悲
哀
の
概
念
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

こ

う
し
た
田

邊
元
の
死
せ

る
妻
の
死
復
活

の
体
験
に
つ
い
て

。
西
谷
啓
治

は
講
演
の
中
で

「
御
夫
人

は
、

ご
存
じ
か
と
思
ひ
ま
す
が
、
多
年
に
わ
た
っ

て
献
身
的
に
先
生

に
尽

さ
れ
て
、
北
軽
井
沢

の
山
の
中
で

病
気
に
な
ら
れ
、

長
い
間
臥
た
き
り
で
居

ら
れ
て
亡
く
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
御
央
人
が

亡
く
な
っ
た
後
で
、
先
生
が
ひ
と
り
で
遺
骨
と
共
に
暮
し
て
居

ら
れ
た
間

に
。

そ
の
追
憶
の
な

か
か
ら
、
次
第

に
強
い
実
在
感
を
も
っ
て

、
亡

く
な
っ
た
方

が
あ
り
あ
り
と
浮

び
出
て

き
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な

い
か
。
〈
幽

明
界

を
異

に
す
〉
と

い
う
世
間
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
。
幽
界
と
明
界
と
の



境
が
だ
ん
だ
ん
無
く
な
っ
て
、
死

ん
だ
者

の
世
界
と

生
き
て

ゐ
る
者

の
世
界

と
の
間
を
距
て
て
ゐ
る
冥
い
壁
が
、
次
第
に
透
明

に
な
る
。
死

ん
だ
人
が
何

か
非
常
な
現
実
性
を
も
っ
て
生
者
の
心
に
現

前
し
て

来
る
。
同
時

に
、
生
き

て
ゐ
る
者
の
現
存
在
が
そ
の
死
者
の
現
存
し
て
ゐ
る
次
元
に
ま
で
延
び
入
つ

て
ゆ
く
と

い
ひ
ま
す

か
、
そ
の
次
元

に
参
加
し
て

ゆ
く
と
い
ひ
ま
す

か
、
要

す

る
に
、
死
ん
で
ゐ
る
者
と
生
き
て
ゐ
る
者
の
境
。
幽
明

の
境
と
い
ふ
も
の

が
、
だ
ん
だ
ん
薄
ら
い
で
き
て
、
死
者
の
世
界

が
生
者
の
世

界
と
入
り
混
つ

て
く

る
。
何

か
さ
う

い
ふ
こ
と
が

想
像
さ
れ

る
の
で

あ
り

ま
す
。
先
生
が

〈
生
の
世
界

と
死
の
世
界
と

が
交
徹
し
た
境
地
〉
と
言

わ
れ
て

ゐ
る
や
う
な

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
先
生
の
最
晩
年
の
こ
と
で
す

か
ら
、
さ
う
い
う

境
地
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
。
…
…
実
存

協
同
と

い
ふ
も

の
が
〈
聖
徒
の
交

は
り
〉
と
い
ふ
概
念
と
結
び
つ
け

ら
れ
、
そ
こ
で

の
感
応

道
交
と

い
は
れ
る
と
こ
ろ

に
は
、
昔
の
聖
徳
太
子

も
引

か
れ
た
〈
世
界
虚
仮
、

唯
物
是

真
〉
、
仏
と
仏

の
世
界

と
い
ふ
も
の
だ
け
が

本
当

に
リ
ア

ル
な
真
実

だ
と
い
ふ
や
う
な
感
じ
が
、
ど
こ
と
な
く
漂
つ
て
ゐ
る
感
じ
す
ら
致
し
ま

す
」
と
解
説
し
て

い
る
。

二
人
称

の
死

に
お
い
て

は
、
生
前
と
同
じ
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

が
喪

わ
れ

た
と
し
て
も
、

そ
れ

に
よ

っ
て
夫
婦
。
親
子
、
兄

弟
、
師
弟
の
関

係
、
つ
ま
り
愛

の
人
格
的
関
係
は
喪
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

、

西
田
や
田
辺

に
見
ら
れ

る
よ
う
な
ク
リ
ー

プ
プ

ロ
セ
ス
は
我
と
汝
の
関
係
が

生
者
と
生
者
の
開
係

か
ら
、
生
者
と
死
者
の
関
係
へ
と
変
わ
り
い
く
過
程
で

あ
り
、

他
者
な

る
死
者

と
の
関
係
と
し
て

生
者
が
自
己
の
日
常
を
再

構
築
し

て

い
く
過
程
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
平
山
正
美

は
「
段
階
論
的
」
考
え
に
基
づ

い
て
、
回
復
の
最
終
段
階

に
お
い
て
「
遺
族

は
死
者
と
の
死
別
と
い
う
事
実

に
一
定
の
距

離
を
お
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う

に
な

る
」
と
記

し
な
が
ら
も
、
「
こ

の
段
階
に
お
い
て

は
じ

め
て
死
者
と
生

者
は
再
統
合
さ
れ
、
新
た
な
自
己
実
現
が
可

能
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
遺

族
が
肯
定
的
側
面
を
発
掘
し
、
信
頼
関
係
を
構
築
し
、
死
者
が
残
さ
れ
た
人

の
心
の
な
か
で
、
今
こ
こ
で
生
き
生
き
と
生
き
て

お
り

。
生
者
を
励
ま
し
。

勇
気
づ
け
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
と
き
遺
族
は
新

し
い
自
己
同
一
性
を
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
世
で
の
人
の
役
に
立

つ
仕
事
を
す
る
こ
と
が
死
者
の
心
に
寄
り
添

う
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る

こ
と
に
な
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

死
別
の
喪
失
悲
嘆

に
お
い
て

は
、
そ
の
遺
族
の
喪
失

の
と
ら
え
方
、
対
処

の
方
法
、
喪
失
後

に
影
響
の
で
や
す

い
問
題
の
種
類
に
至

る
ま
で
、
そ
の
民

族

の
も
つ
文
化

や
伝
統
、
生
活
習
慣
、
死
生
観
な
ど
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
欧
米
の
死
別
研

究
の
結
果
を
日
本
で
そ
の
ま
ま
取
り
込
む
こ
と

が
で
き

る
か
ど

う
か
は
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
人

に

は
そ

の
風
土
、
歴
史
、
宗
教
的
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
た
独

特
の
死
生
観
。
死

者
理
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
波
平
恵
美
子
は
『
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
』
で

「
か
つ
て
多
く
の
日
本
人
た
ち
は
…
…
人
は
死
ん
で
も
「
死
者
」
と
し
て
存

在
す

る
こ
と

を
信
じ
て

い
た
。
残
さ
れ

た
人
ぴ
と
は
死

者
と
何
ら

か
の
関

係

を
持
ち
う
る
し
、
ま
た
、
残
さ
れ
た
者
が
望
ま
な
く
て
も
、
死
者
の
側
か
ら

主
体
的
に
生
者
に
対
し
て
働
き
か
け
う
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
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日

本
人
の
死

の
観
念
は
死

者
の
観
念
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
人

の
「
死

の
文

化
」

は
、
「
死

者
を
想
定
す

る
文
化
」
で
あ
る
と
記
し
て

い
る
。

古

来
、
葬
送
儀
礼

は
遺
さ
れ
た
者
が
死
者

の
た

め
、
死
者
の
霊
魂
を
こ
の

世

か
ら
あ
の
世

（
他
界
）
　へ
送
り
出
す

た
め
に
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
れ
と
同

時

に
、
遺
さ
れ
た
生
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
服
喪
儀
礼
に
よ

っ
て
死
別
の
悲
し
み

を
和

ら
げ
て
き

た
。

仏
教
行

事
と
結
び
つ
い
た
枕
行

に
始
ま
り
、
初
七
日
、

年
忌

供
養
、
お
盆

、
精
霊

流
し
、
水
子
供
養
と
い

っ
た
死
者
供
養
は
、
日
本

人

の
伝

統
的
死
生

観
に
基

づ
く
悲
哀
の
仕
事
で
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本

で

は
「
先
祖

と
子
孫
」
と

い
う
関

係
に
よ

っ
て
、
死
ん
で
い

っ
た
死

者
と
生

者
と

の
結
び
つ
き

が
捉
え
ら
れ

。
い
の
ち
の
営
み
の
連
続
性
が
意
識
さ
れ
て

き

た
。
し

か
し
、
現
代
日
本
で

は
死
者
供
養
、
葬
送
儀
礼
が
形

骸
化
し
つ
つ

あ

る
ば
か
り
か
、
「
死
者
の

送
り
先
で
あ
る
他
界
」
や

「
草
葉
の
陰
で
見

守

る
先
祖
」
と

い
っ
た
観
念
が
消
失
し
つ
つ
あ
り
、
死

者
の
存
在
そ
の
も
の
が

希
薄
化
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
柳
田
国
男
が
「
別
れ
の
悲
し
み
は
先
祖
た

ち
の
世

に
比

べ
る
と
、
更

に
何
層
倍

か
痛
切
な
も
の
に
な
っ
て
居

る
の
で
あ

る
」
と
予
感
し
た
ご
と
く
、
我
々
は
ま
さ
に
新
た
な
グ
リ
ー
プ
ヶ
ア
が
必
要

な
時
代
、
悲
嘆
回
復

が
困
難

な
時
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
回
復
が
「
死
者
と
生
者
の
再
統
合
」
に
お
い

て
可
能
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
悲
哀
と

い
う
自
己
矛

盾
的
な
構

造
を
も
つ
絶
対

無
の
場
所
、
生
死
を
超
え

る
実
存
協
同
と
い
う
京
都
学
派

に
お
け

る
死

を
内

包
す
る
形
而
上
学
的
概
念
は
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
と
っ
て
魅
力
的
な
宗
教
哲
学

的
概
念
で
あ

る
と

い
え
る
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

日
本

に
お
け

る
効
果

的

な
遺
族
ケ
ア
に
は
心
理
学
的
、
精
神
医
学
的
な
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
方
法
の
充

実
、
日
本
人
の
死
生
観
の
宗
教
哲
学
的
考
察
に
加
え
て
、
伝
統
的
な
葬
送
儀

礼
、
死

者
供
養
の
も
つ

意
義
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
。

（

―

）
　

さ

ま

ざ

ま

な

グ

リ

ー

フ

ケ

ア

に

閧

す

る

文

献

で

は

、

死

別

後

の

心

理

状

態

を

示
す
用
語
で
あ
る
「
悲
愛
（
m
o
u
r
n
i
n
g
）
」
と
「
悲
嘆
（
ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｆ
）
」
の
使
用
法

に

混

乱

が

見

ら

れ

る

。

心

理

学

上

は

「

悲

哀

（

喪

）
」

を

対

象

喪

失

後

の

一

連

の

心

理

過

程

、

「

悲

嘆

」

を

そ

の

心

理

過

程

に

お

け

る

情

緒

的

な

体

験

や

表

出

（

反

応

）

と

い

う

区

別

を

す

る

よ

う

で

あ

る

。

し

か

し

、

本

稿

で

も

引

用

の

都

合

上

も

あ

っ

て

、

こ

れ

ら

を

ほ

ぽ

同

一

の

心

理

状

態

、

心

理

反

応

を

示

す

用

語

と

し

て

区

別

せ

ず

に

使

用

す

る

。

（

２

）
　

Ｓ
ｉｇ

ｍ

ｍ

ｕ
ｎ

ｄ

　

Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ

，

ヨ

ヨ

ｅ
ｌ
ｔ
ｅ

　

Ｗ

ｅ
ｒ
ｋ
ｅ

，
　

Ｗ

ｅ
ｒ
ｋ
ｅ

 

ａ
ｕ
ｓ
　

ｄ
ｅ
ｎ

Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ

　
１
９
１
３
-

１
９
１
７

，
　
Ｓ

．
　
Ｆ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ

　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ

，
　
１
９
４
６

，
　
Ｓ

．
　
４
２
８
-

９
．

（

３

）

Ｓ
．
　
４
３
０

．

（

４

）
　

Ｓ
．
　
４
４
５

．

引

用

部

の

記

述

は

「

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

の

仕

事

」

と

「

悲

哀

の

仕

事

」

の

類

似

性

を

語

っ

て

い

る

が

た

め

に

、

喪

失

対

象

に

対

す

る

態

度

に

は

よ

り

否

定

的

な

記

述

に

な

っ

て

い

る

。

（

５

）
　

①

三

三

一

貫

、

西

田

の

引

用

は

新

版

の

「

酉

田

幾

多

郎

全

集

」

の

巻

数

と

頁

を

示

す

。

（
６
）
　
■
三
五
八
頁
。
フ
ロ
イ
ト
も
晩
年
に
同
じ
よ
う
な
手
紙
を
杳
い
て
い
る
。

（

７

）
　

①

三

三

一

貫

。

（

８

）
　

①

三

三

四

一

五

頁

。

（
９
）
　
小
高
康
正
「
悲
哀
と
物
語
―
喪
の
仕
事
に
お
け
る
死
者
と
の
関
係
」
、
平
山

正
美
編
著
『
死
別
の
悲
し
み
に
寄
り
添
う
』
聖
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八

年
、
一
一
九
―
二
○
五
頁
参
照
。
参
照
部
分
に
は
、
現
代
の
心
理
療
法
に
お
け

る

死

別

者

と

死

者

と

の

関

係

理

解

が

明

解

に

紹

介

さ

れ

て

い

る

。
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（

1 0
）
　
マ
イ
ケ
ル
ー
ホ
ワ
イ
ト
「
再
会
―
悲
哀
の
解
決
に
お
け
る
失
わ
れ
た
関
係
の

取
り
込
み
―
」
、
シ
ェ
リ
ル
・
ホ
ワ
イ
ト
、
デ
ェ
ヴ
ィ
ド
・
デ
ン
ポ
ロ
ウ
編
、

小
森
康
永
監
訳
「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ
ピ
ー
の
実
践
』
金
剛
出
版
、
二
〇
〇
〇

年

、

二

八

頁

。

Ｍ

ｉ
ｌｔ
ｏ

ｎ

　
Ｍ

ｙ

ｅ

ｒ
ｈ

ｏ

ｆ
ｆ
　
；
　
Ｌ

ｉ
ｆ
ｅ

　

ｈ

ｉｓ

ｔ
ｏ
ｒ

ｙ

　
ａ
ｍ

ｏ
ｎ

ｇ

　
ｔ
ｈ
ｅ

　
ｅ

ｌ
ｄ
ｅ

ｒ
-

ｌ
ｙ

，
　
：
Ｐ
ｅ
ｒ
ｆ
ｏ
ｒ
m
m
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
，
　
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｂ
ｉ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｎ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｎ
ｇ

，

１
９
８
２
,
　
ｐ

．
１

１
１

．

か

ら

の

引

用

。

（
1
1

）
　

Ｌ

・

ヘ

ッ

キ

、

Ｊ

・

ウ

ィ

ン

ス

レ

ド

著

、

小

森

康

永

、

石

井

千

賀

子

、

奥

野

光
訳
『
人
生
の
り
Ｉ
メ
ン
パ
リ
ン
グ
』
金
剛
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
二
二
頁
。

（

1 2
）
　
末
木
文
美
士
『
他
者
／
死
者
／
私
―
哲
学
と
宗
教
の
レ
ッ
ス
ン
―
』
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
七
年
、
五
三
～
七
七
頁
。

（

1 3
）
　
田
辺
元
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
。
『
田
辺
元
全
集
第
一
三
巻
』
筑

摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
五
八
〇
頁

（
1
4
）
　
〈
生
死
交
徹
的
自
他
相
入
の
交
互
態
〉
の
具
体
例
と
し
て
は
、
〈
聖
徒
の
交
わ

り

〉

と

い

う

キ

リ

ス

ト

教

的

な

実

存

協

同

な

表

象

に

勝

る

も

の

と

し

て

、

碧

巌

集

第

五

五

則

と

伝

え

ら

れ

る

公

案

「

道

悟

漸

源

一

家

弔

意

」

に

お

い

て

示

さ

れ

た
生
者
と
死
者
の
交
流
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
田
辺
元
「
メ
メ
ン
ト
・

モ
リ
」
。
『
田
辺
元
全
集
第
一
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
一
六
八
頁
以

下

参

照

）

（

1 5

）
　

同

右

、

五

七

五

頁

。

（
1
6
）
　
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子
、
『
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子
往
復
書
簡
』
岩
波
書
店
、

二

〇

〇

二

年

、

三

三

四

頁

。

（

1 7
）
　
西
谷
啓
治
「
田
辺
哲
学
に
つ
い
て
」
、
『
西
谷
啓
治
全
集
第
九
巻
』
創
文
社
、

一

九

八

七

年

、

二

八

四

～

五

頁

（

1
8
）
　
平
山
正
美
編
『
生
と
死
の
看
護
論
』
メ
ジ
カ
ル
フ
レ
ン
ド
社
、
二
二
頁
。

（
1
9
）
　
波
平
恵
美
子
『
日
本
人
の
死
の
か
た
ち
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一

三

頁

。

（
2
0
）
　
柳
田
国
男
「
先
祖
の
話
」
『
柳
田
国
男
全
集
第
一
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九

九
〇
年
、
一
八
四
頁
。

（
あ
さ
み
・
ひ
ろ
し
、
宗
教
哲
学
・
医

療
倫
理
、

石
川
県
立
看
護
大
学
教
授
）
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