
〈

特
集
「
東
西
の
死

生
観
」
２

〉

キ
リ
ス
ト
教

の
立
場

か
ら

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
デ
ー
ケ
ン

《
は
じ
め
に
》

キ

リ

ス
ト

教

世

界

の

死

生

観

に

お

い
て

も

、

時

代

、

地

域

、

社

会

情

勢

の

変

遷

に

つ
れ

て

、

様

々
な

変

化

が

見

ら

れ

る
。

特

に
物

質

文

明

優

位

の
現

代

社

会

の
風

潮

の
中

で

、
人

間

ら
し

い

死

を

全

う

す

る
こ

と

の

難

し

さ

は

、
す

べ
て

の
人

の
痛

感

す

る
所

で

あ

ろ
う

。

キ

リ

ス

ト
教

の

立
場

か

ら

、
現

代

の
死

生

観

を

考

察

す

る

に

当

た

り

、
特

に
日

本

に
於

け

る

「
死

へ

の

準

備
教

育

」

の

普

及

を

念

願

し

、

長

年

提

唱

し

続

け

て

い

る
私

の

観

点

か

ら

、
以

下

、

七
つ

の

ポ
イ

ン

ト
を

選

ん
で

述

べ
る

。

（
１
）
　
ア
ル
ス
・
モ
リ
エ
ン
デ
ィ
ヘ
の
回
帰

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
特
徴
づ
け
る
思
想
の
一
つ
は
、
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ

（
ｍ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔｏ
　
m
oｒ
ｉ
=
汝

死

す

べ
き

こ

と

を

憶

え

よ
）

と

い

う

モ

ッ
ト

ー
で
表

わ
さ
れ
る
。
中
世
に
於
け
る
「
死
」
は
、
ア
ル
ス
・
モ
リ
エ
ン
デ
ィ
（
ａ
ｒ
ｓ

m
oｒ
ｉｅｎ
ｄ
ｉ
=
死

の
芸

術
）
と
し
て
、
生
涯
を

か
け
て
努
力

し
、
磨
き
上

げ

る

べ
き
対
象
で
あ

っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
生
命
体

に
と

っ
て
、
死

は
唯
一
絶
対

の
普
遍
的
現
象
で

あ
る
。

こ
の
世
に
生
を
享
け

た
以
上

、
死

は
誰
に
で

も
確
実

に
訪
れ
る
。
た
だ
そ
の

時
期
だ
け

は
何
人
も
関
知
し
得
な
い
。
人
間
を
全
体
像
と
し
て
捉
え
る
上
で

、

こ

の
生
涯

の
同
伴
者
で
あ
る
死
へ
の
正
し
い
認
識
は
、
何

に
も
増
し
て
不
可

欠
で
あ

る
と
言
え

よ
う
。

し
か
し
、
二
十
世
紀

に
入

っ
て
進
行

し
た
死

の
タ
ブ

ー
化

は
、
私

た
ち
の

思

考
か
ら
死

へ
の
意
識

を
抑
圧
し
て
し
ま

っ
た
。
こ

の
現
象

は
一
見
生
を
強

調
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
実
は
死

を
抑
圧

す
る
と
同
時
に
、

生
の
意
識
を
も
衰
弱
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
社
会

に
お
け

る
生
の
衰
弱
は
、
次
の
三
点
か
ら
も
明
瞭

に
う
か
が
え
る
。



第

一

は

、
思

考

の
貧

困

化

で

あ

る

。

長

い
人

類

の
精

神

史

を

通

じ

て

、
死

へ

の
考

察

は

、
常

に
創

造

的
思

考

に
強

力

な

刺

激

を
与

え

続
け

て

き

た

。
死

へ

の
思

索

は
、

平

凡

な

日

常
生

活

を
超

え

る

、

生

と
死

の
神

秘

、

人

生

の
意

義

な
ど

、

人

間

の
本

質

的

な
問

題

に
多

様

な

ア

プ

ロ
ー

チ
を

示

し

て

い

る

。

こ

の
人

間

存

在

の

根
源

に
対

す

る
問

い
掛

け

を

タ

ブ

ー
視

し

た

こ

と

は

、
そ

の

後

の
思

想

の

展
開

を

著

し
く

阻

害

し

て

し

ま

っ

た
の

で

は

な

い

だ

ろ
う

か

。

第

二

に

、
時

間

意

識

の
希

薄

化

が

挙

げ

ら
れ

る

。
死

へ
の

意
識

に

は
、

人

生

が

限

ら

れ

た
も

の
で

あ

る
こ

と

を

自

覚

さ

せ

、

時

間

の

貴

重
さ

を

悟

ら

せ

る

積
極

的

な
意

義

が
あ

る

。

死

を

タ
ブ

ー
化

し

た
結

果

、
私

た
ち

現

代

人

は

、

自
分
の
人
生
の
有
限
性
を
直
視
す
る
こ
と
を
忘
れ
、
毎
日
を
た
だ
眼
の
前
の

雑

事

に
空

費

す

る

状

態

に

追

い
込

ま

れ

て

い

る

よ

う

に
見

受

け

ら

れ

る

。

第
三
に
は
、
こ
う
し
た
風
潮
に
よ
っ
て
「
デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（
ｄ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ
　ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
＝
死

へ

の
準

備

教

育

）
」

が
欠

如

し
て

し

ま

っ
た

こ

と

で

あ

る
。

今

世

紀

に

入

っ
て
過

熱

し

た
死

の

タ

ブ

ー
化

の

影

響

で

、
「
死

を

忘

れ
よ
」
「
死
を
思
う
べ
か
ら
ず
」
と
言
っ
た
悪
習
が
は
び
こ
り
、
現
代
人
は

死

へ
の

意

識

と
表

裏

一
体

で
あ

る
生

そ

の
も

の
を

衰

弱

さ

せ

て

し

ま

っ
た

。

今

よ

う

や

く

、

限

り
あ

る
人

生

を

有

意

義

に
過

ご

し
、

死

へ
の

心

構

え

を

学

ぶ

こ
と

に

よ

っ
て

、

そ

の

人

に

ふ

さ

わ

し

い

死

を

準
備

す

る

必
要

性

が

、

世

界

中

で
再

考

さ

れ

つ
つ

あ

る
。

欧

米

で

は
、

こ

の

十
数

年

来

「
死

へ

の

準

備
教
育
」
の
機
運
が
一
段
と
高
ま
っ
て
き
た
。

現
在
ア
メ
リ
カ
で
は
小
学
校
か
ら
デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
る
。
私
の
母
国
西
ド
イ
ツ
で
は
、
国
・
公
立
の
中
・

高
校
で
週
二
時
間
の
宗
教
の
授

業
の
枠
内
で
「
死
へ
の
準
備
教
育
」
が
行

わ

れ
、
そ

の
た
め
の
教
科
書

も
た
く
さ

ん
出
版
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の
授
業
は
、

も
し
両
親
が
望
ま
な
け
れ
ば

、
子
供

は
こ
れ
を
受
け
な
く
て
も
よ
い
。
ま
た
、

十
四
歳
以
上
の
生
徒
は
、
自
身

の
判
断
で
こ
の
授
業
を
辞
退
す
る
こ
と

も
で

き

る
。
し
か
し
、
ほ
と

ん
ど

の
生
徒
は
こ
の
授
業
に
出
席
し
て
お
り
、
大
部

分

の
学
校
で
は
、
生
徒
の
家
庭
の
信
仰
に
従
っ
て

、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
に
ク
ラ
ス
が
編
成
さ
れ
て

い
る
。

も
ち
ろ
ん
「
死
」
と

い
う
テ

ー
マ
は
、
そ
う
し
た
宗
派
の
違
い
な
ど
に
左

右
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
教
師
は
、
哲
学
、
医
学
、
心
理
学
、
文
学
、
宗

教
な
ど
、
多
様

な
学
際
的
立
場
か
ら
こ

れ
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
。
こ
れ

は
生

徒
達
に
特
定
の
死
生
観
を
押
し
つ
け

る
の
で

は
な
く
、
生
と
死

に
関
す
る
自

立
し

た
思
考
を
促
す
指
導
が
必
要

だ
と
い
う
見
地
か
ら
で

あ
る
。

私
は
自
分
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
と
し
て
、
日
本
で
も
「
死
へ
の
準
備
教

育
」

が
、
一
日
も
早
く
、
生
涯
教

育
と
し
て
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
切
望
し
て

い
る
。

死

の
意
義
の
探
求
は
、
そ
の
ま
ま
生
の
意
義

を
深
め
る
道
で
も
あ
る
。
そ

こ
で

ま
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
的
死

生
観
探
究

の
原
点
の
一

つ
と
し
て
、
こ
の
ア

ル
ス
・
モ
リ
エ
ン
デ
ィ
の
再
考
を
促
し
た
い
と
考
え
る
。

（
２

）
　
自
分

自
身

の
死

を

全

う
す

る
課

題

人
間
と
し
て

の
「
死
」
と

は
、
能
動
的
に
達
成
す
べ
き
課
題
で

あ
る
。
単

に
運
命
を
受
動
的

に
甘
受
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
語
で
「
死

ぬ
」
と

い



う

動

詞

は

一

つ

で

あ

る

が

、

ド

イ

ツ

語

で

は

ｖ

ｅ
ｒ

ｅ

ｎ

ｄ
ｅ

ｎ

と

ｓ

ｔ
ｅ

ｒ

ｂ

ｅ
ｎ

の

二

つ

に

区

別

す

る

。

前

者

は

、

死

に

近

づ

く

に

つ

れ

て

、

精

神

的

・

肉

体

的

能

力

が

共

に

衰

え

て

、

そ

の

ま

ま

終

わ

っ

て

し

ま

う

、

い

わ

ば

動

物

的

な

死

を

意

味

す

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、

後

者

は

、

た

と

え

肉

体

は

衰

弱

し

て

も

精

神

的

・

人

格

的

に

成

長

を

続

け

、

人

間

全

体

と

し

て

は

上

昇

の

プ

ロ

セ

ス

の

う

ち

に

死

に

到

る

、

人

間

ら

し

い

尊

厳

に

満

ち

た

死

を

表

わ

す

。

人

間

の

死

は

決

し

て

ｖ

ｅ

ｒ
ｅ
ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

と

は

表

現

し

な

い

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

人

間

的

な

死

の

ド

ラ

マ

の

主

人

公

は

、

あ

く

ま

で

も

、

主

体

性

を

持

つ

患

者

本

人

で

あ

る

。

医

師

は

、

そ

の

主

人

公

の

独

創

的

な

幕

切

れ

ま

で

を

支

え

る

、

脇

役

の

一

人

に

過

ぎ

な

い

。

私

た

ち

が

自

分

な

り

の

生

を

全

う

す

る

と

い

う

の

は

、

そ

の

ま

ま

自

分

な

り

の

死

を

全

う

す

る

こ

と

に

他

な

ら

な

い

。

こ

こ

で

、

こ

の

数

十

年

来

、

カ

ト

リ

ッ

ク

の

哲

学

者

や

神

学

者

の

側

か

ら

強

調

さ

れ

て

い

る

、

死

を

人

間

の

一

つ

の

能

動

的

行

為

と

す

る

解

釈

に

言

及

し

て

お

き

た

い

。

こ

の

解

釈

は

「

最

終

的

決

断

と

し

て

の

死

（

独

＝

Ｅ

ｎ

ｄ
ｅ

ｎ

ｔ
-

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｈ
ｙ
ｐ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｓ
ｅ
,
 
英
＝
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
,
 
ま
た
は

ｄ
ｅ
ａ
ｔ
ｈ
　
ａ
ｓ
　
ｆ
ｉ
ｎ
ａ
ｌ
　
ｄ
ｅ
ｃ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
」
と
呼
ば
れ
る
。
提
唱
者
と
し
て
は
、
　
Ｋ
ａ
ｒ
ｌ

Ｒ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
ｒ
,
　
Ｌ
ａ
ｄ
ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
　
Ｂ
ｏ
ｒ
ｏ
ｓ
,
　
Ｊ
ｏ
ｓ
ｅ
ｆ
　
Ｐ
ｉ
ｅ
ｐ
ｅ
ｒ
,
　
Ｒ
ｏ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｒ
ｏ
ｉ
ｓ
ｆ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
,

Ｐ
ａ
ｌ
ｅ
ｍ
ｏ
ｎ
　
Ｇ
ｌ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｕ
ｘ
,
　
Ｌ
ｕ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｒ
ｏ
ｕ
ｒ
ｅ
 
ら
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
解

釈

は

、

安

楽

死

と

は

何

の

関

係

も

な

く

、

む

し

ろ

、

死

ぬ

こ

と

に

対

す

る

自

覚

的

な

内

面

的

態

度

に

か

か

わ

っ

て

く

る

も

の

で

あ

る

。

こ
の
中
か
ら
、
ラ
ー
ナ
ー
（
Ｒ
ａ
ｈ
ｎ
ｅ
ｒ

，

Ｋ
ａ
ｒ
ｌ
）
と
ボ
ロ
ス
（
Ｂ
ｏ
ｒ
ｏ
ｓ

，

Ｌ
a
d
i
s

-

l
ａ
ｕ
ｓ

）

の

説

を

簡

単

に

紹

介

し

て

お

く

。

ラ

ー

ナ

ー

は

、

死

を

称

し

て

「

人

間
の
最
高
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
行
為
に
お
い
て
、
人
間
は
自
由
意
志
を
も

っ

て

、

自

己

の

存

在

を

全

的

に

完

成

す

る

」

と

言

う

。

ボ

ロ

ス

は

、

彼

の

『

最

終

的

決

断

と

し

て

の

仮

説

』

の

中

で

、

死

を

、

人

生

に

お

け

る

最

高

に

し

て

最

も

個

性

的

な

行

為

で

あ

る

と

形

容

し

て

い

る

。

こ

の

「

最

終

的

決

断

と

し

て

の

死

」

と

い

う

の

は

、

人

間

は

現

世

の

生

に

お

い

て

、

本

質

的

に

様

々

な

制

限

を

受

け

て

い

る

が

、

死

の

瞬

間

に

初

め

て

自

己

自

身

に

対

す

る

完

全

な

支

配

力

を

獲

得

し

、

自

己

の

意

志

力

、

認

識

能

力

、

愛

の

力

を

完

全

に

実

現

す

る

こ

と

が

で

き

る

、

と

説

く

も

の

で

あ

る

。

ボ

ロ

ス

に

よ

れ

ば

、

人

間

が

死

に

お

い

て

完

成

す

る

も

の

は

、

そ

の

人

の

生

涯

で

果

た

し

た

最

大

の

業

績

よ

り

も

遥

か

に

重

要

な

価

値

が

あ

り

、

死

ぬ

こ

と

は

、

そ

の

個

人

に

と

っ

て

、

初

め

て

の

全

人

格

を

包

括

す

る

行

為

で

あ

る

と

い

う

。

ボ
ロ
ス
は
こ
の
説
を
、
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
，
　
Ｍ
ａ
ｕ
ｒ
ｉ
ｃ
ｅ
　
Ｂ
ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｌ
，
　
Ｊ
ｏ
ｓ
ｅ
ｐ
ｈ

Ｍ

ａ
ｒ
ｅ
ｃ
ｈ
ａ

ｌ
，
　

Ｇ

ａ
ｂ
ｒ
ｉ
ｅ
ｌ
　
Ｍ

ａ
ｒ
ｃ
ｅ
ｌ

ら

の

哲

学

を

基

礎

と

し

て

築

い

て

い

る

が

、

ま

だ

仮

説

の

域

を

脱

し

て

い

な

い

。

し

か

し

、

意

識

的

に

死

を

迎

え

る

こ

と

、

そ

し

て

、

死

ぬ

こ

と

自

体

が

人

間

の

自

由

へ

の

挑

戦

で

あ

る

と

す

る

こ

の

解

釈

は

、

死

と

い

う

現

象

に

全

く

新

し

い

意

味

を

与

え

る

も

の

と

し

て

、

多

く

の

人

の

注

目

を

集

め

て

い

る

。

自

覚

し

て

死

を

準

備

し

、

こ

の

よ

う

な

「

最

終

的

決

断

」

を

通

じ

て

、

死

ぬ

こ

と

を

、

自

己

意

識

、

自

由

、

神

と

の

出

会

い

、

そ

し

て

、

自

己

決

定

を

実

現

す

る

た

め

の

最

高

の

場

で

あ

る

と

考

え

る

こ

と

は

、

キ

リ

ス

ト

教

的

死

生

観

を

基

盤

と

す

る

多

く

の

人

た

ち

に

、

勇

気



と
希
望
を
与
え
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
た
自
己
決
定
を
実
現
す

る
た
め
に

は
、
ま
ず
末
期
患
者
と

、
周
囲

の
人

達
と

の
率
直
な

コ
ミ

ご
Ｉ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
須
条
件
と

な
る
。
自
分

の

置

か
れ
た
状
況
を
正
し
く
把
握
で
き
な
か

っ
た
な
ら
、
自
分
自
身

の
死

を
直

視
し
て
、
こ
れ
を
全
う
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
癌
告
知

の
意
義
も
必
然
的
に
認

識
さ
れ
る
。

か
つ
て
、
癌

患
者

へ
の
病
名

告
知

は
、
世
界
的

に
タ
ブ

ー
視
さ
れ
て
い
た
。

癌
告
知
は
患
者

を
絶
望
さ
せ

、
生
き

る
意
欲
を
奪
う
悪

結
果

を
招
く
だ
け

だ

と
信

じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
十
年
余

り
で

、
こ

の

問
題

を
取
り
巻
く
状
況

は
大
き
な
変
化
を
見
せ
た
。

ア

メ
リ
カ
に
お
け

る
一
九

六
一
年

の
医
師

へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果

で
、
そ
の
九
〇
％

は
癌
患
者

に
真
実

を
知
ら
せ
な
い
と
答
え
た
が
、
一

九
七

七
年
に
は
同
じ
よ
う
な
調
査

に
医
師

の
九
七
％
が
病
名
を
告
知

す
る
と
回

答

し
て

い
る
。
告
知
が
望
ま
し
い
と
す
る
主
張
の
根
拠
と
し
て

は
、
次
の
四

点

が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
　

真
実
を
知
る
こ
と
は
、
人
格
の
尊
厳
と
価
値
に
関

わ
る
基
本
的
人
権

で
あ
る
。
患
者
の
こ
の
権
利
に
対

応
し
て

、
医

師
は
告
知

の
義
務
を
負
う
。

②
　

真
実
を
告
げ
る
こ
と

は
、
医

師
と

患
者
と

の
信
頼
関
係
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
で

あ
る
。

③
　

患
者
が
自
分
の
病
状
に
つ
い
て
、
絶
え
ず
不
信
と
疑
惑

を
感

じ
な
が

ら
過
ご
す
の
は
、
心
理
的
に
も
好
ま
し
く
な
い
。

④
　
残
り
少
な
い
人

生
を
、
充
実
し
た
密
度

の
濃
い
も
の
と
す
る
た
め
に

は

、

患

者

が

自

分

自

身

の

死

期

に

つ

い

て

知

る

こ

と

が

不

可

欠

で

あ

る

。

医

師

の

態

度

が

、

病

名

告

知

へ

百

八

十

度

転

換

し

た

陰

に

は

、

末

期

患

者

や

そ

の

家

族

と

医

療

関

係

者

と

の

間

で

、

率

直

な

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

い

か

に

大

切

か

と

い

う

認

識

が

深

ま

っ

た

こ

と

も

大

き

く

作

用

し

て

い

る

。

人

間

は

誰

で

も

、

嬉

し

い

時

に

は

そ

の

喜

び

を

分

か

ち

合

い

た

い

し

、

苦

し

い

時

に

は

な

お

、

そ

の

苦

し

み

を

聴

い

て

く

れ

る

人

が

欲

し

い

も

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

関

し

て

は

、

ド

イ

ツ

語

に

美

し

い

こ

と

わ

ざ

が

あ

る

。

「

Ｇ

ｅ
-

ｔ
ｅ
i
l
t
ｅ
　
F
ｒ
ｅ
ｕ
ａ
ｅ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
ｄ
ｏ
ｐ
ｐ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ
ｅ

，
　
ｇ

ｅ

ｔ
ｅ

ｉ
ｌ
ｔ

ｅ

ｓ

　
Ｌ

ｅ

ｉ
ｄ

　
ｉ

ｓ

ｔ

　
ｈ

ａ

ｌ
ｂ

ｅ
ｓ

　
Ｌ

ｅ

ｉ
ｄ

．

（

共

に

喜

ぶ

の

は

二

倍

の

喜

び

、

共

に

苦

し

む

の

は

半

分

の

苦

し

み

）

」

。

私

は

特

に

、

こ

の

後

半

を

、

癌

告

知

後

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

に

当

て

は

め

た

い

。

周

囲

の

人

達

と

暖

か

い

信

頼

関

係

が

保

て

れ

ば

、

告

知

後

の

様

様

な

苦

悩

も

少

し

は

和

ら

ぐ

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

勿

論

、

病

名

を

告

知

す

る

こ

と

よ

り

も

、

そ

の

ア

フ

タ

ー

・

ケ

ア

の

方

が

よ

り

重

要

で

あ

る

こ

と

は

論

ず

る

ま

で

も

な

い

。

昨

今

は

医

学

の

進

歩

に

よ

り

「

癌

＝

死

」

と

い

う

イ

メ

ー

ジ

は

か

な

り

拭

わ

れ

っ

つ

あ

る

。

し

か

し

、

癌

は

や

は

り

人

生

の

一

つ

の

大

き

な

挑

戦

で

あ

る

。

挑

戦

さ

れ

た

以

上

、

こ

れ

に

積

極

的

に

応

戦

す

る

こ

と

は

、

自

分

自

身

の

人

生

を

最

後

ま

で

よ

り

良

く

生

き

抜

く

証

し

で

も

あ

る

と

言

え

よ

う

。

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
映
画
ス
タ
ー
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ン
は
癌
告
知

を

受

け

て

か

ら

、

友

人

、

知

人

に

懸

命

に

呼

び

掛

け

て

莫

大

な

寄

付

を

集

め

た

。

こ

れ

を

基

金

に

し

て

、

彼

の

死

後

、

ロ

サ

ン

ゼ

ル

ス

に

癌

研

究

所

が

作

ら

れ

、

そ

の

後

の

癌

研

究

に

大

き

く

貢

献

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

癌

告



知

を
人
生

の
挑
戦
と
し
て
受
け
止

め
て

、
限
ら
れ
た
日

々
を
有
意
義

に
過
ご

し

た
例

は
枚
挙

に
暇
が
な
い
。

医
療
担
当
者

の
側
と
し
て
は
、
医

療
の
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
無
力

感

に
苛
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
患
者
の
主
体
性
に
基
盤

を
置

き
、
そ
の
苦
悩

を
共
有
し
つ
つ
、
総
体
的
援
助
を
与
え
る
方
法

を
模
索
す

る

こ
と
が
、
今
後

の
医
療

に
と

っ
て
の
大
き
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
３

）
　
生

命

の
量

と
質

最
近

の
医
療
技
術
の
進
歩

は
、
私

た
ち
に
単

な
る
肉
体
的
延
命
だ
け
を
重

視
さ
せ

る
傾
向
を
生
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
か
ら
は
延
命
と
い
う

時
、
肉
体
的
生
命
の
延
長

だ
け
で

な
く

、
心
理
的

、
社
会
的
、
文

化
的
な
面

で

の
生
命

の
延
長
も
合
わ
せ
て
考
え

る
必
要

が
あ
る
。

人
間

に
と

っ
て

は
、
生
き
る
喜

び
や

生
活

へ
の
意
欲

が
、
心
理
的
に
延
命

へ
の
希

望
を
持
続

さ
せ
る
。
ま
た
人
間

は
社
会
的
生
物
で

あ
り
、
こ
の
面
で

の
自
己

価
値
を
喪
失
す
る
と
、
存
在
意
義
ま
で
見
失
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ

る
。
治
療
の
た
め
の
機
能

の
み
を
優
先
す

る
病
院
の
環
境
は
、
文
化
的

な
潤

い
に
欠
け
、
肉
体
的
な
死

の
以

前

に
文
化
的

な
死

を
招
く
。
こ
の
生
命

の
四

つ
の
側
面
か
ら
の
、
い

わ
ば
、
人
間
と
し
て

の
総
体
的
延
命
を
図
る
こ
と

が
、

現
在
の
医
療
に
と
っ
て

の
急
務
で

は
な
い

だ
ろ
う

か
。

様

々
な
チ
ュ

ー
ブ
に
つ

な
が
れ

、
機
器

の
数
値

に
よ

っ
て
生
命
の
終

わ
り

を
計
ら

れ
る
「
死

」
は
、
人
間
と

し
て

の
「
生
」

を
全
う
す
る
こ
と
で

は
な

い
。
生
命
の
量
と
共
に
そ
の
質

を
考
え
直

し
、
真

弓

バ
ラ

ン
ス
の
取

れ
た
延

命

の

あ

り

方

を

望

み

た

い
。

人

生

の

意

義

は
長

さ

の
み

で

測

る
こ

と

は

で

き

な
い

。

死

を

前

に

し

た
時

よ
り

本

質

的

な

の

は
生

命

の

量

よ
り

も

そ

の

質

で

あ

る
。

死

の

絶

対
的

な
確

実

性

は
、

私

た

ち

に
様

々
な

価

値

の
相

対

化

を

も

た

ら

す
。

確

実

と

さ

れ

て

い

た
価

値

の

脆

さ

が
明

ら

か

に

な

り

、

よ
り

永

続

的

・
不

変

的

な

価

値

が

求

め

ら

れ

る
。

こ

れ

に
関

し

て

、
私

に

は
人

間

の
狂

気

と

愚

行

の

暗
黒

の
時

代

を
切

り

裂

く

光
明

の
よ

う

に
感

じ

ら

れ

る

、
二

人

の
実

例

が

思

い
浮

か
ぶ

。

そ

の

一

人

は

ド

イ

ツ

の
哲

学

者

ア

ル

フ

レ

ッ
ド

・

デ

ル
プ

（
Ａ
ｌｆｒ
ｅ
ｄ
　Ｄ
ｅ
ｌｐ
）
神

父

で

あ

る

。
反

ナ

チ
運

動

の

精

神
的

指

導
者

と

し
て

活

躍

し

、

三

七
歳

の
若

さ

で

処

刑

さ

れ

た
、

こ

の
創

造

的
人

物

は

、
人

生

の
意

味

を

長

さ

よ
り

も

質

で

測

っ

て

い

た

。

「
も

し

一
人

の
人

間

に

よ

っ
て

、

少

し
で

も
多

く

の

愛

と
平

和

、
光

と

真

実

が

世

に

も

た

ら
さ

れ

た
な

ら

、

そ

の

一

生

に

は

意

味

が

あ

っ

た

の

で

あ

る
」

と

い

う

デ

ル

プ
神

父

の

著

作

の

一

節

は

、

私

た

ち

に
生

き

が

い
と

は
何

か

を
改

め

て

問

い
掛

け

て

く

る

。

ま

た
同

じ

よ

う

に

、

キ

リ

ス

ト
教

に

お
け

る

「
愛

」

の
決

定

的

な
表

出

を
、

私
た
ち
は
コ
ル
ベ
神
父
の
死
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
の
第
二
次
世
界
大

腋

下

の
残

虐

な

ナ
チ

ス

の
強

制

収
容

所

ア

ウ

シ

ュ
ヴ

ィ

ッ

ツ

に

お
け

る

、

見

知

ら

ぬ
一

人

の

男

の

身
代

わ

り

と
し

て

の

コ

ル

ベ
神

父

の
餓

死

刑

室

入

り

は

、

何

を
意

味

し

て

い

る

の

で

あ

ろ

う

か

。

そ

の
崇

高

な

愛

は

「
人

が
そ

の

友

の

た

め

に
自

分

の
命

を

捨

て

る

こ

と

、

こ

れ

よ
り

も

大

き

な
愛

は
な

い

」
（

ヨ
ハ



ネ
福
音
書
一
五
章
一
三
節
）
と

い
う
イ

エ
ズ
ス
の
言

葉
の
具
現
で

あ

り
、
想
像

を
絶
す

る
悪

の
暴
力

に
対
す

る
、
愛
の
勝
利

の
奇
跡

を
私

た
ち
に
証
し
続
け

て
い

る
と
言
え
よ
う
。

（
４

）
　
末

期

患

者

と

そ

の

家

族

・

遺

族

へ

の

キ

リ

ス

ト

教

的

観

点

か
ら

の
具

体

的
援

助

（
Ａ
》
　
病
院
で

欧
米
の
ほ
と
ん
ど
の
病
院
に
は
チ
ャ
ペ
ル
が
あ
り
、

カ
ト
リ

ッ
ク
の
神
父

や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
が
、
常
時
チ
ャ
プ
レ
ン
（
病
院
付
き
神
父
・
牧

師
）
と

し
て
働

い
て

い
る
。
こ

れ
は
い
つ
も
一
番
苦
し

ん
で
い
る
人
の
側
に

い
て

、
そ

の
人

に
仕
え

る
の
が
、

キ
リ
ス
ト
者
の
真
の
あ
り
方
だ
か
ら
で

あ

る
。

キ
リ
ス
ト
に
学
び
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
、
キ
リ
ス
ト
に
従
っ
て

歩
も
う

と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
は
、
特
に
病
院
内
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場

に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
。

欧
米
で
は
、
こ
の
チ
ャ
プ
レ
ン
が
ケ
ア
・
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
、
患
者

や
そ
の
家
族
の
精
神
的
な
支
え
と
な
り
、
霊
的

に
導
く
役

割
を
担

っ
て
い

る
。

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
医
療
担
当
者
の
バ
ー
ン
・
ア
ウ
ト
の
予
防
に
も
積

極
的
な
援
助
を
与

え
て

い
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
で

は
、
苦
し
む
人

に
手

を
差
し
延

べ
る

の
は
、
神
父
の
最
も

大
切
な
使
命
で

あ
る
と

す
る
長

い
伝
統

が
あ
る
。
こ
の
た

め
病
者
へ
の
基
本

的
な
対
応
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
な
る
た
め
の
六
年
間

の
大
学
教

育
の
中
で
も

、
特

に
重
視
さ
れ
て
い
る
課
題

で
あ
る
。

西

ド
イ
ツ
に
は
さ
ら
に
、
専
任
チ
ャ
プ
レ
ン
志
望
者
の
た
め
の
「
病
院
チ

ャ
プ
レ
ン
養
成
セ
ン
タ
ー
」
が

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
あ
る
。
こ
れ
は
四

か
月

の
集
中
コ

ー
ス
で

、
各
専
門
分
野
の
講
師
に
よ
る
理
論
的
な
学
習
と

、
ハ
イ

デ
ル
ベ
ル
ク
大

学
医

学
部
付
属
病
院
で
の
実
地
訓
練
が
並
行
し
て
行

わ
れ
る
。

こ

の
セ
ン
タ
ー
か
ら
は
、
す
で
に
二
百
人
を
越
す
病
院
チ
ャ
プ
レ
ン
が
送

り
出

さ
れ
た
。
個

々
の
患
者
へ
の

ケ
ア
と
共

に
、
病
院
内
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
づ
く
り
も
チ
ャ
プ
レ
ン
の
重
要

な
仕
事
で
あ
る
。
司

牧
の
対

象
は
患
者
と

そ

の
家
族

だ
け
で

は
な
く
、
担
当

の
医
師
、
看
護
婦
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
ワ
ー

カ
ー
な
ど
医
療
チ

ー
ム
の
す
べ
て

の
人
に
及
ぶ
。
患
者
は
こ

う
し
た
家
庭
的

な
雰
囲
気

の
共
同
体
の
一
員

と
し
て
、
最
期
ま
で
暖

か
い
全
人
的
な
配
慮

に

包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
で
き
る
。

勿
論
、
日
本
と
西

ド
イ
ツ
で

は
、
宗
教
的
な
事
情

に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま
た
今
の
日
本
で

は
、
仏
教

に
対
し
て
葬
儀

宗
教

の
イ

メ
ー
ジ
が
強

い
た
め
、

僧
侶
の
出
入
り
を
嫌
う
病
院
も
あ
る
と
聞
く
の
は
、
真

に
残
念
な
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
ろ
そ
ろ
日
本
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教

が
協
力
し
て

、
こ
の

種
の
問
題

に
取

り
組
む
べ
き
時
運
が
熟
し
つ
つ
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

世
界

各
国
の
病
院
と

そ
こ
で

の
ケ
ア
の
実
態

を
比
較
、
考
察
す
る
中

か
ら
、

二

十
一
世

紀
に
向
か
う
日
本

に
ふ
さ
わ
し
い

ケ
ア
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
道

は
、
必
ず
拓

か
れ
る
と
信
じ
て
い
る
。

（
Ｂ
》
　
ホ
ス
ピ
ス
で

ホ
ス
ピ
ス
と

は
、
必
ず
し
も
建
物
や
設
備
を
指
す
言
葉
で

は
な
く
、
む
し

ろ

キ
リ
ス
ト
教
的
活
動
理
念
で

あ
る
。

ホ
ス
ピ
ス
は
、
主
と
し
て
末
期
癌

患



者

の

た

め

に
様

々

な
援

助

の
プ

ロ

グ

ラ

ム

を
提

供

す

る

。

そ

の

語

源

は

、

中

世

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

に

お
け

る

、
巡

礼

や
旅

行

者

た
ち

の
た

め

の

修

道

院

な

ど

の

宿

泊

施

設

（
ラ

テ

ン
語

の

ホ

ス

ピ

チ

ウ

ム
＝
ｈ
ｏ
ｓ
ｐ
ｉ
ｔ
ｉｕ
m
）

に

由
来

す

る

。

現

在

の
よ

う

な

意

味

で

の

使

わ

れ

方

は

比

較

的
新

し

い

が
、

概

念

そ

の
も

の

は

か

な

り
古

く

か

ら

あ

る

。

ホ

ス
ピ

ス

の
原

型

と

も

言

え

る
施

設

は
、

十

七
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
神
父
ヴ
ィ
ン
セ
ン
シ
オ
・
ア
・
パ
ウ
ロ
が
開
い
て

お

り
、

ま

た
彼

の

創

立

し

た
女

子

修

道

会

は

フ

ラ

ン

ス
中

に

ホ

ス

ピ

ス
を

広

め
て

い

る
。

十

九

世

紀

中

頃

ア

イ

ル
ラ

ン

ド

の

ダ

ブ
リ

ン

に
、

カ

ト
リ

ッ

ク

の
修

道

女

メ
ア

リ

ー
・

ア

イ

ゲ

ン

ヘ

ッ
ド

が
開

設

し

た

ホ

ス

ピ

ス

は
、

ア

ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
圏
で
は
最
古
の
も
の
と
言
え
る
。
彼
女
は
聖
ヨ
ゼ
フ
・
ホ

ス

ピ

ス

の
創

始

者

で

も

あ

る

。

こ

の

ホ

ス
ピ

ス

運
動

は

、

今

や

世
界

的

規
模

に
拡

が

り

、
現

在

イ

ギ
リ

ス

で
百
以
上
、
ア
メ
リ
カ
で
は
千
八
百
も
の
ホ
ス
ピ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー

ク

な
援

助

活

動

を

行

っ
て

い

る

。

こ

れ

ら

は
す

べ

て

、

キ

リ

ス

ト
教

精

神

に

基
づ
く
末
期
患
者
へ
の
総
体
的
ケ
ア
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
場
と
解
釈
し
て
良
い

と

考

え

る

。

次
に
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア
の
特
徴
を
二
つ
だ
け
述
べ
る
。
そ
の
最
も
際
立
つ

も

の

の

一

つ

は
、

異

な

る
分

野

の
専

門

家

が

共

同

で
看

護

に

あ

た

る

、

チ

ー

ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
、
霊
的
な
ど
多
面

的

な
末

期

患
者

の

ニ

ー

ズ

に
応

じ

て

、

医

師

、

看

護

婦

、

看
護

助

手

、

ソ

ー

シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
、
栄
養
士
、
物
理
療
法
士
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
療
法

士

、

音

楽
療

法

士

、
神

父

、
牧

師

、

ボ

ラ

ン
テ

ィ
ア

な

ど

が

チ

ー

ム
を

組

ん

で

活

動

す

る

。

ス

タ

ッ

フ

に

は

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

の

精

神

が

行

き

渡

っ

て

お

り

、

そ

れ

ぞ

れ

の

対

応

範

囲

の

限

界

を

心

得

て

、

協

力

の

成

果

を

挙

げ

て

い

る

。

ま

た

ホ

ス

ピ

ス

に

お

い

て

は

、

苦

痛

の

緩

和

を

非

常

に

重

視

す

る

。

も

は

や

治

癒

を

目

的

と

し

た

治

療

（

キ

ュ

ア

）

の

施

し

よ

う

が

な

く

な

っ

た

時

、

ホ
ス
ピ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
患
者
の
人
格
的
尊
厳
を
維
持
す
る
た
め
に
、

あ

ら

ゆ

る

苦

痛

を

除

去

す

る

看

護

（

ケ

ア

）

に

手

を

尽

く

す

。

末

期

患

者

の

苦

痛

に

は

肉

体

的

苦

痛

（
ｐ

ｈ
ｙ

ｓ

ｉｃ
ａ

ｌ
　
ｐ

ａ

ｉｎ

）
　
・

精

神

的

苦

痛

（
ｐ
ｓ
ｙ

ｃ
ｈ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ

ｉ
ｃ
ａ

ｌ
　ｐ
ａ

ｉ
ｎ

）
　
・

社

会

的

苦

痛

（
ｓ
ｏ
ｃ

ｉａ

ｌ
　ｐ
ａ

ｉ
ｎ
=

遺

さ

れ

る

家

族

に

つ

い

て

の

心

配

な

ど

）

・

霊

的

苦

痛

（

ｓ
ｐ

ｉ
ｒ

ｉ
ｔ
ｕ

ａ

ｌ
　
ｐ

ａ

ｉｎ
=

生

と

死

に

関

す

る

疑

問

、

死

後

へ

の

不

安

な

ど

）

の

四

種

類

が

混

ぜ

合

わ

さ

れ

て

い

る

。

ホ

ス

ピ
ス
で
は
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
「
ト
ー
タ
ル
・
ペ
イ
ン
（
ｔ
ｏ
ｔ
ａ
ｌ
　
ｐ
ａ
i
n
）

と
呼
び
、
チ
ー
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
総
合
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
目
指

す

。

特

に

チ

ャ

プ

レ

ン

は

、

患

者

の

精

神

的

、

霊

的

苦

痛

へ

の

対

応

に

欠

く

こ

と

の

で

き

な

い

存

在

で

あ

る

。

《

ｃ

》
　

教

会

で

欧

米

で

は

、

身

近

な

愛

す

る

人

の

死

と

い

う

大

き

な

危

機

に

直

面

し

た

家

族

に

対

し

て

、

愛

の

共

同

体

で

あ

る

教

会

を

通

じ

て

、

様

々

な

援

助

の

手

が

差

し

延

べ

ら

れ

る

。

近

親

者

と

の

死

別

後

、

体

験

者

同

士

の

支

え

合

い

の

会

合
や
、
メ
モ
リ
ア
ル
・
サ
ー
ビ
ス
で
共
に
祈
る
中
か
ら
、
遺
族
の
悲
嘆
の
プ

ロ

セ

ス

へ

の

適

切

な

対

応

を

行

う

。

こ

の

悲

嘆

の

プ

ロ

セ

ス

に

充

分

に

対

処

す

る

に

は

、

「

死

へ

の

準

備

教

育

」

の
重
要
な
一
領
域
で
あ
る
悲
嘆
教
育
（
グ
リ
ー
フ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）



の

習

得

が

望

ま

れ

る

。

そ

の

理

解

の

た

め

に

、

以

下

、

悲

嘆

の

プ

ロ

セ

ス

の

十

二

段

階

に

つ

い

て

、

簡

単

に

述

べ

る

。

①
精
神
的
打
撃
と
麻
痺
状
態
（
ｓ
ｈ
ｏ
ｃ
ｋ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｎ
ｕ
ｍ
ｂ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
）
　
～
愛
す
る
人
の

死

と

い

う

衝

撃

に

よ

り

、

一

時

的

に

現

実

感

覚

が

麻

痺

状

態

に

な

る

。

一

種

の

防

衛

機

制

と

考

え

ら

れ

る

。

②
否
認
（
ｄ
ｅ
ｎ
ｉ
ａ
ｌ
）
～
相
手
の
死
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
。

③
パ
ニ
ッ
ク
（
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｃ
）
～
身
近
な
死
に
直
面
し
た
恐
怖
か
ら
、
極
度
の
パ

ニ
ッ
ク
に
陥
る
。

④

怒

り

と

不

当

感

（
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
　ａ
ｎ
ｄ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ｆｅ
ｅ
ｌ
ｉｎ
ｇ

　ｏ
ｆ
　
ｉｎ
ｊｕ
ｓ
ｔ
ｉｃ
ｅ
）

不

当

な

苦

し

み

を

負

わ

さ

れ

た

と

い

う

感

情

か

ら

、

強

い

怒

り

を

覚

え

る

。

⑤

敵

意

と

ル

サ

ン

チ

マ

ン

（
う

ら

み

）
（
ｈ
ｏ
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｉｔｙ

　ａ
ｎ
ｄ
　ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
）

～

周

囲

の

人

々
あ

る

い

は

故

人

に

対

し

、

敵

意

と

い

う

形

で

や

り

場

の

な

い

感

情

を

ぶ

つ

け

る

。

⑥

罪

意

識

（
ｇ
ｕ
ｉｌ
ｔ
　ｆｅ
ｅ
ｌｉｎ
ｇ
ｓ
）

悲

嘆

の

行

為

を

代

表

す

る

反

応

で

、

過

去

の

行

い

を

悔

や

み

、

自

分

を

責

め

る

。

⑦
空
想
形
成
、
幻
想
（
ｆ
ａ
ｎ
ｔ
ａ
ｓ
ｙ
　
ｆ
ｏ
ｒ
m
a
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
，
　
ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｕ
ｃ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
」
～
空
想

の

中

で

死

者

が

ま

だ

生

き

て

い

る

か

の

よ

う

に

思

い

込

み

、

実

生

活

で

も

そ

の

よ

う

に

振

舞

う

。

⑧
孤
独
感
と
抑
欝
（
ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
）
　
～
健
全
な
悲
嘆
の
プ

ロ

セ

ス

の

一

部

で

あ

る

が

、

早

く

乗

り

越

え

よ

う

と

す

る

努

力

が

大

切

で

あ

る

。⑨

精

神

的

混

乱

と

ア

パ

シ

ー

（
無

関

心

）
（
ｄ
ｉｓ
ｏ
ｒ
ｉｅ
ｎ
ｔａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
　ａ
ｎ
ｄ
　ａ
ｐ
ａ
ｔ
ｈ
ｙ
）

～

日

々

の

生

活

目

標

を

見

失

っ

た

空

虚

さ

か

ら

、

ど

う

し

て

い

い

か

わ

か

ら

な

く

な

る

。

⑩
あ
き
ら
め
―
―
受
容
（
ｒ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
 
ａ
ｃ
ｃ
ｅ
ｐ
ｔ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
）
　
～
現
実
に
勇

気

を

も

っ

て

直

面

し

よ

う

と

す

る

よ

う

に

な

る

。

⑪
新
し
い
希
望
―
―
ユ
ー
モ
ア
と
笑
い
の
再
発
見
（
ｎ
ｅ
w
　
ｈ
ｏ
ｐ
ｅ
 
ｒ
ｅ
-

ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｈ
ｕ
m
o
ｒ
　
ａ
ｎ
ｄ
　
ｌ
ａ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
ｅ
ｒ
）
～
ユ
ー
モ
ア
と
笑
い
は
健
康
的
な

生

活

に

欠

か

せ

ぬ
要

素

で

あ

り

、

そ

の

復

活

は

、

悲

嘆

の

プ

ロ

セ

ス

を

う

ま

く

乗

り

切

っ
た

し

る

し

で

も

あ

る

。

図
立
ち
直
り
の
段
階
―
―
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
誕
生
（
ｒ
ｅ
-

ｃ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｙ
―
―
 
ｇ
ａ
ｉ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
　
ｎ
ｅ
w
　
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ｙ
）
　
～
苦
痛
に
満
ち
た
悲
嘆
の
プ
ロ

セ

ス

を

経

て

、

よ

り

成

熟

し

た

人

格

者

と

し

て

生

ま

れ

か

お

る

。

悲

嘆

の

プ

ロ

セ

ス

は

苦

痛

に

満

ち

た

体

験

で

あ

る

が

、

こ

の

喪

失

の

苦

悩

を

能

動

的

に

克

服

し

た

人

は

、

人

間

関

係

の

す

ば

ら

し

さ

と

そ

の

限

界

を

知

り

、

人

間

の

生

命

と

そ

の

可

能

性

や

死

後

の

問

題

な

ど

に

、

よ

り

深

い

関

心

を

抱

く

よ

う

に

な

る

。

「
大

き

な

苦

し

み

を

受

け

た

人

は

、

う

ら

む

よ

う

に

な

る

か

、

や

さ

し

く

な
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
ウ
ィ
ル
・
デ
ュ
ー
ラ
ン
ト
（
Ｄ
ｕ
ｒ
ａ
ｎ
ｔ

，

Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
.
Ｊ
.
)
の
美
し
い
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
悲
劇
か
ら
何
を
引
き
出
す
か

は

、

各

目

の

主

体

性

に

か

か

っ
て

い

る

と

言

え

よ

う

。

（
５

）
　
死

へ

の
恐

怖

を

和

ら

げ

る

役
割

今
世

紀
に
入

っ
て
急
速
に
進
行
し

た
死
の

タ
ブ

ー
化
の
結
果

、
現
代
人

は



死

に

対

し

て

過

剰

な

恐

怖

や

不

安

を

抱

い

て

い

る

。

キ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

（
Ｋ
ｉｅ

ｒ
-

ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ

，
　Ｓ

ｏ
ｒ
ｅ
ｎ

．　
Ａ

．」

恐

怖

（
ｆｅ
ａ
ｒ
）

と

不

安

（
ａ
ｎ
ｘ
ｉｅ
ｔｙ

）

次

の

よ

う

に

区

別

し

た

。

即

ち

、

恐

怖

と

は

、

何

か

あ

る

特

定

の

対

象

が

原

因

と

な

っ

て

生

ず

る

。

こ

れ

に

対

し

て

不

安

と

は

、

特

定

の

対

象

に

帰

す

る

こ

と

の

で

き

な

い

、

漠

然

と

し

た

気

分

の

よ

う

な

も

の

で

あ

る

と

い

う

。

こ

の

定

義

に

従

っ

て

考

え

る

と

、
「
死

へ

の

恐

怖

」

と

は

、

恐

怖

と

不

安

の

複

雑

に

絡

み

合

っ

た

も

の

と

言

え

る

。

具

体

的

な

恐

怖

の

対

象

と

し

て

は

、

臨

終

ま

で

の

心

身

の

苦

痛

が

あ

り

、

漠

然

と

し

た

不

安

の

代

表

に

は

、

未

知

の

体

験

で

あ

る

死

を

前

に

し

て

の

疑

問

や

不

確

実

性

へ

の

自

覚

が

挙

げ

ら

れ

る

。

死

へ

の

恐

怖

が

万

人

に

共

通

の

も

の

で

あ

る

こ

と

を

知

り

、

そ

の

類

型

を

認

識

す

る

こ

と

は

、

行

き

過

ぎ

た

死

へ

の

恐

怖

か

ら

解

放

さ

れ

る

た

め

に

も

欠

か

せ

な

い

。

以

下

、

典

型

的

な

死

へ

の

恐

怖

の

九

つ

の

タ

イ

プ

を

挙

げ

て

お

く

。

①

苦

痛

へ

の

恐

怖
　

②

孤

独

へ

の

恐

怖
　

③

不

愉

快

な

体

験

へ

の

恐

れ

④

家

族

や

社

会

の

負

担

に

な

る

こ

と

へ

の

恐

れ
　

⑤

未

知

な

る

も

の

を

前

に

し

て

の

不

安
　

⑥

人

生

に

対

す

る

不

安

と

結

び

つ

い

た

死

へ

の

不

安
　

⑦

人

生

を

不

完

全

な

ま

ま

終

え

る

こ

と

へ

の

不

安
　

⑧

自

己

の

消

滅

へ

の

不

安

⑨

死

後

の

審

判

や

罰

に

関

す

る

不

安

こ

う

し

た

死

へ

の

恐

怖

や

不

安

に

は

、

生

命

の

危

険

を

警

告

し

回

避

さ

せ

よ

う

と

す

る

機

能

や

、

自

己

の

有

限

性

を

自

覚

さ

せ

て

、

潜

在

的

能

力

の

開

発

を

促

す

と

い

う

積

極

的

な

意

義

も

あ

る

。

ま

た

、

死

へ

の

恐

怖

を

完

全

に

取

り

除

く

こ

と

は

不

可

能

で

あ

り

、

望

ま

し

い

こ

と

と

は

言

え

な

い

が

、

過

剩
な
恐
怖
は
ノ

ー
マ
ル
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
緩
和
す
る
必
要

が
あ

る
。

そ

の
た
め
の
具
体
的
な
方
途
と
し
て

、
次
の
三
点
を
挙
げ
て

お
く
。

①

「
死

へ
の
準
備
教

育
」

「
死

へ
の
準

備
教

育
」

に
、
極
端
な
死

へ
の
恐
怖
を
和
ら
げ
る
効
果

が
あ

る
と

い
う
事

実
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
も

明

ら
か
で
あ
る
。
死
そ
の
も
の
を
体
験
的
に
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
死

を
身
近
な
問
題
と
し
て
そ
の
意
義
を
洞
察
し
、
無
意
識

に
抑
圧
し
て
き
た
恐

怖
や
不
安
を
意
識
化
し
て
、
苦
悩
の
原
因
を
明

確
に
す
る
こ
と

か
ら
、
適
切

に
対

処
す
る
道

が
開

か
れ
る
。

②
　

ユ
ー
モ
ア
と
笑
い

ユ
ー
モ
ア
や
笑
い

を
軽
視
し
が
ち
な
現
代
文
化
の
風
潮
は
、
と
か
く
人
間

関
係

に
円
滑

を
欠
き

、
深
刻

な
緊
張
状
態

を
つ
く
り
出
す
。
こ
の
よ
う
な
雰

囲
気
は
、
死

に
対
す
る
過
剰

な
恐
怖
心
に
拍
車

を
か
け

る
結
果
を
生
む
。
健

全
な

ユ
ー
モ
ア
の

セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
し
、

死
へ

の
恐
怖
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
安
全
弁
に
も
た
と
え
ら
れ
よ
う
。

③
　

永
遠

の
生
命

へ
の
希
望

神

の
無
限

の
愛

へ
の
信
頼
と
。
死
後
の
永
遠
の
生
命

へ
の
希
望
は
、
死

へ

の
恐
怖
を
克
服
す
る
た
め
の
究
極
的
な
鍵
と
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

イ
ェ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、
聖
パ
ウ
ロ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
（
二
章
一

五
節
）
に
も
あ
る
通
り
、
死
へ
の
恐
怖
の
た
め
に
、
奴
隷
と
な
っ
て

い

た
者

た
ち

を
、
解
放
す

る
た
め
に
来
ら
れ
た
と
い
う
。
死
後
の
生
命
の
可
能
性
を

信
ず

る
人

に
と

っ
て

は
、
死

の
瞬
間
は
新

た
な
生

へ
の
第
一
歩
に
過

ぎ
な
い



と
い
え
よ
う

（
６

）
　
イ

エ

ズ

ス
・

キ
リ

ス

ト

の
死

に

よ

る
愛

と
救

い

の
表

現

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
死
生
観
の
根
本
に
は
、
イ
ェ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

死
と
復
活
に
よ
る
愛
と
救

い
の
証
し

が
あ

る
。
新

約
聖
書

に
は
、
イ

エ
ズ
ス

の
十
字
架
上
の
死

に
よ
っ
て

、
人
間

の
罪

は
あ
が
な
わ
れ
、
そ
の
復
活
に
よ

り
、
死
を
超
え
る
大

い
な

る
救
い

の
道
が
拓

か
れ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

嵐
を
静
め
、
重
病
人
を
癒
し
、
死
者
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
ほ
ど
の
力

を
持

つ
イ

エ
ズ
ス

が
、
つ
い
に
十

字
架
か
ら
降
り
る
奇
跡
を
顕
す
こ
と
を
せ
ず
、

無
力

な
ま
ま
最
も
屈
辱
的
な
姿
で
死

を
迎
え

る
。
こ

れ
は
ま
さ
に
、
イ

エ
ズ

ス
が
、
人

々
に
対
す
る
神

の
愛

を
具
現

し
た
人
間
、
す

な
わ
ち
「
神
の
子
」

で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ

っ
た
。
イ

エ
ズ
ス
の
受

難
と

十
字
架
上
の
死

は
、
人
間

の
罪

を
あ

が
な
い
復
活

に
あ
ず
か
ら
せ
る
た
め
に
、

担
わ
れ
た
試
練
で
あ

り
、
人
間

に
対
す

る
神

の
愛
を
体
現
す
る
た
め
の
厳
し

い
道
程
で
あ

っ
た
。
輝

か
し
い
復
活
の
勝
利

は
、
こ
の
受
難
と
死

の
苦
し
み

を
経
過

し
な
く
て

は
成
就
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

聖

パ
ウ
ロ
も
「
父
な
る
神

が
イ
エ
ズ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
私

た
ち
の
罪

の
た

め
に
死
に
渡
し
、
私
た
ち
を
正
し
い
者
と
す
る
た
め
に
復
活
さ
せ
た
」
（
ロ
ー

マ
人
へ
の
手
紙
四
章
二
四
節
）
と
書

き
送
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教

の
信
仰

を

持

っ
て
生
き
る
人
に
と

っ
て

は
、
イ

エ
ズ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
死

と
復
活

は
、

死

を
新
た
な
自
己
実
現
へ
の
出
発
点
と
確
信
さ
せ
る

、
原
点
と
も
な
る
の
で

は
な

い

だ

ろ

う

か

。

（
７

）
　

永

遠

の

生

命

へ

の

希

望

キ
リ

ス

ト
教

に

お
け

る
死

の

解

釈

は

、
こ

れ

を
単

な

る

生

命
体

の
終

わ

り

と

は

考

え

ず

、
永

遠

の
生

命

へ

の

門
と

す

る
観

点

に
立

つ

。

も
し

も
死

に

よ

っ
て

す

べ

て

が
無

に
帰

す

る
な

ら

、
生

の
営

み

も

結
局

は
不

条

理

と

考

え

ざ

る
を
得

な

い
。

し

か

し

、

死

を

新

た

な

生

へ
の

入

り

口
と

考

え

る
な

ら

、
人

生

の
あ

ら

ゆ

る
労

苦

も

、

決

し

て
徒

労

に

は
終

わ

ら

な
い

。

死

後

の

生
命

を

信

ず

る
と

は
、

現

在

の

生

に
意

義

を
見

い

だ

す

こ
と

に
外

な

ら

な

い

の
で

あ

る

。現

在

ま

だ

、
死

後

の
生

命

の

厳

密

な

科

学
的

証

明

は
不
可

能

で

あ

る
が

、

死

で

す

べ

て

が
終

わ

る
と

も

立
証

さ

れ
て

い

な
い

。

私

は
こ

の
問

題

に
関

し

て

、

哲

学

の
立

場

か

ら

「
蓋

然

性

の

収

斂
」

と

い

う

ア

プ

ロ

ー

チ
を

試

み

て

い

る

の
で

、
以
下

、

簡

単

に

こ

れ

に

つ

い
て

述

べ

て

お
く

。

死

後

の

生
命

に
関

し

て

は

、
人

類

史
上

あ

ら
ゆ

る
民

族

、
文

化

、

時

代

を

通

じ
て

広

く

信

じ

ら

れ

て

き

た

。

ほ
と

ん

ど
す

べ

て

の
宗

教

書

が

死

後

の

世

界

に
つ

い

て

語

っ
て

い

る

し

、
世

界

各

地

の
死

者

儀
礼

も

来

世

の

存

在

を
前

提

と

し

て

い

る

。
死

後

に
強

い
関

心

を
抱

く

の

は
人

類

共

通

の

傾

向

で

あ

り

、

来

世

信

仰

は

人
間

性

そ

の
も

の
に
深

く

根

ざ

し

て

い

る
よ

う

に

思

わ

れ

る
。

哲

学

史

に

お
い

て

も

、

霊

魂

の

不

滅

を

説

い

た
ソ

ク
ラ

テ

ス
（
Ｓ
ｏ
ｋ
ｒ
ａ
ｔｅ
ｓ
）

や

プ

ラ

ト

ン
（
Ｐ
ｌａ
ｔｏ
）
を

は
じ

め

、

人
間

の
潜

在

的

可

能

性

の
大

き

さ
と

道

徳
的
義
務
の
要
請
か
ら
、
永
遠
の
生
命
の
存
在
を
結
論
し
た
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム



ズ
（
Ｊ
ａ
ｍ
ｅ
ｓ
，
　
Ｗ
．
）
や
カ
ン
ト
（
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
,
　
Ｉ
．
）
’
愛
の
本
質
に
属
す
る
永
遠
性
へ

の
希
求
か
ら
愛
す
る
相
手
の
不
死
を
確
信
し
た
Ｇ
・
マ
ル
セ
ル
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｅ
ｌ
,

Ｇ
．）

な

ど

、

死

後

に
関

す

る

議

論

の

長

い
伝

統

が
存

在

す

る

。
ま

た
、

人
間

の

成

長

を

促

す

喪

失

体

験

を

「
小

さ

な
死

」

と

「
小

さ

な
誕

生
」

と

捉

え

、

そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
「
大
い
な
る
死
」
に
続
く
「
大
い
な
る
誕
生
」
を
期

待

す

る
考

え

か

た
も

あ

る

。

芸

術

家

、
と

り

わ

け

文

学

者

は
死

後

に

つ

い

て

の

き

わ

め

て
印

象

深

い

、

霊
感
に
満
ち
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
展
開
し
て
く
れ
る
。
最
近
で
は
Ｋ
・
オ
シ
ス

（
Ｏ
ｓ
ｉｓ

，
　Ｋ

．）
の
末

期

患

者

の

観

察

や

、
蘇

生

者

の
証

言

な

ど

を
通

じ

て

死

の

体
験
の
・
客
観
的
な
再
構
成
を
試
み
た
Ｒ
・
ム
ー
デ
ィ
・
J
r
（
M
ｏ
ｏ
ｄ
ｙ
，
　
Ｒ
．

Ｊ
ｒ
．
)の
著

作

な

ど

が
あ

る

。

こ

の

よ

う

に
死

後

の
生

命

の
存

在

を

説
明

す

る
方

法

は
数

多
く

あ

る
が

、
｀

そ

の

い
ず

れ

に

も

共
通

す

る

の
は

「
死

後

の

生

命

が

存

在

す

る
可

能

性

が

あ

る
」

と

い

う

認
識

で
あ

る

。
諸

説

の

蓋

然

性

は

こ

の

一

点

に

向
け

て
収

斂

し

て

い

き

、

よ

り

高

度

の
蓋

然

性

を

形

成

す

る
。

す

な

わ

ち

「
死

後

の

生
命

が

存

在

す

る

蓋

然

性

は

大

き

い
」

の
で

あ

る

。
こ

の
こ

と

を

無

視

し

て

死
後

の

生

命

を

一
概

に
否

定

し

て

し

ま
う

の

は
、

か

え

っ

て

非
理

性

的

な

態

度

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

ま
た
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
（
Ｐ
ａ
ｓ
ｃ
ａ
ｌ
，
　
Ｂ
.
)
、
信
仰
を
前
提
と
せ

ず

に
、

人

間

の
不

滅

性

と

死

後

の

生
命

に

つ

い

て

の
思

索

を
展

開

し

た

。

パ

ス

カ

ル

は

ま
ず

、

死

後

の
生

命

を

信

じ

る

か
否

か

の
決

断

を

一
つ

の

賭

と
見

な

す

こ

と

が
で

き

る
と

述

べ

る

。
そ

こ

で

、

も

し
人

が
死

後

の
生

命

の
存

在

を
信
じ
、
実
は
そ

れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
別
に
何
も
損

を
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
逆

に
、
死
後
の
生
命
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
を
信
じ
な
か
っ
た
た

め
に
手
に
入

れ
そ
こ

な
っ
た
と
す
れ
ば

、
そ
の
人

は
す
べ
て
を
失
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で

パ
ス
カ
ル
は
、
信
じ
れ
ば
す
べ
て

を
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
、
そ

の
こ
と
で
失

う
も
の
は
何
も
な
い
の
だ
か

ら
、
死
後
の
永
遠
の
生
命

を
信
じ
る
決
断
に
賭
け

る
べ
き
だ
と
結
論
す
る
。

私
の
恩
師
で

も
あ
る
実
存
哲
学
者
Ｇ

・

マ
ル
セ
ル
は
、
私
た
ち
の
抱
く
希

望
の
形

態
を
、
日
常
的
希
望
と
根
源
的
希
望
の
二

つ
に
大
別
し
た
。
日
常
的

希
望
と

は
日
常
生
活
上

の
具
体
的
目
標
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
根
源

的
希
望
と
は
、
私

た
ち
の
実
存
、
す
な
わ
ち
私

た
ち
の
人
格
そ
れ
自
体

に
結

ぱ
れ
て
い
る
。
人

生
に
お
け
る
根
本
的
な
課
題

の
一
つ

は
、
多
く
の
日
常
的

希
望
を
超
越
し
て
、
大

い
な
る
根
源
的
希
望
へ
到
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ

ん
日
常
的
希
望

を
持

ち
続
け
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
が
、
死

を

直
視
す

る
と
き
、
は
る
か
に
重
要

な
の

は
、
未
来
に
対

し
て
肯
定
的
態
度
で

臨
む
こ
と
が
で
き
る
根
源

的
希
望
の
持

ち
主
で
あ
る
か
否

か
で
あ
ろ
う
。
こ

う
し

た
根
源
的
希
望
の
真
実
性
は
、
死

を
前
に
し
て
、
な
お
永
遠
の
未
来
を

希
望
し
う
る
か
と
い
う
、
最
も
厳
し
い
問
い
に
よ
っ
て
試
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。死

後

の
永
遠

の
生
命
を
信
ず
る
人

は
、
愛
す
る
人

々
と
天
国
で
再
会
で
き

る
と

い
う
期
待

に
大
き
な
希
望
を
見
い
だ
す
。
こ

の
期
待
を
抱
く
人
は
、
単

に
死

を
平
静

に
受
容
す
る
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
私

は
数
度
に
亘

る
ア

メ
リ
カ

の
ホ
ス
ピ
ス
視
察
に
お
い
て

、
い
つ
も

、
先

に
亡
く
な
っ
た
懐

か
し
い
人

々



と
の
再
会

へ
の
希
望

に
満
ち
、
神

へ
の
感
謝
と
平

安
の
よ

ろ
こ

び
の
う
ち
に
、

人
生
最
後

の
日

々
を
過
ご
す
人
た
ち

に
出
会

っ
て
い
る
。
死

を
旬
日
後

に
控

え
な
が
ら
、
ア
イ
・
ア
ム
・
ペ
リ
ー
・
ハ
ッ
ピ
イ
と
、
何
度
も
口
に
し
て
い

た
若

い
婦
人
の
、
輝
く
よ
う
な
笑
顔

は
実
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。

ヨ
ハ
ネ
黙
示

録
に
「
見
よ
、
神
の
幕
屋
が
人
と
共
に
あ

り
、
神

が
人
と
共

に
住
み
、
人

は
神
の
民
と
な
り
、
神
自
ら
人
と
共

に
い
ま
し

て
、
人

の
目

か

ら
涙

を
全
く

ぬ
ぐ

い
と
っ
て
下

さ
る
。
も
は
や
、
死

も
な
く

、
悲
し
み
も
、

叫

び
も
、
痛
み
も
な
い
。
先

の
も
の
が
、
す
で
に
過

ぎ

去

っ

た

か

ら
で

あ

る
」
（
二
一
章
一
～
五
節
）
と
い
う
美
し
い
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
天

国
と

は
、
神
と
人
間
と

の
出

会
い
の
場
で
あ

り
、
涙
も
苦
痛
も
な
い
完
全
な

幸
福
の
状
態

を
示
し
て
い

る
。
母

が
子

に
対
し
て
す

る
よ
う
に
、
神
が
人
の

目
か
ら
涙
を
拭
う
―
―
こ
の
情
景
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
死
後
の
世
界
の

象
徴
と
も
言
え

る
の
で

は
な
い
か
と
思

う
。

い
ず
れ
に
し
て
も

、
死

は
個
人
的

な
事
象
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
戻

っ
た
者

は
い
な
い
。
死
後

の
世
界

は
、
こ

の
世

の
私

た
ち
か
ら
は
窺
い
知
る
こ
と
の

で
き
な
い
驚
異

に
満
ち
た
新
天
地
で
あ
ろ
う
。
死
後
の
永
遠
の
生
命
を
信
ず

る
者
に
と

っ
て
、
死

に
近
づ
く
と

は
、
こ
う
し
た
神
秘
の
領
域
に
近

づ
く
こ

と
で
あ
り
、
死

の
瞬
間

は
、
そ

の
光
明

の
世
界
の
扉
を
開
く
一
瞬
に
過

ぎ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
お
わ
り
に
》

現
在
、
日

本
人
の
死

生
観

は
大

き
な
転
換

期
を
迎
え
て
い
る
。
よ
り
人
間

ら
し
い
生
を
全
う
し
創
造
的
な
死

を
迎
え
る
た
め
に
、
誰

も
が
自
己
の
価
値

観
の
再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
け
が
え
の
な
い
こ
の
地
球
上

の
一
員
と
し
て

、
二
十
一
世
紀

に
向
か
う

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
に
立
つ
、
新
た
な
死
生
観
を
築
く
に
は
、
ど
う
し
て
も

幅
広
い
学
際
的
な
協
力

態
勢
が
必
要
と
な

っ
て

く
る
。
ま
ず
、
研
究
者
同

士

の
間
で
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
た
自
由
な
意
見
交
換

の
場
が
望
ま
れ
る
。
次
に
、

ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
立
場
に
偏
ら
ず
、
実
際
に
医
療

の
現
場

に
携
わ
る
医
師
、

看
護
婦
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・

ワ
ー
カ
ー
な
ど
、
医
療
関
係
者
と
の
間
の
緊
密

な

連
携
が
焦

眉
の
課
題
と

な
る
。
生
を
享
け
た
す

べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
死

は

直
視
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
根
本
的
な
命
題
で
あ
り
。
そ
の
た
め
の
教
育

は

生
涯

の
あ

ら
ゆ

る
機
会
を
通
じ
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
今
後

も
こ

の
観
点
か

ら
研
究

を
重
ね
、
よ
り
良
き
「
死
へ
の
準
備
教
育
」
の
実
践

を
図

っ
て
行
き

た
い
と
切
望
し
て

い
る
。
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（
３
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／

Ａ
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デ
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共

編

）

、

春

秋

社

、

一

九
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、
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（
５
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Ａ
・
デ
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ケ
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「
死

に
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・
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一
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