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は
じ
め
に

「
人
生
の
最
期
の
段
階
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
す
か
考
え
ま
し
ょ
う
」

最
近
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
言
葉
だ
。
終
活
と
い
う
言
葉
は
す
で
に
一
般
的
に
な
り
、
書
店
で
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
に
類
す
る
も
の
が
何
か
し
ら
売
ら
れ
て
い
る
。
納
棺
体
験
な
ど
死
を
擬
似
体
験
す
る
こ
と
で
自
分
の
死
に
つ
い
て
思

い
を
馳
せ
、
ど
の
よ
う
に
最
期
の
プ
ロ
セ
ス
を
過
ご
し
た
い
か
を
考
え
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。

少
子
高
齢
化
が
進
み
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
も
経
験
し
た
日
本
で
は
、
人
生
の
最
期
を
ど
う
考
え
る
か
は
さ
ほ
ど
遠
い
問
題

で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
、
死
を
前
に
し
た
時
間
の
過
ご
し
方
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
る
人
は
、

実
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
「
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
が
力
を
持
つ
の
だ
ろ

う
。死

と
死
に
ゆ
く
過
程
に
関
わ
る
代
表
的
な
職
業
と
し
て
「
医
師
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
筆
者
も
医
師
の
一
人
で
あ
る
。

で
は
、
医
師
は
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
十
分
わ
か
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
言
わ
れ
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い

切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
だ
け
が
特
に
理
解
で
き
て
い
な
い
可
能
性
は
否
定
で
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はじめに

き
な
い
け
れ
ど
も
、
周
囲
の
医
師
と
の
会
話
を
通
し
て
、
死
を
前
に
し
た
患
者
と
の
関
わ
り
方
に
悩
む
医
師
は
少
な
く

な
い
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

確
か
に
医
師
は
多
く
の
患
者
の
死
に
関
わ
る
職
業
で
あ
る
。
死
に
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
に
専
門
職
と
し
て
関
わ
り
、
死
亡

診
断
を
行
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
死
に
関
わ
る
す
べ
て
の
側
面
が
医
学
で
説
明
が
つ
き
、
解
決
で
き
る
の
か
と
い
う
と

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。

医
学
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
す
る
と
命
に
関
わ
る
疾
患
の
リ
ス
ク
が
上
が
る
、
こ
の
疾
患
に
は
こ
の
治
療
で

死
を
回
避
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
る
、
そ
う
い
っ
た
問
題
に
関
し
て
は
、
多
く
の
知
見
を
持
っ
て
い
る
。
医
学
は
根
本

的
に
は
生
き
る
こ
と
、
救
命
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
領
域
で
あ
る
。

他
方
、
医
師
が
死
を
前
に
し
た
患
者
に
関
わ
る
臨
床
の
中
で
、
死
と
と
も
に
あ
る
い
の
ち
の
あ
り
方
に
接
近
す
る
こ

と
は
、
単
に
医
学
的
に
正
し
い
実
践
を
行
う
だ
け
で
は
達
成
で
き
な
い
。
死
を
前
提
に
し
た
臨
床
と
は
、
科
学
的
に
根

拠
の
あ
る
医
学
の
実
践
と
、
そ
こ
に
は
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
問
題
を
と
も
に
扱
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
か
り
え
な
い
他
者

と
不
確
実
性
に
向
き
合
い
な
が
ら
関
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
医
師
が
関
わ
る
の
は
死
と
と
も
に
あ
る
生
で
あ

り
、
医
学
で
は
合
理
的
に
整
理
し
き
れ
な
い
い
の
ち
で
あ
る
。

筆
者
は
そ
の
よ
う
な
「
い
の
ち
」
と
の
関
わ
り
方
や
考
え
方
を
広
い
意
味
で
の
「
死
生
観
」
と
捉
え
、
近
年
日
本
で

広
ま
り
つ
つ
あ
る
在
宅
医
療
に
携
わ
る
医
師
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
い
、
本
書
を
執
筆
し
た
。
こ
こ
で
「
い

の
ち
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
描
き
た
い
の
は
、
自
然
科
学
の
対
象
で
あ
り
、
物
質
と
し
て
の
理
解
が
可
能
な
「
生

命
」
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
意
味
や
価
値
、
あ
る
い
は
自
己
を
超
越
し
た
領
域
に
も
関
わ
る
側
面
か
ら
捉
え

た
生
と
死
の
全
体
で
あ
る
。
生
命
倫
理
学
者
の
安
藤
泰
至
は
「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
科
学
的
客
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観
的
な
概
念
と
し
て
の
「
生
命
」
も
含
み
つ
つ
、「
死
に
よ
っ
て
終
わ
る
『
生
命
』
と
対
比
す
る
よ
う
な
形
で
、
死
後

も
続
い
て
い
く
も
の
、
ず
っ
と
何
か
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
」（
安
藤2018:156

）
を
指
す
こ
と
、
さ
ら
に
、
無
生

物
的
な
も
の
（
器
や
芸
な
ど
）
や
人
間
を
超
え
た
存
在
（
神
や
仏
な
ど
）
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「『
い
の
ち
』
と
い
う
言
葉
は
『
生
命
』『
生
活
』『
人
生
』
と
い
っ
た
生
の
諸
次
元
を
含
み
、
貫
き
つ
つ
、
私
た
ち
が
そ

の
生
老
病
死
に
お
い
て
出
会
い
、
触
れ
合
い
、
つ
な
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
『
い
の
ち
』（
他
者
の
い
の
ち
、
自
然
の
い
の
ち
、

神
仏
の
い
の
ち
）
と
の
関
係
に
お
い
て
営
ま
れ
る
よ
う
な
生
の
全
体
的
な
営
み
、
す
な
わ
ち
『
人
が
人
と
し
て
生
き
る

こ
と
』
の
全
体
を
表
す
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
（
安
藤2018:157

）。

「
い
の
ち
」
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
死
と
と
も
に
生
き
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
死
生
観
が
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
こ
の
本
は
在
宅
医
に
死
と
と
も
に
あ
る
「
い
の
ち
」
に
関
す
る
考
え
方
を
聞
き
、

そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
本
で
あ
る
。
死
に
関
わ
る
代
表
的
職
業
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
医
学
と
生
活
世
界
の
境
界
で
死

に
関
わ
る
在
宅
医
の
死
生
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
死
と
と
も
に
あ
る
「
い
の
ち
」
に
向
か
い
合
う
こ
と

の
意
味
の
一
端
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
１
章
で
は
な
ぜ
在
宅
医
の
死
生
観
に
注
目
す
る
の
か
に
つ
い
て
扱
う
。
医
療
の
中
の
一
つ
の
運
動
と
し
て
立
ち
上

が
っ
て
き
た
在
宅
医
療
が
、
ケ
ア
す
る
専
門
職
と
い
う
新
た
な
あ
り
方
を
医
師
に
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
明
ら

か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
死
生
観
の
歴
史
的
な
変
遷
を
概
観
し
た
上
で
、
医
師
の
死
生
観
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
照
す

る
。
こ
う
し
た
議
論
を
通
し
て
、
な
ぜ
医
師
の
中
で
も
在
宅
医
療
に
関
わ
る
医
師
の
死
生
観
に
着
目
す
る
の
か
整
理
し
、

全
体
の
分
析
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
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はじめに

続
く
第
２
章
で
は
、
医
師
患
者
関
係
は
常
に
不
均
衡
な
力
関
係
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
調
査
の
方
法
と
倫
理
的
配

慮
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
３
章
か
ら
は
医
師
た
ち
の
語
り
の
分
析
に
入
る
。
第
３
章
で
は
主
に
医
療
社
会
学
の
医
療
専
門
職
論
を
手
が
か
り

に
、
医
師
が
医
学
的
な
合
理
性
と
生
活
世
界
の
狭
間
で
葛
藤
す
る
経
験
を
経
て
、
専
門
職
役
割
の
変
容
を
引
き
受
け
、

意
思
決
定
規
範
を
拡
張
さ
せ
る
姿
を
描
き
出
す
。

第
４
章
で
は
、
意
思
決
定
に
関
わ
る
経
験
に
つ
い
て
の
語
り
を
取
り
上
げ
る
。
現
在
Ａ
Ｃ
Ｐ
（
ア
ド
バ
ン
ス
・
ケ

ア
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
）
の
推
進
な
ど
、
言
葉
を
用
い
て
終
末
期
の
過
ご
し
方
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
推
進
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
語
り
か
ら
は
言
葉
を
用
い
て
決
め
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
意
思
決
定
へ
の
関
わ
り
方
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
語
り
も
提
示
し
な
が
ら
、
在
宅
医
が
日
々
の
実
践
の
中
で
、
非
言
語
的
な
要
素
も
重

視
し
な
が
ら
意
思
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

第
５
章
で
は
、
医
師
の
い
の
ち
に
関
わ
る
価
値
観
の
中
で
も
、
死
に
つ
い
て
の
考
え
と
い
う
狭
い
意
味
で
の
死
生
観

を
探
る
た
め
、
医
師
自
身
の
喪
失
体
験
の
語
り
を
分
析
す
る
。
家
族
の
死
、
自
分
の
怪
我
や
病
気
な
ど
、
自
分
が
身
を

も
っ
て
経
験
し
た
苦
悩
の
経
験
は
医
師
自
身
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
。
本
章
で
は
医
師
自
身
が
喪
失
体
験

を
通
し
て
死
生
観
を
深
め
、
時
に
は
自
分
の
力
や
理
解
を
超
え
た
領
域
に
も
接
近
す
る
姿
を
描
く
。

第
６
章
で
は
、
第
３
章
か
ら
第
５
章
で
扱
っ
た
語
り
を
死
生
観
と
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
に
分
析
し
な
お
し
、

医
師
の
死
生
観
と
責
任
の
感
覚
が
多
層
的
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

最
後
に
、
読
者
の
方
へ
。
第
１
章
、
第
２
章
は
本
書
の
学
術
的
位
置
づ
け
や
調
査
概
要
、
倫
理
的
配
慮
な
ど
、
堅
苦

し
い
記
述
が
続
く
章
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
か
ら
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
も
ち
ろ
ん
あ
り
が
た
い
が
、
医
師
の
語
り
を
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は
や
く
読
み
た
い
と
思
わ
れ
る
方
は
、
第
１
章
、
第
２
章
は
ス
キ
ッ
プ
し
て
い
た
だ
き
、
第
３
章
か
ら
読
ん
だ
上
で
、

最
後
に
冒
頭
に
戻
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
興
味
に
あ
わ
せ
た
順
番
で
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。


