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死
の
哲
学
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
あ
る
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」（
一
九

五
八
）
に
は
《
死
の
時
代
は
当
然
に
「
死
の
哲
学
」
を
要
求
す
る
》（
④

16-17

）＊
と
あ
る
。
死
の
哲
学
の
提
唱
は
現
代
を
死
の
時
代
と
解
す
る
歴

史
認
識
に
基
づ
き
、
哲
学
史
の
運
命
と
し
て
テ
ー
マ
化
し
て
い
る
。
生
の

哲
学
は
西
洋
近
代
哲
学
の
主
潮
流
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
し
子
で
あ
る
科
学

技
術
の
発
達
を
媒
介
と
し
、
生
の
解
放
と
充
実
を
目
指
し
て
展
開
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
生
そ
の
も
の
が
見
失
わ
れ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
浸
透
し
、

自
己
破
綻
に
逢
着
し
た
。
破
綻
の
原
因
は
《
生
の
直
接
的
な
る
享
受
を
無

反
省
に
追
及
し
、
そ
の
結
果
、
生
は
常
に
死
に
裏
付
け
ら
れ
、
何
時
そ
の

表
裏
が
顚
倒
し
て
、
死
が
表
に
現
れ
生
が
裏
に
追
い
や
ら
れ
る
か
解
ら
な

い
》（
④16

）
と
い
う
認
識
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
田
辺
は

中
世
のm

em
ento m

ori

（
死
を
忘
れ
る
な
）
と
い
う
格
言
を
想
起
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
介
し
て
生
を
見
る
弁
証
法
的
視
点
を
徹
底
し
よ

う
と
し
た
。

一　

死
の
哲
学
の
概
要
―
死
復
活
と
実
存
協
同
―

　

田
辺
元
の
後
半
生
の
哲
学
は
六
〇
歳
代
の
〈
懺
悔
道
の
哲
学
〉
と
七
〇

歳
代
の
〈
死
の
哲
学
〉
に
大
別
さ
れ
、
両
者
を
貫
く
キ
ー
ワ
ー
ド
は
死
復

活
、
実
存
協
同
で
あ
る
。『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』（
一
九
四
六
）
に
お

け
る
死
復
活
は
〈
挫
折
に
よ
る
古
き
自
己
の
死
〉
と
い
う
比
喩
的
な
死
か

ら
の
復
活
で
あ
る
。
ま
た
、
実
存
協
同
は
自
己
の
死
を
自
覚
し
た
生
者
た

ち
の
協
同
で
あ
る
。
比
し
て
、
死
の
哲
学
の
代
表
作
「
生
の
存
在
学
か
死

の
弁
証
法
か
」（
一
九
六
二
）
で
は
、
死
復
活
は
〈
死
者
の
復
活

0

0

0

0

0

〉
を
媒

介
と
し
て
生
者
に
お
い
て
生
起
す
る
と
さ
れ
、
実
存
協
同
は
〈
死
者
と
生

者
の
実
在
協
同
〉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
二
一
世
紀
に
入
っ
て
そ
う
し

た
他
者
と
し
て
の
死
者
が
登
場
す
る
田
辺
の
死
の
哲
学
を
、《
革
命
的
な

発
想
）
1
（

》、《
画
期
的
な
意
義
）
2
（

》
と
い
う
賛
辞
と
共
に
、
再
評
価
す
る
論
考
が

散
見
さ
れ
る
。

〈
特
集
２　

思
想
と
し
て
の
生
命　

第
三
回　

死
を
め
ぐ
る
生
命
〉

浅　

見　
　
　

洋　

　
田
辺
元
に
お
け
る
死
者
と
生
者
の
実
存
協
同
に
つ
い
て
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も
持
続
的
・
積
分
的
に
成
立
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
通
常
共
同
体
に
お
い

て
水
平
の
方
向
に
展
開
さ
れ
る
死
復
活
の
即
自
態
は
伝
統

0

0

と
言
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
先
人
た
ち
の
遺
産
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
後
進
へ
と
受
け
継

ぎ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
先
人
が
後
進
の
う
ち
に
生
き
る
と
い
う
実
存
協

同
に
他
な
ら
な
い
。

二　
〈
死
の
哲
学
〉
構
築
の
背
景
―
死
別
体
験
―

　

末
木
文
美
士
が
《
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
）
5
（

》
と
記
し
た
懺
悔
道
か
ら
死

の
哲
学
へ
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
一
年
九
月
の
妻
ち
よ
と
の

死
別
体
験
で
あ
る
。
田
辺
は
ち
よ
の
三
回
忌
の
後
、
野
上
弥
生
子
に
次
の

よ
う
な
短
歌
を
付
し
た
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

　
　

生
き
返
へ
れ
生
き
返
へ
れ
妻
よ
生
き
返
へ
れ

　
　
　
　
　

汝
れ
な
く
て
我
い
か
で
生
き
ら
れ
ん

　
　

汝
れ
と
と
も
に
我
も
死
に
た
り
今
も
な
ほ

　
　
　
　
　

日
毎
に
死
に
て
よ
み
が
へ
り
生
く

　
　

汝
れ
も
わ
が
心
に
よ
み
が
へ
り
共
に
生
く

　
　
　
　
　

二
人
の
命
な
ほ
も
続
く
か

　
　

わ
が
た
め
に
命
さ
さ
げ
て
死
に
生
け
る

　
　
　
　
　

妻
は
蘇
へ
り
わ
が
内
に
生
く

　
　

ク
リ
ス
ト
に
倣
ひ
て
死
に
し
わ
が
妻
は

　
　
　
　
　

福
音
を
証
す
復
活
の
光

　

こ
れ
ら
の
短
歌
に
は
死
の
哲
学
へ
と
成
熟
し
て
い
く
田
辺
の
霊
的
経
験

が
詠
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
死
の
哲
学
の
鍵
概
念
で
あ
る
死
復

　
「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」
の
一
部
はTodesdialektik

と
独

訳
さ
れ
て
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
七
〇
歳
記
念
論
文
集
）
3
（

』
に
寄
稿
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
題
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
存
在
学
を
批
判
し
つ
つ
、

死
の
弁
証
法
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
書
の
冒
頭
で
田
辺
は

《
死
の
自
覚
が
そ
の
中
心
的
根
本
支
柱
と
な
っ
て
居
る
》（
④222

）
と
賛

辞
を
呈
し
つ
つ
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
は
〈
観
念
的
指
標
〉
に
す
ぎ
ず
、

生
の
外
側
に
止
ま
る
死
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と

批
判
し
た
。

　

実
存
協
同
は
生
者
と
死
者
が
交
流
す
る
〈
生
死
交
徹
的
自
他
相
入
の
交

互
態
〉
と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
〈
聖
徒
の
交
わ
り
（com

m
unio 

sanctorum

）〉
を
非
神
話
化
し
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
が
、
よ

り
《
一
層
具
体
的
に
は
大
乗
仏
教
の
菩
薩
道
の
立
場
）
4
（

》
で
あ
る
と
し
て
碧

巌
集
第
五
十
五
則
の
公
案
「
道ど

う
ご吾
漸ぜ
ん
げ
ん源
一い
っ
か家
弔ち
ょ
う
い慰
」
を
例
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
田
辺
の
独
自
の
公
案
解
釈
で
は
、
生
死
が
〈
表
裏
相
即
不
可
分
離

の
関
係
〉
に
あ
る
と
い
う
漸
源
の
自
覚
の
う
ち
に
、
復
活
し
た
死
者
道
吾

の
慈
悲
が
働
い
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
死
の
哲
学
に
お

け
る
死
復
活
は
単
に
死
者
に
起
こ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
死
者
と
生
者
間

に
起
こ
る
出
来
事
、
死
者
が
生
者
の
内
に
復
活
、
協
同
し
て
い
る
と
い
う

事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
最
晩
年
の
田
辺
の
復
活
理
解
は

Ｒ
・
Ｋ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
的
な
新
約
聖
書
解
釈
と
軌
を
一
に
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
死
復
活
は
、
単
に
相
対
者
と
絶
対
者
と
の
間
に
瞬
間
的
・
微
分

的
に
生
じ
る
出
来
事
で
は
な
く
、
相
対
者
と
相
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
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れ
て
い
っ
た
。

三　
〈
実
存
協
同
〉か
ら
開
か
れ
る
新
局
面

１　
〈
死
の
時
代
〉
に
お
け
る
思
想
的
意
義

　
〈
今
日
は
「
死
の
時
代
」
で
あ
る
〉
と
い
う
田
辺
の
切
迫
し
た
時
代
認

識
は
、
広
島
へ
の
原
爆
投
下
な
ど
、
抑
止
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
科

学
技
術
へ
の
危
機
感
に
根
ざ
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
東
日
本
大
震
災
で
の

原
発
事
故
、
深
刻
化
す
る
環
境
破
壊
、
多
死
社
会
の
到
来
等
々
、
我
々
に

は
終
末
を
告
げ
る
鐘
の
音
は
さ
ら
に
高
く
、
不
気
味
に
響
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
れ
を
預
言
者
の
言
葉
と
し
て
聞
く
か
、
耳
を
ふ
さ
い
で
生

の
哲
学
に
の
み
拘
泥
し
続
け
る
か
、
我
々
の
思
索
と
実
践
は
大
き
な
岐
路

に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

　

上
田
閑
照
が
《
汝
の
死
の
事
実
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
に
な
っ
た
「
私
と
汝
」

を
、
絶
対
に
距
て
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
生
死
を
超
え
た
実
存
協
同
と
し

て
初
め
て
真
に
経
験
し
思
惟
す
る
に
至
っ
た
田
辺
の
考
え
）
8
（

》
と
記
し
た
よ

う
に
、
死
の
哲
学
は
妻
と
の
死
別
体
験
を
契
機
と
し
て
構
築
さ
れ
た
が
故

に
、
愛
を
絆
と
す
る
二
人
称
の
関
係
の
色
合
い
が
濃
い
。
た
だ
し
、
死
の

哲
学
の
諸
論
文
で
は
「
道
吾
漸
源
一
家
弔
慰
」
に
お
け
る
師
弟
関
係
、
な

い
し
は
肉
親
関
係
を
超
え
た
〈
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
的
に
形
づ
く
ら
れ
た
実
存

協
同
〉
と
し
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

末
木
が
《
宗
教
＝
哲
学
の
営
み
は
、
歴
史
の
中
の
死
者
た
ち
の
声
を
聞

く
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
そ
れ
自
体
歴
史
的
な
作
業
で
あ
る）

9
（

》
と
書
い
た
よ

う
に
、
人
文
学
が
遺
さ
れ
た
文
献
や
文
化
を
通
し
て
死
者
と
対
話
し
、
そ

活
と
実
存
協
同
の
発
想
が
歴
史
認
識
と
哲
学
的
思
索
だ
け
で
は
な
く
、
二

人
称
の
死
の
体
験
と
そ
の
後
の
死
者
と
の
関
係
の
再
構
築
に
裏
打
ち
さ
れ

て
い
た
と
い
う
消
息
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
田
辺
の
二
人
称
の
死
の

体
験
が
死
の
哲
学
と
し
て
文
章
化
さ
れ
始
め
る
た
め
に
は
、
尚
四
年
半
の

歳
月
を
要
し
た
。
一
九
五
六
年
二
月
一
二
日
付
の
野
上
宛
書
簡
に
は
《「
死

の
哲
学
」
は
た
と
い
遺
稿
に
な
っ
て
も
、
書
上
げ
な
け
れ
ば
死
ね
な
い
つ

も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
思
い
残
す
所
が
な
い
ま
で
徹
底
的
に
煉
る
つ

も
り
で
居
り
ま
す
。「
死
の
哲
学
」
は
小
生
一
人
の
哲
学
で
は
な
く
、「
死

の
世
紀
」
た
る
現
代
の
哲
学
と
し
て
万
人
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈

で
す
。
…
…
科
学
を
尊
重
致
す
小
生
が
、
復
活
の
如
き
神
話
的
伝
説
を
信

ず
る
な
ど
と
は
、
言
語
道
断
と
も
申
せ
ま
し
ょ
う
。
…
…
し
か
し
、
妻
の

死
は
之
を
可
能
に
し
ま
し
た
。
も
は
や
復
活
は
、
客
観
的
自
然
現
象
と
し

て
で
な
く
、
愛
に
依
っ
て
結
ば
れ
た
人
格
の
主
体
性
に
於
て
現
れ
る
霊
的

体
験
す
な
わ
ち
実
存
的
内
容
と
し
て
証
さ
れ
ま
す
。
…
…
死
せ
る
妻
は
復

活
し
て
常
に
小
生
の
内
に
生
き
て
居
り
ま
す）

6
（

》
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
書
簡
か
ら
、
死
の
哲
学
の
執
筆
に
着
手
す
る
た
め
に
乗
り
越
え
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
課
題
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
が
推
察
で
き
る
。
一
つ
は
死

者
の
復
活
に
付
き
纏
う
神
話
的
説
明
の
突
破
で
あ
り
、
今
一
つ
は
死
の
哲

学
を
歴
史
的
必
然
性
と
哲
学
史
的
妥
当
性
を
持
っ
た
万
人
の
哲
学
に
練
り

上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
者
の
突
破
は
妻
の
死
復
活
と
い
う
霊
的
体
験

を
通
し
て
可
能
に
な
っ
た
。
後
者
は
《
現
今
の
原
爆
水
爆
は
正
に
、
今
日

を
「
死
の
世
紀
」
た
ら
し
め
て
居
ま
す）

7
（

》
と
い
う
時
代
認
識
に
深
ま
り
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
存
在
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
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能
な
自
己
の
死
＝
一
人
称
の
死
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
比
し
て
、
西
田
幾

多
郎
の
〈
わ
が
子
の
死
〉
で
あ
れ
、
上
原
専
禄
の
〈
妻
の
死
〉
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
が
哲
学
や
宗
教
学
の
動
機
た
り
得
た
の
は
深
い
悲
哀
を
伴
う
〈
二

人
称
の
死
〉
の
経
験
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る）
13
（

。

　

死
が
哲
学
や
宗
教
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
所
以
は
、
死
が
単
な
る
生
物

学
的
個
体
の
死
で
は
な
く
、
人
間
の
死
、
つ
ま
り
人
と
人
と
の
関
わ
り
に

お
け
る
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る）
14
（

。
通
常
生
者
間
の
交
わ
り
は
、
両
者
の
へ

だ
た
り
が
解
消
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
起
こ
る
が
、
死
者
と
生
者
の
交
わ
り
は

分
断
あ
る
い
は
不
在
に
お
い
て
成
立
す
る
。
そ
う
し
た
消
息
を
長
谷
正
當

は
《
不
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
不
在
の
故
に
こ
そ
真
に
リ
ア
ル
と

な
る
交
わ
り
が
あ
る
。
田
辺
が
実
存
協
同
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
は
そ

の
よ
う
な
交
わ
り
で
あ
る
。
不
在
の
上
に
成
立
す
る
交
わ
り
は
満
た
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
の
で
、
悲
哀
を
帯
び
て
い
る
が
、
し
か
し
、
悲
哀
に
お
い

て
交
わ
り
は
純
化
さ
れ
透
明
化
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
不
在
の
方
向

に
交
わ
り
を
突
き
詰
め
て
行
く
所
に
、
宗
教
的
関
係
の
基
礎
と
な
る
「
信
」

と
い
わ
れ
る
有
り
よ
う
が
あ
る）
15
（

。》
他
者
は
死
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
者

と
の
交
わ
り
を
断
つ
の
で
は
な
い
。
愛
す
る
者
に
と
っ
て
死
者
は
消
失
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
死
者
は
生
者
に
顕
現
し
、
復
活
す
る
。
他
者
の

不
在
や
断
絶
を
介
し
て
開
か
れ
て
く
る
他
者
と
の
関
わ
り
を
西
田
は
逆
対

応
と
呼
ぶ
が
、
そ
う
し
た
逆
対
応
的
関
係
＝
宗
教
関
係
が
〈
死
の
哲
学
〉

の
実
存
協
同
に
も
見
出
さ
れ
る

３　

タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
新
展
開
へ
の
寄
与

　

古
来
よ
り
人
類
は
生
の
永
続
を
願
い
、
医
科
学
は
そ
の
ニ
ー
ズ
を
適
え

れ
を
回
施
し
よ
う
と
す
る
営
み
だ
と
す
れ
ば
、
人
文
学
は
死
の
哲
学
の
構

造
に
類
比
的
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
現
今
の
大
学
に
跋
扈
す
る
〈
文
系
不

要
論
〉
は
時
代
錯
誤
で
あ
り
、
自
我
を
直
接
的
に
肯
定
す
る
生
の
哲
学
や

そ
の
嫡
子
で
あ
る
科
学
技
術
や
経
済
施
策
が
軋
む
音
で
は
な
い
の
か
。

　

現
代
は
生
の
空
間
的
拡
張
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
ロ
ー
カ
ル
な

伝
統
文
化
や
儀
礼
が
失
わ
れ
、
死
者
と
の
対
話
が
消
え
て
い
く
時
代
で
あ

る
。
文
化
や
儀
礼
の
継
承
と
変
容
は
過
去
存
在
と
の
協
同
行
為
で
あ
り
、

か
つ
未
来
の
生
者
に
回
施
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
存

協
同
は
非
連
続
の
連
続
と
し
て
、
生い

の
ち命
の
連
鎖
を
受
け
渡
し
て
い
く
歴
史

的
営
み
で
も
あ
り
、
死
が
運
命
付
け
ら
れ
て
い
る
生
者
と
未
だ
生
存
せ
ぬ

者
と
の
協
同
へ
と
拡
張
可
能
な
思
想
で
あ
る
。
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス）
10
（

が

〈
生
存
の
科
学
〉
と
し
て
世
代
間
倫
理
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
死
の

哲
学
は
極
め
て
現
代
的
で
、
有
効
な
思
想
基
盤
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

２　

宗
教
思
想
が
立
ち
現
れ
る
可
能
性

　

カ
ラ
バ
ッ
ジ
ョ
の
絵
画
「
執
筆
す
る
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」
は
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
の
象
徴
で
あ
る
骸
骨
を
机
の
上
に
置
い
て
、
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
を

翻
訳
す
る
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
を
描
い
て
い
る
。
無
教
会
主
義
者
・
藤
井
武

は
妻
の
遺
骨
を
書
斎
の
机
の
上
に
置
き
、
こ
の
世
に
あ
り
な
が
ら
来
世
に

つ
い
て
書
き
、
そ
こ
に
あ
る
か
の
よ
う
に
生
き
た）
11
（

。

　

ま
た
、
現
代
日
本
の
宗
教
哲
学
者
に
は
田
辺
と
同
じ
よ
う
に
〈
二
人
称

の
死
〉
の
体
験
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
思
想
が
多
々
見
ら
れ
る）
12
（

。『
存
在
と

時
間
』
の
死
が
〈
観
念
的
指
標
〉
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
そ
れ
が
経
験
不
可
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場
所
に
再
配
置
し
、
絆
を
死
別
前
と
は
異
な
る
形
で
保
ち
続
け
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
者
が
少
な
く
な
い）
16
（

。
例
え
ば
、《
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
）
17
（

》
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
現
在Seelsorgerin

（
魂
の
ケ
ア
を

な
す
人
）
と
し
て
活
動
し
て
い
る
Ｋ
・
ラ
マ
ー
（Lam

m
er

）
は
《
死
者

か
ら
可
能
な
限
り
完
全
に
引
き
離
す
こ
と
（eine m

öglichst 
vollständige Ablösung von den Verstorbenen

）
に
目
を
向
け
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
意
味
を
伴
っ
て
死
者
を
再
配
置
（N

euverortung

）

す
る
こ
と
に
注
意
を
注
ぐ
べ
き
で
す）
18
（

》
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
喪
失
さ
れ
た
死
者
の
リ
・
メ
ン
バ
リ
ン
グ
（re-

m
em
bering

）
や
再
配
置
と
い
う
現
代
の
悲
嘆
学
（grief studies

）
や

牧
会
心
理
学
（Seelsorge

）
の
主
張
に
は
、
田
辺
の
〈
死
の
哲
学
〉
に

棹
さ
す
よ
う
な
死
と
生
の
理
解
が
垣
間
見
え
る
。

　

＊　
（
④16

│17

）
は
藤
田
正
勝
編
『
田
辺
元
哲
学
選
Ⅳ
』
一
六
│
一
七
頁
か
ら
の
引

用
を
示
す
。
以
下
同
様

　
（
1
）
末
木
文
美
士
『
他
者
／
死
者
／
私　

哲
学
と
宗
教
の
レ
ッ
ス
ン
』
岩
波
書
店
、

る
べ
く
死
と
戦
い
続
け
て
き
た
。
そ
う
し
た
医
科
学
の
戦
果
の
一
つ
は
生

物
学
的
生
命
の
延
長
で
あ
る
。
だ
が
、
延
命
治
療
の
生
の
尊
厳
さ
に
対
す

る
両
義
性
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
終
末
期
医
療
は
キ
ュ
ア
か
ら
ケ
ア

へ
と
立
ち
位
置
を
変
え
た
。
そ
の
位
置
転
換
に
よ
っ
て
死
の
不
可
避
性
を

見
据
え
て
誕
生
し
た
医
療
が
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
で
あ
る
。
Ｓ
・
ソ
ン
ダ
ー
ス

に
よ
る
現
代
ホ
ス
ピ
ス
の
内
実
は
包
括
的
な
緩
和
ケ
ア
の
実
践
で
あ
り
、

死
に
ゆ
く
過
程
に
お
け
る
全
人
的
な
苦
痛
の
緩
和
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
保
持
を
目

的
と
す
る
医
療
で
あ
る
。

　

死
に
ゆ
く
者
、
遺
さ
れ
る
者
に
と
っ
て
最
も
大
き
な
悲
し
み
は
永
久
に

忘
れ
去
ら
れ
、
関
係
が
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
、
死
の
哲
学
は

断
絶
し
た
死
者
と
の
関
係
の
再
構
築
を
語
る
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
死

復
活
は
直
線
的
時
間
に
お
い
て
生
起
す
る
出
来
事
で
は
な
い
。
死
者
が
追

憶
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
実
存
協
同
と
し
て
関
係
性
が
再
構
築
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
死
に
ゆ
く
者
に
は
生
者
の
内
的
世

界
に
蘇
り
得
る
、
遺
さ
れ
た
者
に
は
愛
す
る
者
と
協
同
し
得
る
と
い
う
希

望
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
に
代
表
さ
れ
る
臨
床
心
理

学
の
喪
の
仕
事
（grief w
ork

）
で
は
、
死
者
と
の
情
緒
的
関
係
（attach-

m
ent

）
を
断
ち
切
り
、
新
し
い
関
係
（new

 relationship

）
を
構
築
す

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
死
の
哲
学
か
ら
は
、
悲
嘆
の
中

に
あ
り
な
が
ら
、
関
係
を
失
う
こ
と
の
な
い
、
新
た
な
喪
の
仕
事
が
立
ち

上
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

現
代
の
死
別
研
究
者
に
は
、
新
し
い
回
復
モ
デ
ル
と
し
て
、
喪
失
対
象

と
の
絆
を
断
ち
切
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
自
分
の
内
的
世
界
の
適
切
な
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一
一
九
―
二
〇
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
。

　
（
17
）
Ｌ
・
ヘ
ツ
キ
、
Ｊ
・
ウ
ィ
ン
ス
レ
イ
ド
『
人
生
の
リ
・
メ
ン
バ
リ
ン
グ
』
小

森
康
永
・
石
井
千
賀
子
・
奥
野
光
訳
、
金
剛
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
二
二
頁
。

　
（
18
）Kerstin Lam

m
er, Trauer verstehen, Form

en-Erklärungen, H
ilfen, 

2.Auflage, N
eukirchener Verlagshaus, 2007, S.47.

（
ケ
ル
ス
テ
ィ
ン
・
ラ

マ
ー
『
悲
し
み
に
寄
り
添
う
』
浅
見
洋
・
吉
田
新
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
一

三
年
、
六
三
頁
）

（
あ
さ
み
・
ひ
ろ
し
、
宗
教
哲
学
・
日
本
哲
学
、
石
川
県
立
看
護
大
学
教
授
）

二
〇
〇
七
年
、
六
六
頁
。

　
（
2
）
芝
田
豊
彦
「
フ
ラ
ン
ク
ル
と
滝
沢
に
お
け
る
「
過
去
存
在
」
の
思
想
―
田
辺

の
〈
死
の
哲
学
〉
と
の
関
連
で
―
」『
宗
教
研
究
』
八
二
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、

四
七
頁
。

　
（
3
）M

artin H
eidegger zum

 siebzigsten G
eburtstag

：Festschrift, Verlag 
G
ünther N

eske Pfülingen, 1959.

　
（
4
）
『
田
辺
元
全
集
第
十
三
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
、
五
四
四
頁
。

　
（
5
）
末
木
前
掲
書
、
六
三
頁
。

　
（
6
）
『
田
辺
元
・
野
上
弥
生
子
往
復
書
簡
（
下
）』
竹
田
篤
司
・
宇
田
健
編
、
岩
波

現
代
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
七
―
一
九
頁
。

　
（
7
）
田
辺
元
・
唐
木
順
三
『
田
辺
元
・
唐
木
順
三
往
復
書
簡
』
筑
摩
書
房
、
二
〇

〇
四
年
。

　
（
8
）
上
田
閑
照
「「
死
の
哲
学
」
と
絶
対
無
」『
宗
教
へ
の
思
索
』
創
文
社
、
一
九

九
七
年
、
一
五
八
頁
。

　
（
9
）
末
木
前
掲
書
、
五
頁
。

　
（
10
）
Ｖ
・
Ｒ
・
ポ
ッ
タ
ー
『
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
―
生
存
の
科
学
』
今
堀
和
友
・

小
泉
仰
・
斎
藤
信
彦
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
四
年
。

　
（
11
）
浅
見
洋
「
妻
の
遺
骨
と
共
に
―
敗
北
の
勝
利
者
・
藤
井
武
」『
思
想
の
レ
ク
イ

エ
ム　

加
賀
・
能
登
が
生
ん
だ
哲
学
者
15
人
の
軌
跡
』
春
風
社
、
二
〇
〇
六
年

二
一
九
―
二
三
八
頁
参
照
。

　
（
12
）
浅
見
洋
『
二
人
称
の
死　

西
田
・
大
拙
・
西
谷
の
思
想
を
め
ぐ
っ
て
』
春
風
社
、

二
〇
〇
三
年
参
照
。

　
（
13
）
上
原
専
禄
『
死
者
・
生
者
―
日
蓮
認
識
へ
の
発
想
と
視
点
―
』（
上
原
専
禄
著

作
集
16
巻
）
評
論
社
、
一
九
八
八
年
参
照
。

　
（
14
）
長
谷
正
當
「
死
の
哲
学
と
実
存
協
同
の
思
想
―
田
辺
晩
年
の
思
想
―
」『
京
都

哲
学
撰
書
第
３
巻　

田
辺
元
「
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
・
死
の
哲
学
」　

解
説
』

燈
影
舎
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
三
二
頁
。

　
（
15
）
同
、
四
三
五
頁
。

　
（
16
）
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

実
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
、


