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「
死
生
」
と
い
う
言
葉
が
広
が
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
医
療
、
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
運
動
の
現
場
で
あ
っ
た
。
病
院

で
死
ん
で
ゆ
く
患
者
に
た
い
し
て
、
医
療
は
十
分
な
ケ
ア
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
は
じ
ま
り
、
近
代
医
療
の
限
界

を
自
覚
す
る
声
が
こ
だ
ま
の
よ
う
に
響
い
た
。
近
代
医
療
は
、
患
者
の
身
体
の
機
能
を
回
復
さ
せ
日
常
に
戻
す
こ
と
に
つ
と
め
て

き
た
が
、
死
ん
で
ゆ
く
人
の
心
に
ど
う
対
応
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
死
に
ゆ
く
人
た
ち
へ
の
ケ
ア
に
つ
い
て

適
切
な
対
処
が
求
め
ら
れ
、
緩
和
ケ
ア
な
ど
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
ュ
ー
ブ
ラ
・
ロ
ス
『
死
の
瞬
間
』
は
、
死
に
ゆ
く

末
期
が
ん
の
患
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
か
れ
ら
か
ら
死
を
受
容
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
学
ぼ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
死

生
に
対
す
る
関
心
を
世
界
的
に
広
げ
る
効
果
を
も
っ
た
。
医
療
の
現
場
に
お
い
て
は
、
脳
死
・
臓
器
移
植
が
話
題
と
な
っ
て
、
脳

死
を
通
じ
て
「
死
と
は
何
か
」
が
社
会
的
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
で
も
脳
死
・
臓
器
移
植
、
生
命
倫
理
は
社
会
問
題

と
し
て
長
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
、
グ
リ
ー
フ
・
ケ
ア
な
ど
の
自
己
の
死
を
見
つ
め
る
動
き
が
で

て
く
る
な
か
で
、
死
生
学
と
い
う
領
域
が
誕
生
し
た
（
島
薗
進
「
死
生
学
の
誕
生
と
死
生
観
の
探
求
」『
死
生
学
年
報 2013

』
二
〇
一
三
年
）。

多
様
な
死
生
観
へ
の
関
心
が
、
医
療
、
教
育
、
歴
史
、
心
理
、
倫
理
、
宗
教
の
諸
領
域
に
わ
た
っ
て
広
が
り
、
交
流
と
交
渉
が
今

も
続
い
て
い
る
。
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死
生
学
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
死
が
持
続
的
に
問
題
化
さ
れ
て
き
た
領
域
も
あ
る
。
戦
死
者
の
慰
霊
・
追
悼
・
顕
彰
の
研
究
が

そ
れ
で
あ
り
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
、
宗
教
学
な
ど
に
お
い
て
、
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
は
、
靖
国

神
社
と
国
家
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
。
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂

─

靖
国
の
思
想
』（
一
九
七
四
年
）
は
、
同
『
国
家
神
道
』（
一
九
七
〇
年
）
と
と
も
に
慰
霊
研
究
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
。
靖
国
神
社
の

国
家
護
持
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
り
、
村
上
は
戦
前
の
国
家
神
道
が
復
活
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
の
な
か
で
研
究
を
は
じ
め
た
。

『
国
家
神
道
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
村
上
は
、「
日
本
軍
国
主
義
の
復
活
に
対
応
す
る
靖
国
神
社
の
国
営
化
が
、
す
で
に
現
実
の
問

題
に
な
っ
て
き
た
。
…
…
広
範
な
国
民
が
、
国
家
神
道
に
主
体
的
関
心
を
も
ち
、
そ
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
国
家

神
道
の
復
活
を
阻
止
し
、
日
本
の
民
主
主
義
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
つ
よ
く
訴
え
た
。
靖
国
神
社
、
忠
魂
碑

を
め
ぐ
る
違
憲
訴
訟
の
な
か
で
研
究
者
は
、
原
告
側
に
立
つ
に
し
ろ
被
告
側
に
立
つ
に
し
ろ
、
慰
霊
・
顕
彰
施
設
の
成
立
と
展
開
、

国
家
と
の
か
か
わ
り
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
後
は
司
法
、
政
治
の
場
か
ら
い
っ
た
ん
離
れ
、
よ
り
実
証
的
な
研
究
が
、
歴
史
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
、
宗
教
学

な
ど
の
分
野
で
な
さ
れ
、
堅
実
な
成
果
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
国
家
主
義
か
民
主
主
義
か
と
い
う
、
村
上
の
よ
う
に
二
者
選
択
を

求
め
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
国
家
と
も
家
族
と
も
異
な
っ
た
、
地
域
と
い
う
次
元
に
お
け
る
研
究
が
増
え
た
こ
と
が
一
つ
の
特
徴

で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
天
皇
制
、
国
家
神
道
と
同
様
に
靖
国
神
社
の
存
在
は
、
日
本
特
殊
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
研
究
が

な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
世
界
の
ど
の
地
域
で
も
お
こ
る
近
代
戦
争
に
お
け
る
戦
死
者
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
理
解

へ
変
わ
っ
て
、
比
較
研
究
へ
と
確
実
に
進
ん
だ
（
村
上
興
匡
・
西
村
明
編
『
慰
霊
の
系
譜
』
二
〇
一
三
年
）。「
記
憶
」
と
い
う
言
葉
が
語

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
比
較
研
究
の
潮
流
の
な
か
で
あ
っ
た
。
羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
』（
一
九
九
八
年
）
は
、
遺
跡
や
遺
物

へ
の
関
心
を
通
し
て
、
地
域
社
会
に
お
い
て
歴
史
意
識
が
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
羽
賀
に
よ
れ
ば
、

歴
史
的
功
労
者
の
事
蹟
を
顕
彰
し
、
彼
ら
の
功
労
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
歴
史
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
事
蹟
の
な
か
で
道
徳
的
規
範

が
発
信
さ
れ
て
き
た
。
記
念
碑
は
、
共
同
体
の
記
憶
が
共
有
化
さ
れ
、
過
去
を
回
顧
し
て
失
わ
れ
た
も
の
へ
の
感
情
を
喚
起
す
る

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
の
後
の
羽
賀
の
関
心
は
、
史
蹟
の
記
念
碑
だ
け
で
は
な
く
、
戦
争
記
念
碑
へ
と
広
が
っ
た
。

　

東
日
本
大
震
災
は
、
災
害
に
よ
る
大
量
の
死
の
現
実
を
も
た
ら
し
、
災
害
が
も
つ
恐
怖
と
危
機
的
状
況
を
痛
感
す
る
こ
と
に
な
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3　死者の記憶

っ
た
。
阪
神
淡
路
大
震
災
と
と
も
に
、
近
代
史
を
画
す
る
大
惨
事
と
な
り
、
災
害
、
防
災
安
全
、
地
方
行
政
、
遺
族
へ
の
ケ
ア
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
難
問
に
わ
れ
わ
れ
は
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
研
究
者
が
み
ず
か
ら
の
専
門
性
を
手
放
さ
ず
に
、
震
災

後
の
状
況
に
対
し
何
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
自
問
は
、
多
く
の
研
究
者
の
心
に
お
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
だ
か
ま

り
を
か
か
え
、
無
力
感
を
告
白
す
る
前
に
、
み
ず
か
ら
の
専
門
性
を
た
ず
さ
え
て
、
媒
介
的
に
震
災
後
の
社
会
に
か
か
わ
る
方
途

も
、
人
文
学
研
究
者
に
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

佐
藤
弘
夫
「
祟
り
・
治
罰
・
天
災

─
日
本
列
島
に
お
け
る
災
禍
と
宗
教
」（『
宗
教
研
究
』
八
六
─
二
、
二
〇
一
二
年
）
は
、
そ
う

し
た
意
味
で
震
災
後
の
人
文
学
が
あ
り
う
る
方
向
を
し
め
し
た
稀
有
な
論
文
で
あ
る
。
震
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
亀
裂
の
間
か
ら
姿

を
現
し
た
「
異
貌
の
時
代
と
し
て
の
近
代
」
を
相
対
化
し
て
い
く
方
向
性
が
、
こ
の
論
文
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

佐
藤
の
言
葉
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

古
代
以
来
の
長
期
間
に
わ
た
る
生
者
と
死
者
の
つ
き
合
い
方
を
眺
め
た
と
き
、
近
代
が
生
と
死
の
あ
い
だ
に
厳
密
で
越
え
ら

れ
な
い
一
線
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
者
の
世
界
か
ら
死
者
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
時
代
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
死
は
日
常
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
だ
れ
も
が
死
ぬ
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
す
ら
公
然
と
口
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

長
い
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
変
遷
は
あ
り
な
が
ら
も
、
生
者
と
死
者
と
は
共
棲
し
て
き
た
が
、
そ
の
絆
が
近
代
に
断
ち
切
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
死
者
を
一
方
的
な
追
憶
の
対
象
に
は
せ
ず
に
、
死
者
と
の
か
か
わ
り
を
取
り
戻
す
方
法
を
見
つ
け
る

必
要
が
あ
る
。

　

死
や
死
者
は
、
日
常
的
に
は
個
人
的
な
次
元
で
と
ら
え
が
ち
だ
が
、
戦
争
死
、
災
害
死
を
ふ
り
か
え
る
と
、
い
か
に
人
間
が
社

会
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
死
者
は
、
個
人
や
家
族
の
問
題
で
あ
り
つ
づ
け
な
が
ら
も
、
国
家
、
地
域
社
会

の
次
元
と
も
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。「
死
者
を
語
る
」
こ
と
も
、
社
会
的
な
実
践
に
な
る
所
以
で
あ
る
。
死
者
に
関
し
て
専

門
的
に
特
化
し
た
学
問
領
域
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
死
者
の
専
門
家
が
登
場
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
死
者
の
記
憶

─
思
想
史
と
歴
史
学
の
架
橋
」
は
、
こ
れ
ま
で
人
文
学
の
な
か
で
見
え
に
く
か

っ
た
死
者
に
居
場
所
を
与
え
て
、
異
な
る
分
野
の
研
究
者
間
の
議
論
を
誘
発
す
る
目
的
で
企
画
さ
れ
て
い
る
。
人
文
学
の
ど
の
分
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野
の
研
究
者
も
、
み
ず
か
ら
の
専
門
性
を
た
ず
さ
え
て
死
者
を
語
る
こ
と
を
は
じ
め
て
も
よ
い
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
れ
は
同
時
に
、
細
分
化
し
て
い
る
人
文
学
の
諸
分
野
を
架
橋
し
、
む
す
び
つ
け
、
他
者
理
解
を
本
願
と
す
る
人
文
学
が

も
つ
対
話
の
可
能
性
を
開
く
試
み
に
も
な
ろ
う
。
日
本
思
想
史
学
は
、
そ
う
し
た
諸
学
の
結
節
点
を
つ
く
る
場
に
な
り
う
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

 

（
愛
知
学
院
大
学
教
授
）
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