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一
　
死
の
時
間
は
な
ぜ
虚
無
と
な
る
か

　
今
回
は
「
死
を
め
ぐ
る
生
命
」
と
題
し
、
三
回
の
企
画
の
最
後
と
な
る
。

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
生
死
の
区
別
と
無
区
別
と
い
う
矛
盾
を
主
題
と

し
た
い
。
生
死
を
客
観
的
、
三
人
称
的
な
事
象
と
し
て
考
え
る
と
、
生
は

有
、
死
は
無
で
あ
り
、
す
る
と
死
後
は
虚
無
と
な
る
。
こ
の
視
点
は
、
生

の
先
に
死
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
死
後
の
時
間
は
、
時
間
が
直
線
で
あ
る

限
り
、
永
久
に
流
れ
続
け
る
と
い
う
構
図
に
則
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、

死
後
は
何
か
暗
い
ま
ま
続
く
実
質
と
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
恐
怖
に
な

る
。
私
は
無
に
拘
束
さ
れ
た
ま
ま
、
永
久
に
、
そ
し
て
不
可
逆
的
に
、
二

度
と
蘇
ら
な
い
。
こ
れ
は
生
が
有
、
死
が
無
と
い
う
鋭
い
対
立
の
上
に
成

り
立
ち
、
そ
の
区
別
も
明
確
で
あ
る
。

　
し
か
し
他
方
で
、
私
は
気
づ
い
た
ら
存
在
し
て
い
た
。
自
己
の
存
在
に

後
か
ら
気
づ
く
と
す
れ
ば
、
無
か
ら
存
在
に
到
る
境
界
は
わ
か
ら
な
い
。

は
じ
め
に

　
本
連
続
パ
ネ
ル
企
画
で
は
、
初
年
度
に
「
出
生
と
生
命
」
と
題
し
て
、

現
代
の
生
命
操
作
技
術
の
発
達
に
お
い
て
も
、
究
極
的
に
は
「
与
え
ら
れ

る
」
し
か
な
い
生
命
が
問
わ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
生
命
操
作
を
す
る
主
体

自
身
が
「
与
え
ら
れ
」
た
も
の
だ
、
と
い
う
自
己
矛
盾
が
あ
っ
た
。
二
年

目
は
「
生
き
て
い
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
―
生
命
概
念
の
再
検
討
」

と
題
し
、
モ
ノ
的
世
界
の
限
界
点
に
あ
る
生
命
の
姿
を
確
認
し
た
。
こ
れ

は
生
命
の
両
義
的
存
在
様
式
を
意
味
し
た
。
ま
た
、
粒
子
的
、
機
械
論
的

世
界
と
生
命
現
象
と
の
矛
盾
を
、
創
発
の
観
点
か
ら
見
直
し
た
。
こ
れ
ら

に
共
通
す
る
の
は
、
生
命
と
は
、
単
一
の
認
識
形
式
や
価
値
基
準
の
中
で

は
閉
じ
ら
れ
ず
、
相
矛
盾
す
る
世
界
観
や
価
値
基
準
の
交
錯
す
る
地
点
に

位
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
特
集
２　

思
想
と
し
て
の
生
命　

第
三
回　

死
を
め
ぐ
る
生
命
〉
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生
死
の
矛
盾
を
つ
な
ぐ
生
命

―
三
年
間
を
総
括
し
て
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二
　
私
と
他
者
と
の
識
別
、
生
と
死
と
の
識
別

　
誕
生
前
と
死
後
に
対
し
て
、
生
の
時
間
の
形
式
を
当
て
は
め
る
こ
と
の

不
可
能
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
こ
と
か
。
そ
こ
で
、
原
核
生
物
は
寿

命
を
持
た
ず
、
寿
命
と
死
と
は
生
物
進
化
の
中
で
、
後
に
な
っ
て
か
ら
現

れ
て
き
た
事
実
に
着
目
し
た
い
。

「
最
初
期
の
単
細
胞
の
モ
ネ
ラ
は
、
分
裂

0

0

と
よ
ば
れ
る
単
純
な
過
程

に
お
い
て
、
無
性
的
に
増
殖
し
て
い
た
。
こ
の
増
殖
の
様
式
で
は
、

与
え
ら
れ
た
細
胞
は
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
自
律
的
に
複
製
し
、
二
つ
の

完
全
に
同
等
な
そ
の
細
胞
自
身
の
ク
ロ
ー
ン
へ
と
分
れ
る
（
中
略
）。

こ
の
よ
う
に
し
て

4

4

4

4

4

4

4

、
単
体
の
細
胞
で
あ
る
生
物
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
決
し
て
本
当
に

4

4

4

4

4

4

死
ぬ
こ
と
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

。
結
局
、
ど
こ
に
遺
体
が
あ
ろ
う
？
　
死
体
不
在

に
お
い
て
死
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
？（
２
）」

　「
死
体
不
在
」
な
の
だ
か
ら
、「
死
ぬ
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
は
、

一
見
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
、
分
裂
前
の
個
体
は
、
分
裂
後
ど

こ
に
行
っ
た
の
か
。
分
裂
後
の
個
体
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
、
分
裂
前
の
個

体
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
識
別
不
能
な
複
数
個
体
の
一
方
だ
け

が
、
分
裂
前
と
同
一
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
分
裂
後
の

二
つ
の
個
体
と
も
、
分
裂
前
の
個
体
と
同
一
な
の
か
。
そ
れ
も
な
い
。
二

つ
の
個
体
が
一
つ
の
個
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
個
体
の
本
質
に
反
す
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
単
性
生
殖
に
お
い
て
は
、
識
別
さ
れ
た
単

一
の
個
体
と
い
う
前
提
が
そ
も
そ
も
成
り
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
死
」
が
、
個
体
性
を
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
個

こ
の
場
合
、
誕
生
以
前
が
何
で
あ
っ
た
か
を
、
生
の
時
間
を
逆
に
た
ど
る

こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
な
る
と
誕
生
以
前
の
時
間
、

死
の
後
の
時
間
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
虚
無
は
、
生
の
時
間
を
形
作
る
形
式

を
、
誤
っ
て
そ
れ
ら
へ
適
用
さ
せ
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
と
な

る
。「

…
…
諸
々
の
事
物
の
終
わ
り
も
、
そ
れ
ら
の
原
理
も
、
立
ち
入
り

が
た
い
秘
密
の
下
に
施
し
よ
う
の
な
く
隠
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
、

人
は
自
分
が
引
き
出
さ
れ
て
き
た
虚
無
も
、
自
分
が
の
み
込
ま
れ
る

無
限
も
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い（
１
）」

　
誕
生
前
、
死
後
を
「
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
は
い
か
な
る
事
態
か
。

こ
の
問
題
は
、
生
と
誕
生
前
と
の
境
界
に
着
目
す
る
と
明
確
に
な
る
。
境

界
は
、
そ
の
こ
ち
ら
と
向
こ
う
と
が
、
同
じ
概
念
上
の
形
式
に
適
用
さ
れ

る
こ
と
で
初
め
て
観
察
可
能
に
な
る
。
境
界
が
観
察
不
能
な
の
は
、
そ
の

向
こ
う
側
が
、
生
の
時
間
と
い
う
形
式
自
体
を
あ
て
は
め
ら
れ
な
い
所
だ

か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
私
は
生
死
の
境
目
に
気
づ
か
ず
に
死
ぬ
だ
ろ
う
。

境
目
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
死
後
は
虚
無
で
さ
え
な
く
、
死
後
は
あ
る
か

と
い
う
問
い
さ
え
無
意
味
と
な
る
。
虚
無
は
、
生
の
時
間
の
形
式
で
は
か

れ
る
こ
と
を
前
提
に
成
り
立
つ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
純
粋
に
一
人
称
的
な
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
生
死
で
あ
り
、
そ
れ

は
生
を
は
か
る
直
線
的
時
間
に
則
っ
た
、
死
後
が
虚
無
と
し
て
立
ち
現
れ

る
生
死
と
は
相
矛
盾
す
る
。
こ
う
し
た
相
矛
盾
す
る
世
界
が
鋭
く
交
錯
す

る
現
場
と
し
て
、
現
実
の
生
命
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
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が
宇
宙
の
終
わ
り
で
も
あ
る
よ
う
な
特
権
的
存
在
で
は
な
く
、
反
対
に
、

死
後
に
宇
宙
の
永
久
の
時
間
継
続
に
対
し
て
虚
無
を
強
い
ら
れ
る
運
命
を

背
負
っ
た
極
微
の
存
在
な
の
で
も
な
い
。
両
者
の
見
解
と
も
、
他
の
何
者

で
も
な
い
「
私
」
の
存
在
と
い
う
、
他
者
か
ら
の
識
別
を
前
提
と
し
た
直

線
的
時
間
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

三
　
死
の
な
い
時
間
の
様
態

　
個
体
が
特
定
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
個
体
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
そ
し
て

ど
こ
へ
行
く
の
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
こ
に
個
体
の
始
め
と
終
わ
り
が
問

わ
れ
得
る
よ
う
に
な
る
。
反
対
に
、
個
体
を
そ
の
個
体
た
ら
し
め
る
論
理

が
成
立
し
な
い
と
き
、
そ
の
個
体
性
は
問
わ
れ
な
く
な
る
と
同
時
に
、
そ

の
個
体
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
も
問
え
な
く
な
る
。「
ど
こ
か
ら
」、「
ど
こ

へ
」
は
、
あ
く
ま
で
個
体
た
ら
し
め
る
論
理
の
枠
内
で
提
起
さ
れ
る
問
い

だ
か
ら
で
あ
る
。

　
二
つ
に
分
離
さ
れ
た
脳
半
球
の
一
方
を
「
私
」
Ａ
と
名
づ
け
た
上
で
、

翻
っ
て
か
つ
て
二
つ
の
脳
半
球
が
接
合
さ
れ
て
い
た
時
間
に
お
い
て
、
そ

の
「
私
」
Ａ
は
誰
で
あ
っ
た
か
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
「
私
」

Ａ
と
は
、
脳
の
半
球
の
み
が
独
立
し
た
個
体
と
し
て
識
別
さ
れ
た
論
理
の

中
で
初
め
て
成
立
し
た
何
か
で
あ
り
、
そ
の
個
体
性
が
未
成
立
の
状
態
に

つ
い
て
、
そ
の
個
体
の
論
理
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
半
球
と
し
て
の
「
私
」
Ａ
の
時
間
と
、
今
や
別
の
個
体
で
あ
る

「
私
」
Ｂ
と
が
接
合
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
脳
全
体
と
し
て
の
「
私
」
Ｃ

の
時
間
と
は
別
物
な
の
で
あ
る
。「
私
」
Ａ
の
時
間
は
、「
私
」
Ａ
の
個
体

体
性
と
い
う
条
件
が
な
い
と
き
、「
死
」
は
成
立
し
な
い
と
同
時
に
、「
不

死
」
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
な
く
な
る
。
個
体
性
と
い
う
前
提
は
そ
の
個

体
の
死
を
予
想
さ
せ
る
が
、
個
体
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
個
体
の
死
、
そ

し
て
死
後
は
何
か
と
い
う
問
い
も
無
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、「
私
」
を
「
あ
な
た
」
か
ら
区
別
す
る
形
式
と
同
じ
何
か
に

よ
っ
て
、
生
死
の
境
界
も
生
じ
、
死
後
の
虚
無
も
生
じ
た
。
だ
が
他
方
で
、

こ
の
区
別
を
単
な
る
虚
構
と
し
て
済
ま
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
我
々
が
生

き
る
現
実
の
世
界
は
、
個
体
的
識
別
を
前
提
に
、
た
と
え
ば
社
会
的
、
法

的
制
度
が
成
り
立
ち
、
我
々
の
生
存
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
究
極
の
所
で
こ
の
識
別
は
な
い
。
そ
の
矛
盾
し
た
状
態

の
「
つ
な
ぎ
」
の
位
置
に
、
現
実
の
生
命
が
働
い
て
い
る
。

　
結
局
、
生
死
の
境
界
と
、
死
後
に
つ
い
て
の
問
い
は
、「
私
」
が
他
者

か
ら
識
別
さ
れ
る
た
め
の
論
理
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
識
別
の
論
理
が

も
た
ら
す
存
在
論
は
、
非
常
に
極
端
な
宇
宙
像
を
作
り
得
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
私
」
の
死
は
、
そ
の
後
も
存
在
し
続
け
る
宇
宙
の
側
か
ら
見

れ
ば
、
極
め
て
小
さ
な
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
死
は
、「
私
」

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
宇
宙
が
終
わ
る
と
も
言
い
得
る
。
両

者
は
極
め
て
大
き
な
矛
盾
を
含
む
。

　
だ
が
、「
私
」
と
他
者
と
の
区
別
が
究
極
的
に
不
成
立
な
ら
ば
、
こ
の

よ
う
な
「
私
」
の
独
我
論
的
な
特
権
化
も
生
じ
ず
、
そ
の
独
我
論
か
ら
帰

結
す
る
極
端
な
事
態
も
生
じ
な
い
。
同
様
に
、
死
後
に
永
遠
の
虚
無
に
耐

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
極
め
て
小
さ
な
「
私
」
と
い
う
考
え
も
、「
私
」

が
孤
立
し
た
個
体
で
は
な
い
場
合
に
は
不
成
立
と
な
る
。
私
は
、
そ
の
死
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ら
を
閉
じ
こ
め
る
。
直
線
は
理
性
、
球
面
は
生
と
も
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

生
か
ら
生
じ
た
理
性
が
、
生
を
抽
象
化
し
、
死
や
虚
無
の
時
間
を
も
作
り

出
し
て
い
る
の
が
直
線
的
時
間
で
あ
る
。
球
と
の
接
点
を
通
り
、
球
面
か

ら
遠
ざ
か
り
つ
つ
延
び
て
ゆ
く
直
線
は
、
果
て
の
な
い
暗
い
空
間
に
、
終

わ
り
な
く
続
い
て
行
く
。
し
か
し
、
原
初
の
生
に
戻
っ
た
と
き
、
直
線
の

行
き
先
で
あ
る
死
や
虚
無
は
、
も
と
も
と
虚
構
さ
れ
た
行
き
先
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、
生
死
の
同
一
と
対
立
と
い
う
矛
盾
が
示
さ
れ
る
。

四
　
生
死
の
対
立
と
生
死
一
如
と
を
つ
な
ぐ
生
命

　
球
面
的
時
間
に
あ
る
実
在
は
、
特
定
の
個
体
と
い
う
限
定
を
受
け
な

い（
５
）。

む
し
ろ
個
体
を
特
定
化
す
る
と
、
球
面
的
時
間
か
ら
離
反
す
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
反
対
に
、「
私
」
の
個
体
化
を
徹
底
さ
せ
、

も
は
や
個
体
性
が
意
味
を
失
う
地
点
で
開
け
る
、「
私
」
の
消
滅
に
着
目

し
た
い
。
そ
こ
に
生
死
一
如
と
無
我
が
再
確
認
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
い
か

に
現
実
の
自
我
と
不
離
な
関
係
に
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
球
面
の
比
喩
で
も
示
さ
れ
た
、
こ
の
生
と
死
と
の
境
界
の
な
い
全
体
の

一
例
と
し
て
、
道
元
の
「
全
機
」
が
考
え
ら
れ
る
。「
全
機
」
と
は
真
理

の
全
現
成
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
全
体
の
部
分
が
真
理
で
あ
る
こ
と

で
は
な
い
。
ま
た
全
体
で
あ
る
限
り
、
全
体
の
外
側
が
な
い
。

「
諸
仏
の
大
道
、
そ
の
究
尽
す
る
と
こ
ろ
、
透
脱
な
り
、
現
成
な
り
。

そ
の
透
脱
と
い
う
は
、
あ
る
い
は
生
も
生
を
透
脱
し
、
死
も
死
を
透

脱
す
る
な
り（
６
）。」

　「
透
脱
」
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
部
分
の
作
用
と
な
り
、
そ
の
場
合
の

の
論
理
誕
生
の
地
点
で
始
ま
る（
３
）。
そ
し
て
、「
私
」
Ａ
を
成
り
立
た
せ
る

直
線
的
時
間
形
式
は
、「
私
」
Ａ
の
論
理
の
誕
生
以
前
に
は
入
り
込
め
な

い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
我
々
の
世
界
は
、
直
線
的
時
間
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
直
線
性
の
時
間
を
も
構
成
す
る
時
間
を
、
根
源

的
に
所
持
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
私
」
の
存
在
の
因
果
的
な
原
因
が
究
明

さ
れ
る
時
間
で
も
な
い
。
何
か
の
原
因
は
、
一
定
の
形
式
の
中
で
何
か
と

何
か
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
な
ら
ば
、
も
し
私
と
宇
宙
が

「
未
分
化
」
な
ら
、「
私
」
個
人
の
存
在
理
由
に
窮
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら

無
意
味
で
あ
る
。

　
こ
の
、
誕
生
以
前
や
存
在
理
由
を
無
意
味
化
す
る
時
間
が
、
直
線
的
時

間
に
対
し
て
円
環
的
時
間（
４
）と

呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は

あ
え
て
、「
球
面
的
」
と
い
う
喩
え
を
用
い
た
い
。
円
環
で
は
、
す
べ
て

の
点
が
単
線
上
で
相
対
的
な
位
置
関
係
を
持
つ
た
め
、
時
間
的
前
後
は
明

確
で
あ
る
。
ま
た
、
始
め
と
終
わ
り
と
が
つ
な
が
り
、
時
間
が
同
じ
仕
方

で
回
帰
す
る
。
し
か
し
球
面
に
は
そ
の
単
線
性
は
な
く
、
あ
る
点
と
他
の

点
と
の
位
置
的
関
係
は
無
数
に
あ
り
得
、
前
後
が
一
定
の
順
序
関
係
の
中

で
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
あ
る
意
味
、「
時
」
は
流
れ
な
い
。

始
ま
り
も
終
わ
り
も
な
い
こ
と
で
は
円
環
と
同
じ
だ
が
、
同
じ
仕
方
の
回

帰
は
な
い
。
そ
の
球
面
上
で
、「
私
」
は
特
定
の
地
点
に
は
居
ら
ず
、
ま

た
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
居
る
。

　
直
線
的
時
間
は
こ
の
球
面
か
ら
、
識
別
さ
れ
分
化
さ
れ
た
世
界
と
し
て

生
じ
る
。
我
々
は
球
面
か
ら
生
ま
れ
な
が
ら
、
直
線
的
な
形
式
の
中
に
自
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し
本
当
に
生
は
生
、
死
は
死
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
一
切
の
並
置
や
比

較
の
条
件
を
欠
い
て
い
る
。
生
と
死
と
は
「
異
」
な
る
の
で
さ
え
な
く
、

｢

異｣

な
る
こ
と
の
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
生
死
の
対
立

が
な
く
な
る
こ
と
と
、
自
他
の
境
界
が
な
く
な
る
こ
と
と
が
同
時
に
生
起

す
る
。

　
し
か
し
球
面
の
時
間
で
は
、
球
の
中
心
か
ら
等
距
離
に
あ
る
無
数
の
位

置
が
、
各
々
異
な
っ
た
球
面
上
に
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
仕
方
で
一
つ
の
球

全
体
の
構
成
を
担
い
な
が
ら
、
球
面
上
で
は
あ
く
ま
で
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
二
重
性
は
、「
全
機
」
の
時
間
と
、
生
死
が
区
別
さ
れ
る
時
間
と
の

関
係
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
全
機
」
で
は
、
生
も
死
も
、
究

極
的
に
は
同
じ
一
つ
の
球
だ
が
、
球
面
上
で
は
、
生
と
死
と
は
別
々
の
時

間
的
位
置
に
配
置
さ
れ
る
。
我
々
は
「
全
機
」
の
み
で
生
き
る
こ
と
は
で

き
ず
、「
全
機
」
で
あ
る
の
と
同
じ
く
し
て
、
生
死
が
区
別
さ
れ
た
時
間

の
中
に
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
時
間
は
異
な
り
な
が
ら
重
な
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
区
別
を
形
成
す
る
直
線
的
時
間
と
、「
全
機
」
の
よ
う

な
球
面
的
時
間
と
は
、
完
全
に
別
物
で
も
同
一
で
も
な
く
、
異
な
り
な
が

ら
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
重
性
は
、
境
界
の
な
い
時
間
に
最
終
的
な
根

源
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
間
に
も
、
反
対
に
直
線
的
時
間
に
も
、

一
方
的
に
還
元
さ
れ
る
関
係
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　
三
年
間
に
わ
た
り
議
論
し
て
き
た
「
思
想
と
し
て
の
生
命
」
で
あ
る
が
、

生
と
死
と
は
、
対
立
的
な
関
係
の
ま
ま
に
な
る
。
同
じ
時
間
直
線
上
に
二

者
が
対
置
さ
れ
る
の
は
こ
の
状
態
で
あ
る
。
生
と
死
そ
れ
ぞ
れ
は
、
同
じ

時
間
直
線
の
中
の
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
「
透
脱
」
後
は
、
生
と
死
と
を

対
置
さ
せ
る
こ
の
形
式
自
体
が
無
効
に
な
る
。

　
生
と
死
と
は
、「
一
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
異
に
あ
ら
ず
、
異
に
あ
ら
ざ
れ

ど
も
即
に
あ
ら
ず
、
即
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
多
に
あ
ら
ず（
７
）。」

　
Ａ
と
Ｂ
と
が
「
一
」
ま
た
は
「
異
」、「
即
」
ま
た
は
「
多
」
の
関
係
に

な
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
両
者
の
間
に
成
り
立
た
せ
る
形
式
が
必
要

に
な
る
。
し
か
し
「
全
機
」
に
お
け
る
生
と
死
は
、
関
係
を
絶
し
て
い
る

の
で
「
異
」
と
な
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
、
生
も
死
も
全
体

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
外
部
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
し
て
生
か
ら
死
へ

の
時
間
的
経
緯
が
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
を
『
信
心
銘
』
は
次
の
よ
う
に

表
現
す
る
。

「
一
如
の
体
玄
、
兀
爾
（
ご
つ
じ
）
と
し
て
縁
を
忘
ず（
８
）。」

　「
縁
を
忘
」
じ
、
果
て
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど

こ
へ
行
く
か
が
問
題
に
な
ら
な
い
。

　
実
際
、
単
性
生
殖
に
と
っ
て
の
死
は
、
生
と
「
異
」
な
る
の
で
は
な
く
、

生
と
の
対
立
が
意
味
を
な
さ
な
い
た
め
、
端
的
に
存
在
不
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
は
、「
死
」
と
対
立
し
た
「
生
」
が
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
未
生
で

あ
る
。
そ
こ
で
、「
生
」
と
「
死
」
と
は
「
一
」
も
「
異
」
も
な
い
。
そ

れ
ら
を
包
括
し
て
「
生
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、「
生
」
は
境
界
の
な
い
全
体

で
あ
る
。
こ
の
全
体
か
ら
、
死
を
規
定
す
る
枠
組
み
が
後
に
な
っ
て
分
化

し
た
。
他
方
、
道
元
に
は
、
死
が
生
じ
た
、
と
い
う
言
明
は
な
い
。
し
か
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ン
セ
』
塩
川
徹
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
、
断
章
一
九
九
、
二
四
四
頁
。

　（
2
）Clark, W
illiam

 R. Sex and the O
rigin of D

eath, O
xford U. P., 1996, 

p.62.

『
死
は
な
ぜ
進
化
し
た
か
』
岡
田
益
吉
訳
、
三
田
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、

八
〇
頁
。

　（
3
）
し
か
も
そ
れ
は
、「
私
」
の
生
物
学
的
誕
生
の
地
点
で
は
な
い
。「
私
」
と
い

う
個
体
は
、「
私
」
が
生
物
と
し
て
誕
生
し
た
瞬
間
を
知
ら
ず
、
そ
の
瞬
間
で
は

個
体
の
論
理
は
未
成
立
だ
か
ら
で
あ
る
。

　（
4
）
直
線
的
時
間
に
対
す
る
円
環
的
時
間
は
、
輪
廻
的
な
回
帰
的
時
間
と
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
れ
は
最
初
と
最
後
と
が
つ
な
が
る
だ
け
で
、

方
向
性
と
し
て
は
不
可
逆
で
あ
る
。
そ
し
て
回
帰
す
る
限
り
、
新
た
な
も
の
を

生
み
出
さ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
球
面
的
時
間
は
、
不
可
逆
的
方
向
性
や
、

新
た
な
も
の
の
出
現
に
つ
い
て
、
自
ら
を
限
定
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の

よ
う
な
限
定
以
前
の
時
間
様
態
に
相
当
す
る
。

　（
5
）
限
定
を
受
け
な
い
も
の
を
、
限
定
さ
れ
た
概
念
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は

背
理
に
な
る
。
本
論
で
の
球
面
的
時
間
の
理
解
困
難
は
そ
こ
に
あ
る
。
た
と
え

ば
、
私
で
あ
っ
て
あ
な
た
で
あ
る
、
と
い
う
限
定
以
前
の
状
態
は
、
自
他
の
区

別
を
前
提
と
す
る
概
念
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
包
摂
概
念
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。
限
定
を
受
け
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
西
田
の
「
真
の
無
の

場
所
」
は
そ
う
し
た
状
態
の
は
ず
だ
が
、「
場
所
」
な
ど
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
と
、

直
ち
に
限
定
さ
れ
た
性
質
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
後
期
西
田
の
「
絶

対
矛
盾
的
」
と
い
う
性
質
へ
の
展
開
は
、
限
定
さ
れ
た
把
握
の
拒
絶
と
い
う
方

向
に
は
踏
み
込
ん
で
い
る
。

　（
6
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
（
二
）』
水
野
弥
穂
子
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
、

八
二
頁
。

　（
7
）
同
書
、
八
五
頁
。

　（
8
）
三
祖
僧
璨
『
信
心
銘
』、
梶
谷
宗
忍
・
柳
田
聖
山
・
辻
村
公
一
『
禅
の
語
録
16

信
心
銘
・
証
道
歌
・
十
牛
図
・
坐
禅
儀
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
一
頁
。

（
お
き
な
が
・
た
か
し
、
哲
学
・
宗
教
学
、
帝
京
大
学
教
授
）

三
年
間
で
扱
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
は
、
私
た
ち
が
語
る
生
命
の
姿
が
、
ど
れ
も

生
命
全
体
の
一
側
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
側
面
は
相
矛

盾
す
る
性
質
を
呈
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
生
命
操
作
を
主
導
す
る

「
理
想
」
は
、
自
分
自
身
与
え
ら
れ
た
生
命
で
あ
る
と
い
う
自
ら
の
足
場

と
の
矛
盾
を
隠
蔽
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
生
物
が
生
き
て
い
る
と
い
う
状
態
は
、
物
質
か
ら
形
成
さ
れ
な
が
ら
、

物
質
に
見
出
せ
な
い
性
質
を
含
ん
で
い
る
。
一
人
称
、
目
的
性
、
自
己
組

織
化
、
そ
の
他
諸
々
の
性
質
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
か
と
言
っ
て
、
そ
こ

に
非
物
質
的
な
霊
魂
が
働
い
て
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
も
見
出
せ

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
生
命
は
物
質
で
あ
り
な
が
ら
物
質
で
は
な
く
、
精

神
的
で
あ
り
な
が
ら
物
質
と
は
別
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

　
死
後
を
虚
無
と
し
て
捉
え
る
時
間
形
式
は
、
死
が
存
在
し
な
い
時
間
形

式
か
ら
抽
象
さ
れ
て
出
て
き
た
。
つ
ま
り
前
者
の
虚
無
は
後
発
に
す
ぎ
な

い
が
、
し
か
し
論
理
と
し
て
は
逆
ら
い
難
い
堅
固
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
こ

の
二
つ
の
時
間
形
式
は
、
死
に
関
す
る
矛
盾
と
し
て
現
れ
た
が
、
そ
の
矛

盾
は
現
実
の
生
命
の
存
在
様
態
に
関
す
る
矛
盾
と
も
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し

て
い
る
。

　
生
命
と
は
生
物
学
的
に
見
れ
ば
物
質
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
存
在
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
を
全
体
と
し
て
見
渡
す
と
、
生
命
と

は
一
つ
の
世
界
と
、
そ
こ
と
ま
っ
た
く
相
反
す
る
別
の
世
界
と
を
つ
な
ぐ

媒
介
を
な
し
て
い
る
。

　（
1
）Pascal. Pensées, Paris; G

arnier Frères, 1964, Article II 72, p.88.

『
パ


