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シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
念
慮
と
自
己
受
容

―
無
用
性
か
ら
無
名
の
宗
教
性
へ

藤
本 

拓
也

一　

は
じ
め
に

ル
ー
マ
ニ
ア
に
正
教
会
司
祭
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
エ
ミ
ー
ル
・
シ
オ
ラ
ン
（
一
九
一
一
～

一
九
九
五
）
は
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
伴
う
鬱
に
生
涯
に
わ
た
り
悩
ま
さ
れ
、「
神
の
不
在
」
と
い
う
実
感
に
即
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

的
な
思
索
を
展
開
し
た
。
鬱
の
否
定
的
感
情
は
、
シ
オ
ラ
ン
が
神
を
求
め
つ
つ
、
通
常
の
意
味
で
の
信
仰
に
安
ん
じ
得
な
か
っ
た

理
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
シ
オ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
不
在
の
「
神
へ
の
渇
望
」
ゆ
え
に
、
神
へ
の
憎
し
み
と
怒
り
が
生

じ
て
い
る
。
同
時
に
シ
オ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
神
へ
の
否
定
的
感
情
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
神
を
「
不
在
」
で
あ
る
と
感
じ
る
こ

と
に
お
い
て
神
と
関
わ
り
、
宗
教
的
救
い
を
強
く
求
め
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

自
殺
に
関
す
る
シ
オ
ラ
ン
の
思
索
で
は
、
自
責
感
や
自
己
否
定
感
、
無
価
値
感
に
つ
い
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
代

の
処
女
作
か
ら
シ
オ
ラ
ン
は
自
殺
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
自
殺
未
遂
の
具
体
的
記
述
は
、
五
〇
代
半
ば
の
地
中
海
の
イ
ビ
サ
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島
で
の
経
験
が
ご
く
短
く
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
シ
オ
ラ
ン
は
明
け
方
に
岸
壁
に
向
っ
た

が
、
身
を
投
げ
る
こ
と
な
く
数
時
間
そ
こ
に
と
ど
ま
り
、
そ
し
て
日
が
明
け
る
頃
、
全
て
が
「
非
現
実
」
で
あ
る
と
確
信
し
、
自

殺
念
慮
は
消
え
た
と
い
う
。

こ
の
経
験
以
後
、
シ
オ
ラ
ン
は
仏
教
の
「
空
」
の
思
想
を
特
異
な
仕
方
で
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
独
自
の
自
殺
観
・
死
生
観
を

形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
は
、「
生
き
る
意
味
」
を
見
い
だ
す
こ
と
や
、
存
在
に
つ
い
て
の
気
づ
き
や
自

覚
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
イ
ビ
サ
島
の
岸
壁
で
生
じ
た
「
非
現
実
性
」
の
観
念
が
主
題
化
さ
れ
、
全
て
が
「
非

現
実
」
＝
「
空
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

鬱
や
自
殺
念
慮
を
も
っ
た
当
事
者
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
た
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
観
と
死
生
観
の
特
徴
は
、
生
の
無
意
味
や
自
己
の

無
価
値
性
の
意
識
を
先
鋭
化
し
、「
無
用
性
」
の
自
覚
に
徹
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
生
や
存
在
の
意
味
を
求
め
る
こ
と
か
ら
自

由
に
な
り
、
時
間
を
か
け
て
自
己
受
容
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
観
と

そ
の
自
己
受
容
の
過
程
を
自
殺
未
遂
経
験
で
生
じ
た
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
と
い
う
出
来
事
を
中
心
に
検
討
し
、「
意
志
的
な
死
」

と
「
病
的
な
死
」
と
い
う
二
項
対
立
的
帰
因
に
よ
る
説
明
が
困
難
な
「
正
常
」
と
「
異
常
」
の
狭
間
に
あ
る
自
殺
と
い
う
現
象
に

お
い
て
、
自
殺
予
防
に
結
び
つ
き
う
る
自
己
受
容
の
可
能
性
を
考
察
す
る
。

一　

自
殺
の
定
義
と
自
殺
念
慮
の
心
理

自
殺
と
い
う
言
葉
は
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
自
殺
を
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
自
殺
を

論
じ
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
、
自
殺
の
定
義
に
つ
い
て
、
精
神
病
理
学
の
議
論
を
高
橋
祥
友
に
よ
る
整
理
を
参
考
に
し
て
概
観

し
て
お
き
た
い
。

高
橋
に
よ
れ
ば
、「
自
殺
の
定
義
で
問
題
と
な
っ
て
き
た
主
な
点
は
、
自
殺
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
人
物
自
身
の
死
の
意
図
と
、
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自
ら
の
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
を
ど
の
よ
う
に
予
測
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
「
自
ら
の
意
図
」
と
「
結
果
予
測
性
」
の
二
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
が
清
明
で
、
死
ぬ
意
志
が
確
固
と
し
て
お
り
、
行
為
の
結
果
＝
死
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
場
合
は
少
な

く
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
何
ほ
ど
か
障
害
が
あ
る
と
い
う 1
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
鬱
病
に
か
か
っ
て
自
殺
す
る
人
も
い
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
重
症
な
鬱
状
態
で
あ
っ
て
も
、
自
殺
を
試

み
な
い
人
も
い
る
。
た
し
か
に
、
鬱
病
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
精
神
疾
患
が
自
殺
に
関
連
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ど
の
よ
う
な

心
の
病
で
あ
れ―

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
心
の
病
が
な
く
て
も―

「
自
殺
の
危
険
の
高
い
人
に
共
通
の
心
理
」
が
見
い
だ
さ
れ

る
と
い
う
。
高
橋
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
①
「
極
度
の
孤
立
感
」、
②
絶
望
感
を
伴
っ
た
「
無
価
値
感
」、
③
他
者
と
自
己
に
向
け

ら
れ
た
「
強
度
の
怒
り
」、
④
「
窮
状
が
永
遠
に
続
く
と
い
う
確
信
」、
⑤
自
殺
が
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
い
う
「
心
理
的
視
野

狭
窄
」、
⑥
怒
り
や
抑
鬱
や
不
安
や
孤
独
な
ど
も
薄
れ
た
だ
す
べ
て
に
疲
れ
果
て
た
と
い
う
「
諦
め
」、
⑦
今
の
自
分
の
力
で
唯
一

た
だ
ち
に
自
殺
に
よ
っ
て
の
み
何
か
が
変
わ
る
と
考
え
る
「
全
能
の
幻
想
」、
と
い
う
七
点
に
整
理
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
心
理
状

態
は
、
鬱
病
や
統
合
失
調
症
、
人
格
障
害
な
ど
の
精
神
疾
患
で
も
、
あ
る
い
は
精
神
疾
患
が
な
い
場
合
で
も
見
ら
れ
る
「
自
殺
の

危
険
の
高
い
人
に
共
通
の
心
理
」
で
あ
る 2
。

「
自
殺
の
危
険
の
高
い
人
」
は
、
孤
独
感
や
無
価
値
感
や
怒
り
と
い
っ
た
心
理
的
苦
悩
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
自
分
以
外
の
何

か
、
す
な
わ
ち
「
外
部
の
援
助
源
」
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
他
者
や
仕
事
や
あ
る
種
の
物
、
あ
る
い
は
自
分
の
体

の
一
部
の
よ
う
に
自
分
以
外
の
人
物
な
い
し
事
物
の
場
合
も
あ
れ
ば
、「
抽
象
的
な
内
容
」
の
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
外
部

か
ら
得
ら
れ
る
援
助
源
」
が
自
殺
へ
と
駆
り
立
て
る
耐
え
が
た
い
感
情
か
ら
患
者
を
守
り
、
不
安
定
な
が
ら
も
精
神
の
均
衡
を
保

た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
殺
の
危
機
は
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
突
然
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
一
見
そ
の
よ
う
に
見
え
る
と
し
て

も
、
患
者
の
生
活
史
を
検
討
す
る
と
、
自
己
破
壊
傾
向
は
発
達
の
早
期
か
ら
認
め
ら
れ
、
小
さ
な
危
機
的
状
況
は
様
々
な
形
で
現

れ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
小
さ
な
危
機
的
状
況
を
患
者
が
ど
の
よ
う
に
「
外
部
の
援
助
源
」
を
用
い
て
乗
り
越
え
て
き
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た
か
、
あ
る
い
は
何
を
支
え
と
し
て
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
自
殺
の
危
機
に
介
入
し
、
自
殺
予
防
に

つ
な
げ
る
手
が
か
り
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る 3
。

以
上
の
よ
う
な
自
殺
予
防
の
議
論
を
参
考
に
し
て
、
以
下
で
は
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
に
関
す
る
言
説
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
、

シ
オ
ラ
ン
が
い
か
に
し
て
自
殺
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。
自
殺
予
防
に
関
す
る
本
稿
の
論
述
の
目
的
を
概

括
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
シ
オ
ラ
ン
が
自
殺
未
遂
体
験
に
お
い
て
自
覚
し
た
「
非
現
実
性
」
と
い
う
観
念
が
、
自
殺
の
危
機
に
介

入
す
る
抽
象
的
な
「
外
部
の
援
助
源
」
と
し
て
い
か
に
機
能
し
た
か
、
そ
し
て
そ
の
観
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
精
神
的
危
機
が

い
か
に
克
服
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
抽
象
的
な
内
容
」
の
「
外
部
の
援
助
源
」
に
よ
り
自
己
受
容
が
行

わ
れ
る
可
能
性
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

鬱
と
自
殺

シ
オ
ラ
ン
は
、
二
二
歳
で
刊
行
し
た
処
女
作
に
お
い
て
、
自
殺
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
こ
こ
で
も
、
自
殺

と
鬱
の
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
シ
オ
ラ
ン
の
鬱
は
、
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
後
に
生
じ
る
激
越
な
も
の
で
あ
る
が
、
鬱
状
態
は
、
そ

れ
に
伴
う
不
眠
と
の
関
係
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
不
眠
に
よ
っ
て
若
年
期
の
シ
オ
ラ
ン
は
、
連
日
連
夜
、
夜
通
し
街
を
彷
徨
す
る

こ
と
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
若
年
期
か
ら
の
自
殺
願
望
は
、
こ
う
し
た
エ
ク
ス
タ
シ
ー
や
不
眠
に
伴
う
鬱
状
態
に
お
い
て
感
じ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
激
烈
な
不
眠
の
経
験
が
生
に
対
す
る
絶
望
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
「
恐
る
べ
き
鬱
状
態
、

生
へ
の
嫌
悪
、
自
殺
へ
の
傾
向 4
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

シ
オ
ラ
ン
若
年
期
の
自
殺
観
の
特
徴
は
、「
人
間
が
自
殺
す
る
の
は
、
決
し
て
外
部
の
理
由
の
た
め
で
は
な
く
、
内
部
の
、
生

得
の
不
均
衡
が
原
因
な
の
だ 5
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
殺
は
内
的
傾
向
を
も
つ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
言
葉
の
後
に
シ
オ
ラ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
自
殺
の
内
的
傾
向
性
と
い
う
理
解
が
、
自
ら
の
激
越
な
苦
悩
に
根
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差
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

自
殺
が
固
定
観
念
に
な
る
た
め
に
は
、
多
く
の
苦
し
み
、
多
く
の
責
め
苦
が
必
要
で
あ
り
、
生
が
も
は
や
危
機
を
孕
ん
だ
動

揺
、
眩
暈
、
悲
劇
的
な
渦
動
に
他
な
ら
ぬ
ほ
ど
激
し
い
、
内
部
の
障
壁
の
崩
壊
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 6
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
、
精
神
的
な
「
崩
壊
」
が
生
じ
る
ほ
ど
の
激
し
い
苦
痛
を
経
験
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
危
機
を
孕
ん
だ
動
揺
、
眩
暈
、
悲
劇
的
な
渦
動
」
と
い
っ
た
状
態
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
強
烈
な
精
神
的
危
機
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
自
殺
が
固
定
観
念
に
な
る
」
ほ
ど
の
激
烈
な
精
神
的
危
機
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
機
は
、

「
断
末
魔
（agonie

）
の
経
験
」
と
し
て
示
さ
れ
て
も
い
る
。

シ
オ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
健
康
な
者
に
は
「
断
末
魔
の
経
験
」
も
死
の
感
覚
も
な
い
の
で
、
死
は
外
部
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

と
錯
覚
し
て
し
ま
い
、
生
が
死
に
囚
わ
れ
て
い
る
事
実
を
忘
却
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、「
断
末
魔
の
経
験
」
と
し
て
自
己

の
生
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
、
死
が
生
に
内
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
断
末
魔

の
経
験
」
は
、
そ
の
個
人
を
世
界
か
ら
切
り
離
し
、
生
そ
の
も
の
の
「
非
合
理
的
根
源
」
に
向
き
合
わ
す
と
と
も
に
、「
形
而
上

学
的
感
覚
」
を
覚
醒
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
形
而
上
的
感
覚
」
の
覚
醒
は
、
人
間
の
精
神
的
均
衡
が
揺
ら
ぎ
、
生
が
危

機
に
お
か
さ
れ
動
揺
し
た
と
き
に
生
じ
る
と
さ
れ
る 7
。

こ
の
議
論
を
、
人
間
の
宗
教
的
意
識
の
覚
醒
に
つ
い
て
中
村
雄
二
郎
が
論
じ
て
い
る
こ
と
と
重
ね
て
考
え
て
み
た
い
。
中
村
は
、

宗
教
的
意
識
の
起
点
と
な
る
出
来
事
を
、「
虚
無
の
自
覚
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
促
す
「
逆
光
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
中
村
に

よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
世
界
や
外
界
を
自
己
の
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
す
以
前
に
、
す
で
に
な
に
も
の
か
か
ら
働
き
か
け
を

受
け
、
そ
の
光
の
下
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
「
虚
無
の
自
覚
と
は
、
人
間
の
生
命
力
が
自
ら
発
す
る
光
と
エ
ネ
ル
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ギ
ー
を
失
っ
て
、
反
対
に
お
の
れ
が
〈
逆
光
を
浴
び
る
〉
と
き
に
生
じ
る
」
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ
は
「
も
と
も
と
受

苦
（
パ
ト
ス
）
的
な
、
ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ブ
ル
な
（
傷
つ
き
や
す
い
）
存
在
」
で
あ
る 8
。

中
村
の
「
虚
無
の
自
覚
」
も
シ
オ
ラ
ン
の
「
形
而
上
学
的
覚
醒
」
も
、
い
ず
れ
も
生
命
力
の
衰
弱
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
生
じ

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
中
村
が
生
命
力
の
衰
弱
に
よ
る
「
虚
無
の
自
覚
」
か
ら
宗
教
的
意
識
が

覚
醒
す
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
シ
オ
ラ
ン
は
鬱
的
感
情
に
苛
ま
れ
信
仰
に
安
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
シ

オ
ラ
ン
の
場
合
は
、
む
し
ろ
、
信
仰
そ
れ
自
体
を
不
可
能
に
す
る
鬱
の
否
定
的
感
情
と
の
近
縁
性
が
高
い
自
殺
念
慮
の
精
神
的

危
機
に
お
い
て
、「
形
而
上
学
的
覚
醒
」
が
生
起
す
る
こ
と
が
、
中
村
の
議
論
と
の
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
。
ま
た
、
中
村
の
語

る
「
逆
光
」
が
人
間
の
生
命
力
の
有
限
性
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
光
源
に
「
絶
対
他
者
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
、
神
を
求
め
て
も
鬱
的
感
情
の
た
め
に
信
仰
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
、
神

に
対
す
る
激
し
い
怒
り
と
憎
悪
を
表
白
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
断
末
魔
の
経
験
」
と
い
う
精
神
的
危
機
の
極
限
に
お
い
て
、

死
が
生
に
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
覚
醒
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
己
が
生
の
「
非
合
理
的
根

源
」
に
直
面
す
る
と
い
う
事
態
が
、「
形
而
上
学
的
覚
醒
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
衰
弱
感
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
到

来
す
る
こ
の
「
断
末
魔
」
は
、「
自
ら
の
存
在
が
奇
怪
な
液
化
の
な
か
で
無
と
化
し
、
い
わ
ば
一
切
の
実
体
（substance

）
を
欠

い
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
激
烈
な
感
覚
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る 9
。

こ
う
し
た
「
断
末
魔
の
経
験
」
と
鬱
の
関
係
に
つ
い
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
た
ち
を
世
界
か
ら
切
り
離
す
断
層
が
い
よ
い
よ
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
き
、
人
間
は
自
分
の
上
に
か
が
み
こ
み
、
そ
し

て
己
の
主
体
性
そ
の
も
の
の
な
か
に
死
を
発
見
す
る
。
こ
の
と
き
、
内
面
化
（intériorisation

）
の
過
程
が
、
主
体
性
の
核

を
つ
つ
む
一
切
の
社
会
的
形
式
に
、
一
つ
一
つ
穴
を
穿
っ
て
ゆ
く
。
進
行
性
の
、
そ
し
て
発
作
性
の
内
面
化
は
、
ひ
と
た
び
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核
を
越
え
て
し
ま
え
ば
、
生
と
死
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
一
つ
の
領
域
を
明
る
み
に
出
す
。
鬱
病
者
の
場
合
、
鬱
に

は
死
の
内
在
性
（im

m
anence

）
の
感
情
が
加
乗
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
絶
え
ざ
る
不
安
の
風
土
が
作
り
出
さ
れ
る
が
、

平
穏
も
均
衡
も
こ
こ
に
は
な
い 11
。

鬱
に
よ
っ
て
、「
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
」
と
い
う
意
識
を
も
つ
と
き
、
鬱
病
者
は
内
面
へ
内
向
し
、
主
体
の
生
そ
の
も
の

の
な
か
に
「
死
を
発
見
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
鬱
の
「
内
面
化
の
過
程
」
は
、
鬱
病
者
の
外
界
と
の
関
係
を
規
定
す
る
「
社
会
的

形
式
」
を
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
「
発
作
性
の
内
面
化
」
が
限
界
と
し
て
の
「
主
体
性
の
核
を
超
え
て
」
し

ま
う
と
、「
生
と
死
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
一
つ
の
領
域
」
が
現
れ
る
と
い
う
。
こ
の
「
領
域
」
は
、
生
の
な
か
に
死
が

内
在
し
て
い
る
と
い
う
、
鬱
病
者
の
「
断
末
魔
の
経
験
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
断
末
魔
の
経
験
」
に
は
、「
死
の
内
在
性
の
感

情
」
が
伴
う
以
上
、
鬱
病
者
は
「
平
穏
も
均
衡
も
」
失
わ
れ
た
「
絶
え
ざ
る
不
安
」
と
い
う
精
神
的
危
機
に
あ
る
の
で
あ
る
。

シ
オ
ラ
ン
の
鬱
状
態
で
特
徴
的
な
の
は
、
鬱
の
内
向
性
と
死
の
内
在
性
の
意
識
＝
「
断
末
魔
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
鬱
状
態
に
お
い
て
「
自
分
の
上
に
か
が
み
こ
み
」、
自
閉
し
て
内
向
す
る
の
み
な
ら
ず
、
生
の
な
か
に
死
が
内

在
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
死
が
生
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
「
断
末
魔
の
経
験
」
そ
れ
自
体
は
、
生
の
衰

弱
し
た
意
識
状
態
を
表
し
て
お
り
、
自
殺
念
慮
と
直
接
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
意
識
状
態
に
お
い

て
は
、
死
が
観
念
と
し
て
で
は
な
く
感
覚
的
に
も
極
め
て
近
接
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
精

神
的
危
機
に
お
い
て
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
「
内
部
の
障
壁
の
崩
壊
」
が
生
じ
、「
自
殺
が
固
定
観
念
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と

言
え
る
。

で
は
、
後
年
の
シ
オ
ラ
ン
は
、
自
殺
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
一
九
三
四
年
の
処
女
作
か
ら
三
五
年
後
の

一
九
六
九
年
の
著
作
に
お
け
る
、
自
殺
に
関
す
る
記
述
を
見
て
み
た
い
。



藤本拓也

シオランの自殺念慮と自己受容

89

自
殺
を
考
え
る
に
は
絶
対
な
る
も
の
を
渇
望
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
ま
た
、
一
切
を
疑
い
な
が
ら
自
殺
を
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
絶
対
な
る
も
の
を
探
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
絶
対
な
る
も
の

に
到
達
で
き
ぬ
恨
み
か
ら
、
私
た
ち
は
い
よ
い
よ
懐
疑
の
中
に
は
ま
り
こ
む
か
ら
だ
。
…
…
様
々
な
限
界
を
目
指
し
て
進
む

こ
と
、
あ
る
い
は
後
退
す
る
こ
と
、
何
で
あ
れ
事
物
の
根
源
を
探
る
こ
と
、
こ
れ
は
必
然
的
に
自
己
破
壊
の
誘
惑
に
出
会
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い 11
。

こ
の
引
用
箇
所
が
書
か
れ
た
の
は
、 

イ
ビ
サ
島
で
の
自
殺
未
遂
の
経
験
の
三
年
後
で
あ
り
、
こ
の
経
験
の
後
か
ら
シ
オ
ラ
ン
の

著
作
で
は
自
殺
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
た
考
察
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
、
シ
オ
ラ
ン
の
思
想
自
体
も
変

化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
シ
オ
ラ
ン
は
、
何
ら
か
の
精
神
的
苦
悩
で
は
な
く
哲
学
的
な
動
機
に
よ
る
自
殺
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま

り
、
哲
学
的
探
究
が
極
限
に
達
し
た
場
合
に
、「
絶
対
な
る
も
の
」
へ
の
「
渇
望
」、
な
い
し
は
そ
れ
と
は
逆
に
「
懐
疑
」
に
よ
っ

て
自
殺
へ
の
衝
動
が
生
じ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
絶
対
な
る
も
の
」
を
求
め
て
も
そ
れ
に
至
れ
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
「
懐
疑
」
に
陥
る
と
い
う
、
シ
オ
ラ
ン
自
身
の
経
験
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
な
理
由
に
よ
る
自
殺
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。「
絶
対
な
る
も
の
」
＝
神
を
求
め

る
「
渇
望
」
が
第
一
義
的
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
神
を
求
め
て
も
そ
れ
が
叶
わ
な
い
た
め
に
自
殺
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。「
絶
対
な
る
も
の
」
と
い
う
「
限
界
」
を
求
め
て
進
む
に
し
て
も
、「
懐
疑
」
に
陥
っ
て

後
退
す
る
に
し
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ど
ち
ら
の
場
合
も
「
事
物
の
根
源
を
探
る
こ
と
」
と
把
握
さ
れ
、
そ
れ
が
「
必
然
的
に
自

己
破
壊
の
誘
惑
に
出
会
う
」
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
的
探
究
と
い
う
形
を
と
っ
た
神
へ
の
「
渇
望
」、
あ
る
い
は
そ

れ
が
叶
わ
な
い
た
め
の
「
懐
疑
」
が
、「
自
己
破
壊
」
の
衝
動
に
つ
な
が
る
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
絶
対
な
る
も
の
」
＝
神
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へ
の
「
渇
望
」
や
「
懐
疑
」
が
自
殺
の
危
機
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
シ
オ
ラ
ン
の
議
論
に
は
、
む
し
ろ
、
シ
オ
ラ
ン
の
精
神
的
危

機
の
異
様
さ
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
的
理
由
に
よ
る
自
殺
か
否
か
と
い
う
問
題
で
は
な
く
、
絶
対
の
探
究
に
よ
っ
て
自
己

破
壊
の
衝
動
が
生
じ
る
と
感
じ
て
い
る
こ
と
自
体
の
異
様
さ
が
際
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三　

自
殺
未
遂
と
「
非
現
実
性
」
の
自
覚

シ
オ
ラ
ン
は
、
一
九
六
六
年
夏
に
、
地
中
海
の
ス
ペ
イ
ン
領
イ
ビ
サ
島
に
避
暑
に
出
か
け
、
そ
こ
に
ひ
と
月
ほ
ど
滞
在
し
た
。

そ
の
期
間
の
あ
る
夜
に
、
シ
オ
ラ
ン
の
著
作
の
な
か
で
唯
一
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
自
殺
未
遂
の
経
験
を
し
て
い
る
。
と
い
っ

て
、
日
記
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
自
殺
行
為
を
し
た
が
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
島
の
岸
壁
か
ら
飛
び
降
り
よ
う
と
し

た
が
、
そ
れ
を
や
め
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
時
の
心
情
が
ご
く
短
く
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
経
験
は
、
そ
れ
以

後
の
シ
オ
ラ
ン
の
思
想
を
根
本
的
に
変
え
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
経
験
で
あ
っ
た
。

あ
の
夜
、
明
け
方
の
三
時
か
四
時
こ
ろ
、
私
は
や
に
わ
に
起
き
上
が
る
な
り
、
け
り
を
つ
け
る
た
め
に
、
海
に
突
き
出
た
断

崖
へ
急
い
だ
。
夜
着
の
上
に
黒
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
ひ
っ
か
け
、
私
は
数
時
間
そ
の
断
崖
の
上
に
た
た
ず
ん
で
い
た
。
や
が

て
日
が
上
り
、
そ
の
光
と
と
も
に
私
の
暗
い
思
い
は
消
え
う
せ
た
が
、
日
が
昇
る
前
か
ら
、
美
し
い
風
景
、
道
に
茂
る
リ
ュ

ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
、
波
の
音
、
そ
し
て
空
、
す
べ
て
の
も
の
が
私
に
は
美
し
く
思
わ
れ
、
自
分
の
計
画
は
な
か
っ
た
も
の
、
い
ず

れ
に
し
ろ
性
急
に
す
ぎ
る
も
の
と
見
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
も
し
全
て
が
非
現
実
だ
と
す
れ
ば
（Si tout est irréel

）、
こ
の
風

景
も
そ
う
だ
、
と
私
は
思
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
、
い
や
、
そ
の
通
り
だ
、
と
私
は
答
え
た
。
だ
が
こ
の
非

現
実
性
（irréalité

）
こ
そ
私
を
慰
め
、
魅
惑
し
、
喜
ば
せ
る
も
の
な
の
だ 12
。
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こ
の
記
述
だ
け
で
は
、
な
ぜ
自
殺
し
よ
う
と
い
う
「
暗
い
思
い
」
が
消
え
た
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。
シ
オ
ラ
ン
は
、
こ
の

日
記
の
記
述
を
も
と
に
し
た
断
章
で
、
断
崖
へ
の
道
を
辿
っ
て
い
た
時
の
気
持
ち
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
、
あ
れ
こ
れ

と
些
細
な
こ
と
を
考
え
た
り
道
草
を
し
な
が
ら
、「
目
前
に
迫
っ
て
い
る
自
分
の
意
図
を
は
ぐ
ら
か
そ
う
と
し
て
い
た
」
も
の
の
、

「
自
分
の
考
え
は
念
頭
を
去
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
の
計
画
が
衝
動
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
思
わ
せ
る 13
。
だ
が
、
断
崖
に
辿
り
つ
い
た
シ
オ
ラ
ン
は
、
身
を
投
げ
る
こ
と
な
く
、
数
時
間
そ
こ
に
佇
む
の
で
あ
る
。
日
が
昇

り
、
世
界
が
明
る
く
な
る
と
、
目
に
見
え
る
全
て
の
も
の
を
美
し
く
感
じ
る
。
と
い
っ
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
世
界
の
美
し
さ
を
認
め

る
こ
と
で
、
生
存
を
選
択
し
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
世
界
の
美
し
さ
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
「
非
現
実
」
で

あ
る
と
感
じ
、
そ
う
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
が
、
シ
オ
ラ
ン
を
生
へ
と
方
向
付
け
た
と
考
え

ら
れ
る
。

で
は
な
ぜ
、「
非
現
実
性
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
死
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

美
し
い
と
感
じ
た
世
界
を
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
美
し
さ
さ
え
も
「
現
実
性
」
を
欠
い
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
、
ど

う
し
て
自
ら
の
生
存
を
選
択
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
か
。
シ
オ
ラ
ン
は
、「
い
っ
た
ん
こ
れ
を
感
じ
取
り
、
こ
れ

を
見
れ
ば
、
生
存
を
耐
え
う
る
も
の
に
し
て
く
れ
る
唯
一
の
こ
の
非
現
実
性
（irréalité

）
を
除
い
て
、
一
切
の
も
の
は
非
現
実

（irréel

）
と
な
る 14
」
と
述
べ
て
、「
非
現
実
性
」
へ
の
確
信
が
生
存
を
耐
え
う
る
も
の
に
さ
せ
る
契
機
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
こ
の
「
非
現
実
性
」
と
い
う
観
念
は
、
自
殺
の
危
機
に
介
入
す
る
「
抽

象
的
な
内
容
」
の
「
外
部
の
援
助
源
」
と
し
て
働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

だ
が
シ
オ
ラ
ン
は
、「
全
て
が
非
現
実
」
で
あ
る
と
悟
っ
て
世
界
や
我
執
か
ら
脱
却
す
る
よ
う
な
、
放
下
や
突
破
と
い
っ
た
典

型
的
な
宗
教
的
回
心
に
ま
で
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
全
て
が
非
現
実
」
で
あ
る
と
い
う
命
題
そ
の
も
の
に
、
生
存
を
受
け

入
れ
る
最
後
の
方
途
を
見
い
だ
す
シ
オ
ラ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
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真
実
な
る
も
の
は
、
私
た
ち
の
事
物
に
対
す
る
勝
利
だ
け
で
あ
り
、
私
た
ち
の
洞
察
が
日
々
刻
々
証
明
し
て
い
る
、
あ
の
非

現
実
性
（irréalité

）
だ
け
で
あ
る
。
解
脱
す
る
（Se délivrer

）
と
は
、
こ
の
非
現
実
性
を
享
受
し
、
い
か
な
る
瞬
間
に
お

い
て
も
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る 15
。

「
事
物
に
対
す
る
勝
利
」
と
は
、
事
物
、
世
界
が
非
現
実
で
あ
る
と
い
う
「
真
実
」
を
自
ら
の
「
洞
察
」
に
お
い
て
、
絶
え
間

な
く
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
解
脱
」
と
は
、
世
界
と
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
「
非
現
実
性
」
を
「
追
求
す
る
」
こ

と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
非
現
実
性
」
の
思
想
を
徹
底
化
す
る
こ
と
で
、
シ
オ
ラ
ン
は
自
殺
念
慮
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
も
の

か
ら
自
ら
を
解
放
（
解
脱
）
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
に
宗
教
的
含
意
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
自
覚
に
達

し
て
、
こ
う
し
た
思
想
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
。
次
章
で
論
じ
る
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
、
自
ら
の
「
非
現
実
性
」
の
思
想
を
空

思
想
と
類
似
し
た
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
を
自
ら
が
生
き
て
い
く
方
途
と
し
た
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
、

「
非
現
実
性
」
を
「
享
受
し
」「
追
求
す
る
」
こ
と
を
「
解
脱
」
と
捉
え
、
一
切
の
我
執
や
執
着
か
ら
離
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
仏

教
的
な
「
解
脱
」
と
は
異
質
な
理
解
を
示
す
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
シ
オ
ラ
ン
は
、
仏
教
学
者
で
は
な

く
、
在
野
の
思
想
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
仏
教
理
解
も
、
翻
訳
文
献
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る 16
。
し
た
が
っ
て
、
空
を
は
じ
め
と

す
る
仏
教
概
念
の
理
解
が
正
確
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
シ
オ
ラ
ン
が
「
非
現
実
性
」
に
よ
っ
て
自
殺
の
強
迫
観
念

か
ら
癒
え
た
と
す
れ
ば
、「
非
現
実
性
」
を
空
と
捉
え
る
シ
オ
ラ
ン
の
読
み
替
え
の
仕
方
と
内
実
を
詳
し
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
自
殺
念
慮
を
も
つ
者
が
、「
非
現
実
性
」
と
い
う
「
抽
象
的
な
内
容
」
の
「
外
部
の
援
助
源
」
に
支
え
ら

れ
て
、
現
実
を
受
容
し
癒
え
て
い
く
契
機
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
殺
念
慮
を
も
つ
者
す
べ
て
が
仏

教
に
つ
い
て
学
問
的
に
も
ま
た
宗
教
的
に
も
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
宗
教
者
で
は
な
く
ま
た
信
仰
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も
も
た
な
い
シ
オ
ラ
ン
が
「
非
現
実
性
」
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
、
い
か
に
し
て
自
己
受
容
を
果
た
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
考
察
が
、

自
殺
念
慮
を
も
つ
当
事
者
自
身
に
よ
る
自
己
受
容
の
可
能
性
を
探
る
契
機
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

二　

非
現
実
性
か
ら
「
空
の
知
覚
」
へ

一　

シ
オ
ラ
ン
の
空
理
解

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
仏
教
の
「
空
」
概
念
にvide

と
い
う
語
を
、「
空
性
」
に
はvacuité

と
い
う
語
を
当
て
て
い
る
。
こ
のvide

と
い
う
語
は―

英
語
のvoid
と
同
様
に―

一
義
的
に
は
「
空
っ
ぽ
で
あ
る
」「
何
も
な
い
」「
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
形
容

詞
で
あ
る
が
、
名
詞
と
し
て
「
空
虚
感
」
や
「
虚
し
さ
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
シ
オ
ラ
ン
は
初
期
の
著
作
か

らvide

と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
て
鬱
の
空
虚
感
を
示
し
、
シ
オ
ラ
ン
思
想
に
お
い
て
重
要
な
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
と

く
に
、
自
殺
未
遂
体
験
の
後
、
仏
教
思
想
に
親
近
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、vide

と
い
う
語
に
仏
教
的
な
空
の
意
味
が
加
わ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
の
空
概
念
と
空
虚
感
が
フ
ラ
ン
ス
語
表
記
上
は
区
別
さ
れ
な
い
た
め
、
自
ら
の
空
虚
感
と
空

と
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
シ
オ
ラ
ン
は
、
両
者
に
用
法
上
の
区
別
を
あ
え
て
つ
け
ず
、
ま
た
説
明
や
定
義
も

行
わ
な
い
こ
と
で
、
空
と
も
空
虚
感
と
も
解
釈
で
き
る
よ
う
な
曖
昧
な
表
現
方
法
を
意
図
的
に
使
用
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
以
下
の
論
述
の
見
通
し
を
良
く
す
る
た
め
、
仏
教
の
中
観
派
の
祖
で
あ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
お
け
る
空

（śūnya

）
概
念
の
基
本
的
な
内
容
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
空
を
、
全
て
の
も
の
が
固
定
的
・
普
遍
的
な
固

有
の
現
実
性
を
も
た
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
性
（
固
有
の
本
質
）
を
欠
く
こ
と
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
縁
起
す
る
も
の

は
文
字
ど
お
り
他
に
依
存
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
自
性
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
縁
起
は
空
を
含
意
す
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
現
象
の
一
切
が
単
独
に
は
存
在
し
え
ず
、
実
体
を
欠
く
「
空
な
る
も
の
」
で
あ



死生学研究 15 号

94

り
、
他
の
も
の
と
の
相
互
依
存
の
関
係
性
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
空
＝
縁
起
の
在
り
様
を
示
す
た
め
に
帰
謬
法
（
プ
ラ

サ
ン
ガ
）
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
概
念
は
何
ら
か
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
言
葉
に
よ
る
仮
構
＝
戯
論
（
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
）
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
最
高
の
真
理
で
あ
る
空
＝
縁
起
は
概
念
的
に
把
握
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
た
め
に
、
概
念

そ
れ
自
体
も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
説
く
空
は
、
全
て
の
も
の
が
固
有
の
本
質
を
欠

い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
は
縁
起
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る 17
。

シ
オ
ラ
ン
の
空
と
い
う
言
葉
の
用
法
は
、
こ
う
し
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
空
概
念
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

存
在
／
非
存
在
、
有
／
無
と
い
う
対
立
を
絶
し
た
中
観
の
基
本
的
な
空
理
解
（
非
有
非
無
）
に
則
し
て
論
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
有
／
無
の
対
立
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
空
（vide

）
は
私
た
ち
に
存
在
の
観
念
を
破
壊
す
る

こ
と
を
許
す
が
、
こ
の
破
壊
は
空
そ
の
も
の
に
は
及
ば
な
い
。
空
は
、
他
の
全
て
の
観
念
に
と
っ
て
は
自
己
破
壊
と
な
る
よ
う
な

攻
撃
の
後
に
も
生
き
残
る 18
」
と
述
べ
、
空
は
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
破
壊
す
る
が
、
空
そ
れ
自
体
は
不
壊
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
空
は―

プ
ラ
サ
ン
ガ
に
よ
る
否
定
の
後
に
も―

「
生
き
残
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
た
ち
は
空

に
た
よ
っ
て
、
自
己
の
根
源
へ
、
自
己
の
永
遠
の
潜
在
性
へ
遡
行
し
な
が
ら
、
自
ら
を
再
発
見
す
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い 19
」
と
語
り
、
空
へ
の
執
着
（
空
見
）
を
自
覚
し
、
ま
た
自
ら
の
理
解
が
中
観
派
の
基
本
的
な
空
理
解
と
は
大
き
く
外
れ
て
い

る
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
、
空
を
「
自
己
の
根
源
」「
自
己
の
永
遠
の
潜
在
性
」
を
見
い
だ
す
よ
う
な
形
而
上
学
的
原
理
と
し
て

把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
空
概
念
を
厳
密
に
理
解
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
た
と
え
誤
解
で
あ
っ
て
も
、「
非
現
実
性
」
を
空
と
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
受
容
を
果
た
す
こ
と
が
主
問
題
な

の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
ど
こ
に
も
、
一
片
の
現
実
性
も
見
つ
か
ら
な
い
。
非
現
実
性
を
捉
え
る
私
の
諸
感
覚
の
な
か
以
外
に
は 21
」

と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
感
じ
る
と
い
う
事
実
性
の
み
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
据
え
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
自
己
と
世
界
の
非
現

実
性
＝
空
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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二　

非
現
実
性
＝
空
に
よ
る
自
己
受
容 

で
は
、
シ
オ
ラ
ン
が
自
殺
未
遂
の
際
に
感
じ
た
「
非
現
実
性
」
と
、
そ
の
後
そ
れ
を
空
と
読
み
替
え
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
検

討
し
、
自
己
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。「
一
切
は
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
何
も
の
も
存
在
し
て
は
い
な

い
の
だ 21
」
と
い
う
非
現
実
性
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
念
慮
は
消
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
非
現
実
性
」
に
よ

る
あ
る
種
の
解
放
な
い
し
救
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
何
も
の
も
存
在
し
な
い
、
事
物
は
仮
象
と
い
う
規
定

に
さ
え
値
し
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
も
は
や
救
い
を
必
要
と
し
な
い 22
」。
こ
の
よ
う
に
、
シ
オ
ラ

ン
の
「
救
い
」
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
救
済
と
い
う
意
味
合
い
を
も
た
な
い
。
つ
ま
り
、「
非
現
実
性
」
の
経
験
が
宗
教
的
回
心

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
、
世
界
と
自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
自
覚
す
れ
ば
「
救
い
を
必

要
と
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
に
よ
る
解
放
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

仮
象
の
外
へ
出
る
べ
き
最
後
の
一
歩
を
私
は
け
っ
し
て
踏
み
出
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
気
質
が
、
多
義
的
な
も
の

（l’équivoque

）
の
な
か
を
際
限
な
く
彷
徨
う
よ
う
に
さ
せ
る
の
だ 23
。

こ
れ
は
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
未
遂
体
験
か
ら
数
年
後
の
著
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
非
現
実
性
」
の
自
覚
に
よ
っ

て
、
生
存
を
選
択
し
た
後
の
シ
オ
ラ
ン
の
世
界
観
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
シ
オ
ラ
ン
は
こ
の
世
界
を
「
仮
象
」
と
し
て
、
非

現
実
的
な
現
れ
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
る
。
だ
が
シ
オ
ラ
ン
は
、「
仮
象
」
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
り
、「
仮
象
」
と

い
う
「
多
義
的
な
も
の
の
な
か
を
際
限
な
く
彷
徨
う
」
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
世
界
を
「
仮
象
」
＝
非
現
実
で
あ
る

と
感
じ
つ
つ
も
、「
多
義
的
な
も
の
の
な
か
」
で
生
存
す
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
オ
ラ
ン
自
身
は
こ
の
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こ
と
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
殺
未
遂
体
験
に
お
い
て
、
世
界
も
自
己
も
非
現
実
で
あ
る
と
自
覚
し
、
そ

の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
「
多
義
的
な
も
の
」
の
な
か
で
生
き
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
と
言
え
る
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
に
よ
る
自
己
受
容
は
、「
空
の
知
覚
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

全
て
に
根
拠
が
欠
け
て
い
る
と
思
い
な
が
ら
、
自
ら
の
生
に
決
着
を
つ
け
な
い
こ
と
、
こ
の
矛
盾
は
矛
盾
で
は
な
い
。
と

い
う
の
も
、
空
の
知
覚
（perception du vide

）
は
極
限
に
ま
で
突
き
詰
め
ら
れ
る
と
、
全
の
知
覚
と
、
全
へ
の
参
入
と

に
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
初
め
て
私
た
ち
は
見
は
じ
め
る
の
で
あ
り
、
も
は
や
た
め
ら
う
こ
と
も
な

く
、
心
は
安
ら
ぎ
、
動
じ
る
こ
と
も
な
い
。
も
し
信
仰
の
外
に
救
済
の
機
会
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
機
会
は
、
非
現
実
性

（irréalité

）
と
の
接
触
に
よ
っ
て
豊
か
に
な
る

0

0

0

0

0

能
力
の
な
か
に
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
の
経
験
が
欺
瞞
に
し
か
す
ぎ

な
い
と
し
て
も
、
こ
の
経
験
は
や
っ
て
み
る
だ
け
の
価
値
は
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
経
験
が
意
図
し
て
い
る
も
の
、
試
み
よ
う

と
し
て
い
る
も
の
は
、
生
と
死
と
を
一
個
の
瑣
末
事
に
還
元
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
の
目
的
は
、
生
と
死
と
を
私
た

ち
に
と
っ
て
耐
え
や
す
い
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る 24
。

こ
こ
で
シ
オ
ラ
ン
は
、「
全
て
に
根
拠
が
欠
け
て
い
る
」
と
「
非
現
実
性
」
を
自
覚
し
つ
つ
、「
自
ら
の
生
に
決
着
を
つ
け
な

い
」
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
を
説
明
し
、
そ
れ
を
「
信
仰
の
外
」
に
お
け
る
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
＝
「
空
の
知
覚
」
に
帰
し
て
い

る
。「
空
の
知
覚
」
と
は
仏
教
思
想
を
背
景
に
し
て
「
非
現
実
性
」
を
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
て
が
非

現
実
で
あ
る
と
い
う
「
空
の
知
覚
」
は
「
全
の
知
覚
と
、
全
へ
の
参
入
と
に
一
致
す
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
事
態

は
、
い
わ
ゆ
る
空
の
悟
り
の
境
地
を
示
唆
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
シ
オ
ラ
ン
が
ど
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
か
は
判
然
と

し
な
い
。
し
か
し
、「
空
の
知
覚
」
の
極
限
で
、
翻
っ
て
、「
全
の
知
覚
と
、
全
へ
の
参
入
」
が
実
現
し
た
と
シ
オ
ラ
ン
が
感
じ
て
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い
る
こ
と
自
体
が
重
要
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
シ
オ
ラ
ン
の
「
心
は
安
ら
ぎ
」、
自
己
受
容
を
果
た
す
こ
と

が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
空
思
想
に
つ
い
て
、
翻
訳
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、

シ
オ
ラ
ン
は
「
非
現
実
性
」
を
空
と
読
み
替
え
、
そ
の
「
非
現
実
性
」
の
意
識
の
極
限
に
お
い
て
、
一
切
を
知
り
一
切
へ
と
参
入

す
る
よ
う
な
経
験
を
し
た
と
確
信
す
る
こ
と
で
、「
信
仰
の
外
」
に
お
い
て
「
救
済
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
非
現
実
性
」
の
自
覚
＝
「
空
の
知
覚
」
に
よ
る
心
の
「
安
ら
ぎ
」
は
、「
信
仰
の
外
」
に
お
い
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
非
現
実
性
と
の
接
触
」
の
経
験
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
非
現
実
性
と
の
接
触
」
す
な
わ
ち
「
空
の
経

験
」
が
「
意
図
し
て
い
る
も
の
」「
そ
の
唯
一
の
目
的
」
は
、「
生
と
死
と
を
一
個
の
瑣
末
事
に
還
元
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
り
「
生
と
死
と
を
私
た
ち
に
と
っ
て
耐
え
や
す
い
も
の
に
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
安
ん
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
、「
空
の
経
験
が
欺
瞞
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
」
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
世
界

と
自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
感
じ
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
心
の
「
安
ら
ぎ
」
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
し
て
生
と

死
が
「
瑣
末
事
」
と
感
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。

死
の
克
服
を
可
能
に
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
空
の
知
覚
だ
け
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
が
現
実
性
を
欠
い
て
い
る
な
ら
、
ど
う

し
て
死
に
現
実
性
が
あ
ろ
う
か 25
。

厳
密
に
仏
教
的
な
意
味
で
空
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
仏
教
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
シ
オ
ラ
ン
に

お
い
て
、「
空
の
知
覚
」
と
は
「
全
て
が
現
実
性
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
「
非
現
実
性
」
の
自
覚
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
生
に
も
死
に
も
「
現
実
性
」
が
な
い
以
上
、
あ
え
て
自
殺
を
試
み
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
念

慮
は
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
非
現
実
性
」
の
自
覚
と
い
う
仕
方
で
「
死
の
克
服
」
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三　

空
思
想
の
読
み
替
え
と
そ
の
意
義

で
は
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
空
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

自
己
が
消
え
て
な
く
な
れ
ば
、
空
は
自
己
に
、
全
て
に
取
っ
て
代
わ
り
、
私
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
期
待
を
満
た
し
、
私
た
ち

の
非
現
実
性
（non-réalité

）
と
い
う
確
信
を
私
た
ち
に
も
た
ら
す 26
。

自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
感
得
す
る
場
合
、
シ
オ
ラ
ン
が
理
解
す
る
限
り
で
、
空
は
自
己
を
含
め
て
「
全
て
の
も
の
に
取
っ
て

代
わ
（
る
）」
と
い
う
。
だ
が
シ
オ
ラ
ン
は
、「
非
現
実
性
」
と
い
う
概
念
を
単
純
に
空
と
置
き
換
え
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
シ

オ
ラ
ン
自
身
の
経
験
に
根
差
し
て
、
世
界
と
自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
開
示
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
「
安
ら
ぎ
」
を
も

た
ら
す
原
理
と
し
て
、
空
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
非
現
実
性
」
と
い
う
「
真
実
」
を
啓
示
し
そ
れ
に
原
理
的
説
明

を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
空
の
概
念
が
把
握
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
オ
ラ
ン
が
自
己
受
容
を
果
た
す
過
程
は
、

以
下
の
文
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

私
た
ち
が
空
性
（vacuité

）
に
お
の
れ
を
開
き
、
空
性
が
私
た
ち
に
浸
透
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
自
分
で
あ
る
こ
と
、

人
間
で
あ
る
こ
と
、
生
き
て
あ
る
こ
と
の
宿
命
の
外
に
出
る
。
も
し
全
て
が
空
で
あ
れ
ば
（Si tout est vide

）、
こ
の
三
つ

の
宿
命
も
ま
た
空
で
あ
ろ
う 27
。

「
全
て
が
空
で
あ
れ
ば
」、
自
己
で
あ
り
、
人
間
で
あ
り
、
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
「
宿
命
の
外
に
出
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
。
空
に
よ
り
解
放
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
「
三
つ
の
宿
命
」
は
、
鬱
の
自
己
否
定
感
や
自
責
感
に
苛
ま
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れ
て
い
る
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
価
値
し
か
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
世
界
に
存
在
し
て
い
る
自
己
と
い
う
身
分
か

ら
の
解
放
は
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
救
い
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
注
意
し
た
い
の
は
、「
空
性
に
お
の
れ
を
開
き
、
空
性
が
私
た
ち
に
浸
透
」
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い

は
、「
空―

わ
た
し
が
懐
疑
思
想
の
果
て
に
行
き
着
い
た
、
唯
一
の
実
質
的
な
帰
結 28
」
と
さ
え
語
ら
れ
る
よ
う
に
、「
空
性
」
自

体
が
な
ん
ら
か
「
実
質
的
」
な
も
の
、
実
体
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
空
性
」
を

そ
う
し
た
実
体
的
な
原
理
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。「
非
現
実
性
」
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
空

性
そ
の
も
の
も
「
実
質
的
」
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
己
と
世
界
を
受
容
す
る
方
途
と
し
て
、
い
わ
ば
「
抽
象
的
な
内

容
」
の
「
外
部
の
援
助
源
」
と
し
て
空
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、「
空
性
」
を
実
体
的
な
原
理
と
し
て
捉

え
る
よ
う
な
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
、「
空
性
」
と
は
自
分
自
身
が
そ
れ

に
対
し
て
能
動
的
に
自
ら
を
開
い
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
浸
透
」
し
て
い
く
も
の
、
実
感
さ
れ
感
じ
ら
れ

る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

無
用
性
か
ら
無
名
の
宗
教
性
へ

見
て
き
た
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
非
現
実
性
」
＝
空
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
世
を
非
現
実
で
あ
る
と
感
じ
た
経
験
を
、
仏
教
で
説
か
れ
る
空
と
類
似
し
た
も
の
と
理
解
し
、
そ
れ
に
よ
り
、「
非
現
実
性
」

＝
空
を
、「
多
義
性
」
の
な
か
で
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
据
え
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
く
原
理
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
シ

オ
ラ
ン
は
、
自
己
そ
の
も
の
が
「
非
現
実
性
」
＝
空
で
あ
る
こ
と
を
、
無
用
性
や
無
価
値
感
と
い
っ
た
鬱
的
感
情
へ
と
つ
な
げ
て

論
じ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
生
の
意
味
を
求
め
る
と
い
う
方
向
性
で
は
な
く
、
逆
に
、
自
己
の
存
在
の
無
意
味
性
の
意
識
を
徹
底
的



死生学研究 15 号

100

に
突
き
詰
め
、
そ
れ
を
先
鋭
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
私
自
身
ほ
ど
無
用
の
（inutile

）、
役
に
立
た
な
い
（inutilisable

）
人
間
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
が
、
か
け

ら
ほ
ど
も
自
慢
せ
ず
に
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
与
件
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
自
己
の
無
用
性
（inutilité

）
の
自
覚
は
、
私
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
つ
ま
い 29
。

自
分
が
社
会
や
世
間
に
と
っ
て
「
無
用
」
で
あ
り
「
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
自
己
認
識
は
、
精
神
病
理
学
的
な
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
鬱
に
お
け
る
自
己
価
値
感
の
低
下
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
殺
念
慮
に
つ
な
が
り
う
る
自
責
感
と
し

て
も
把
握
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
シ
オ
ラ
ン
は
、
社
会
に
と
っ
て
「
役
に
立
た
な
い
」
者
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
を
、「
自
己

の
無
用
性
の
自
覚
」
と
し
て
捉
え
、
か
か
る
「
無
用
性
」
そ
の
も
の
を
重
要
な
も
の
と
見
な
す
に
至
る
。

た
だ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
「
無
用
性
の
自
覚
」
に
は
、
宗
教
的
な
含
み
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

シ
オ
ラ
ン
自
身
も
、
字
義
通
り
の
意
味
で
、
自
ら
が
社
会
的
・
世
間
的
に
「
無
用
」
で
あ
る
と
感
じ
、
自
分
が
何
の
役
に
も
立
た

な
い
人
間
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
無
用
性
の
自
覚
」
は
、
シ
オ
ラ
ン
の
鬱
的
感
情
に
起
因
す
る
自
己
認
識
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
回
心
経
験
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
無
用
性
の
自
覚
」
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、

シ
オ
ラ
ン
は
、「
自
己
の
無
用
性
」
に
苦
し
む
の
で
は
な
い
。「
無
用
性
の
自
覚
」
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
己
の
存
在
の
意
味
を

求
め
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
自
己
の
無
用
性
の
自
覚
」
は
、「
非
現
実
性
」
＝
空
の

自
覚
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
自
分
の
こ
と
を
一
度
も
存
在
者
と
見
な
し
た
こ
と
が
な
い
。
私
は
非
市
民
、
周
縁
の
者
、
過
度
の
、
有
り
余
る
虚
無
の
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み
に
よ
っ
て
存
在
す
る
ま
っ
た
く
の
屑
（un rien du tout

）
だ 31
。

シ
オ
ラ
ン
は
こ
こ
で
、
自
己
を
「
存
在
者
と
見
な
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
し
て
、
自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
述
べ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
に
続
け
て
、「
存
在
者
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
非
市
民
、
周
縁
の
者
」、「
ま
っ
た
く
の
屑
」
と
し
て
、
社
会
的

な
意
味
で
の
「
自
己
の
無
用
性
」
に
も
関
わ
る
と
語
る
。
先
述
の
よ
う
に
シ
オ
ラ
ン
は
、
世
界
や
自
己
の
実
在
を
前
提
に
し
て

「
自
己
の
無
用
性
」
を
語
る
と
同
時
に
、
一
方
で
「
存
在
者
」
で
は
な
い
と
自
己
の
「
非
現
実
性
」
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
存
在
論
的
な
水
準
で
「
非
現
実
性
」
を
語
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
い
か
に
感
じ
て
い
る
か
と
い
う
感
情
や

情
動
の
水
準
で
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
存
在
論
と
認
識
論
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
で
の
語
り
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ

て
、「
存
在
者
と
見
な
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
自
己
認
識
と
、
社
会
的
に
「
ま
っ
た
く
の
屑
」
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
と

が
、
シ
オ
ラ
ン
の
思
考
に
お
い
て
は
共
存
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
仮
象
」
の
「
多
義
的
な
も
の
」
の
な
か
を
漂
い

続
け
る
と
い
う
シ
オ
ラ
ン
の
立
場
に
一
致
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
世
界
そ
の
も
の
に
意
味
や
有
用
性
を
認
め
な
い

が
、
完
全
に
こ
の
世
界
と
自
己
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
世
界
に
あ
り
な
が
ら
無
用
者
と
し
て
自
己
受
容
し
、
自
殺
す
る
こ
と
な

く
生
き
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
非
現
実
性
」
と
「
無
用
性
の
自
覚
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
過
度
の
、
有
り
余
る
虚
無
」
と
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
る
シ
オ
ラ
ン
自
身
の
「
無
用
性
」
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
切
を
、
自
分
の
名0

さ
え
断
念
し
、
激
し
く
熱
狂
的
に
無
名
性
（l’anonym

at

）
に
沈
潜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。―

無

一
物
（dépouillem

ent

）
と
は
、
絶
対
な
る
も
の
（l’absolu

）
の
た
め
の
も
う
一
つ
の
言
葉
だ 31
。
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役
に
立
た
な
い
こ
と
と
し
て
の
「
無
用
性
」
は
、
何
が
し
か
社
会
的
な
背
景
や
価
値
観
を
想
定
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
こ

こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
無
名
性
」
と
は
、
自
ら
の
名
前
さ
え
含
め
た
一
切
を
放
棄
し
「
断
念
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
無

用
性
」
が
、
役
に
立
た
な
い
と
い
う
社
会
的
・
世
間
的
な
評
価
を
背
景
に
し
た
無
用
者
の
自
覚
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
切
を
「
断

念
」
し
た
「
無
名
性
」
は
よ
り
存
在
論
的
な
様
態
を
言
い
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、「
無
名
性
」
が
所
与
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
一
切
を
、
自
分
の
名
さ
え
断
念
し
」
て
、

無
名
で
あ
る
こ
と
に
「
沈
潜
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
切
を
「
断
念
」
し
「
無

名
性
」
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
「
絶
対
な
る
も
の
」
に
近
接
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
の
名
前
を
含
め
て
一
切
を
「
断
念
」
し
放
棄

す
る
こ
と
は
、「
無
一
物
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
切
を
放
棄
し
た
「
無
一
物
」
と
い
う
存
在
様

態
が
、「
絶
対
な
る
も
の
」
の
別
の
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が

名
前
さ
え
も
失
っ
て
何
の
内
実
も
持
た
な
い
「
無
一
物
」
で
あ
る
こ
と
が
、「
絶
対
な
る
も
の
」
＝
神
に
近
接
す
る
と
捉
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
社
会
的
に
無
用
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
無
名
で
「
無
一
物
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
絶
対
な
る
も
の
」
＝
神
へ
近
接
し
よ
う
と
す
る
シ
オ
ラ
ン
の
意
志
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、「
非
現
実
性
」
と
「
自
己
の
無
用
性

の
自
覚
」
か
ら
、
翻
っ
て
「
無
名
性
」
に
お
い
て
神
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
超
越
へ
の
契
機
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
鬱
的
感
情
に
お
け
る
徹
底
的
な
「
無
用
性
」
の
自
覚
化
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
神
に
近
接
す
る
と

い
う
逆
説
的
事
態
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
属
性
の
な
い
「
無
名
性
」
に
お
い
て
神
に
直
接

す
る
と
い
う
仕
方
で
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

神
と
本
当
に
気
持
ち
を
通
わ
せ
る
（com

m
uniquer

）
こ
と
が
で
き
る
の
は
無
名
の
人
（un inconnu

）
だ
け
だ
。
彼
と
そ
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の
祈
り
の
対
象
と
の
間
に
人
間
は
介
在
し
な
い
。
無
名
性
（l’anonym

at

）
の
形
而
上
学
的
利
点
は
、
途
方
も
な
く
大
き
い

…
…
。
人
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
対
す
る
義
務
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
責
任
な
し
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
、
つ
ま
り
は
本
質
的
な
も
の
（l’essentiel

）
の
な
か
に
消
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ 32
。

「
神
と
本
当
に
気
持
ち
を
通
わ
せ
る
こ
と
」
と
は
、
た
と
え
ば
宗
教
者
の
よ
う
な
第
三
者
を
介
す
る
こ
と
な
く
神
に
直
面
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、「
無
名
の
人
」、
つ
ま
り
神
と
自
分
以
外
の
他
の
「
人
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
」
者

だ
け
で
あ
る
。
シ
オ
ラ
ン
は
「
神
と
と
も
に
さ
ら
に
孤
独
で
あ
る
た
め
に
の
み
、
私
た
ち
は
他
者
を
知
る
の
で
あ
る 33
」
と
も
述
べ
、

他
者
を
知
れ
ば
、
か
え
っ
て
他
者
と
の
疎
遠
さ
が
鋭
く
意
識
さ
れ
る
た
め
に
、
む
し
ろ
積
極
的
に
孤
独
を
深
め
、
神
と
二
人
だ
け

の
孤
独
に
ま
で
至
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、「
私
の
ほ
か
に
も
う
誰
も
い
な
い
世
界
で
、
私
の
も
つ
も
の
は
神
だ
け
だ 34
」
と
語
ら

れ
る
よ
う
な
、「
神
と
本
当
に
気
持
ち
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
孤
独
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
無
名
性
の
形
而
上
学
的
利

点
」
に
よ
っ
て
、
神
と
自
己
だ
け
の
絶
対
的
な
孤
独
の
状
態
が
現
成
し
、
そ
こ
に
お
い
て
神
と
一
対
一
の
人
格
的
関
係
に
入
る
と

言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
者
に
知
ら
れ
ず
孤
独
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
宗
教
的
な
経
験
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
、
鬱
の
経
験
で
あ
り
、
シ
オ
ラ
ン
が
そ
れ
に
よ
り
信
仰
に
安
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
た
、
あ
る
い
は
宗
教
的
な
意
味
で
救

わ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
無
名
性
」
に
お
い
て
は
、
他
者
に
対
す
る

「
義
務
」
や
「
責
任
」
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
、
倫
理
性
の
欠
如
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
に
よ
り
シ
オ
ラ
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
・
制
度
的
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
、「
責
任
」
を
感
じ
て
自
責
の
念
に
苛
ま
れ
る
こ

と
な
し
に
「
無
名
性
」
に
沈
潜
し
、「
無
一
物
」
と
し
て
自
己
受
容
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
（
哲
学
）
的
観
点
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
な
、「
自
己
の
無
用
性
」
や
有
限
性
の
自
覚
に
よ
る
自
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由
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
無
名
性
」
に
お
け
る
倫
理
性
の
欠
如
は
、
精
神
病
理
学
の
観
点
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
鬱
病
者
に

お
け
る
他
者
へ
の
契
機
の
欠
如
と
い
う
指
摘
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
鬱
の
自

責
感
に
お
け
る
他
者
へ
の
責
任
感
や
義
務
感
は
、
実
際
に
は
他
者
の
視
線
や
評
価
を
過
剰
に
気
に
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
自
己
保

全
や
秩
序
愛
好
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
真
の
意
味
で
の
他
者
へ
の
契
機
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
、
鬱
病
者
あ
る
い
は
自
殺
念
慮
を
も
つ
者
が
、
自
己
を
受
け
入
れ
生
存
を
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
限
り
で
、
鬱
の
当
事
者
で
あ
る
シ
オ
ラ
ン
が
、
孤
独
に
お
い
て
他
者
か
ら
徹
底
的
に
遠
ざ
か
り
、
自
ら
の
「
無
用
性
」「
無

名
性
」
を
先
鋭
化
す
る
こ
と
で
、
神
と
の
人
格
的
関
係
に
入
り
、
あ
る
い
は
「
本
質
的
な
も
の
」
＝
神
の
な
か
に
没
入
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
鬱
病
者
の
生
き
方
や
生
の
在
り
様
そ
の
も
の
に
根
差
し
た
自
己
受
容
の
過
程
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
か

も
そ
こ
に
は
、
精
神
病
理
学
の
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
鬱
が
そ
の
人
の
従
来
の
生
の
在
り
様
や
考
え
方
に
基
づ

い
て
発
症
す
る
た
め
、
鬱
と
い
う
経
験
が
そ
の
後
の
生
の
新
た
な
歩
み
出
し
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
言
説
を
乗
り
越
え
る
可

能
性
が
孕
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
無
名
性
」「
無
用
性
」
の
徹
底
的
な
自
覚
化
に
お
い
て
、
自
ら
の
存
在
を

神
と
い
う
超
越
性
も
含
ん
だ
よ
り
広
い
意
味
の
地
平
に
置
き
直
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
「
健
康
」「
正
常
」
概
念
を

予
め
確
定
的
に
想
定
し
、
そ
れ
か
ら
の
脱
落
・
欠
如
と
い
っ
た
否
定
的
意
味
で
鬱
を
捉
え
る
視
点
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
、
鬱
と

い
う
生
存
の
在
り
様
そ
の
も
の
が
孕
む
潜
在
的
可
能
性
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
鬱
そ
の
も
の
に
孕
ま
れ
て
い
る
新
た
な
経
験―

自
己
へ
の
契
機
が
、
鬱
の
孤
独
と
「
無
用
性
の
自
覚
」
の
徹
底

化
に
よ
る
神
と
の
出
会
い
と
い
う
シ
オ
ラ
ン
の
経
験
に
見
い
だ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
新
規
抗
う
つ
薬
の
普
及

に
よ
っ
て
鬱
の
症
状
自
体
は
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
人
自
身
の
生
の
在
り
様
を
見
直
す
契
機
に
な
り
に
く
い
と
い

う
問
題
性
に
も
関
わ
る
だ
ろ
う 35
。
つ
ま
り
、
鬱
の
症
状
が
緩
和
さ
れ
る
た
め
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
鬱
の
当
事
者
自
身
の

生
の
在
り
様
に
潜
在
す
る
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
い
ま
、
臨
床
の
場
に
お
い
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て
も
、
あ
る
い
は
宗
教
や
倫
理
と
い
っ
た
思
想
研
究
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

結
び
に
か
え
て

自
殺
志
願
者
の
男
が
生
を
選
び
取
る
ま
で
を
描
い
た
映
画
『
桜
桃
の
味
』
を
制
作
し
た
イ
ラ
ン
の
映
画
監
督
ア
ッ
バ
ス
・
キ
ア

ロ
ス
タ
ミ
は
、
こ
の
映
画
を
撮
っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
、「
自
殺
の
可
能
性
が
な
か
っ
た
ら
、
私
は
と
う
に
自
殺
し
て
い
た
だ
ろ

う
」
と
い
う
シ
オ
ラ
ン
の
言
葉
に
出
会
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
私
は
、
自
殺
を
人
生
に
お
け
る
出
口
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。
出
口
が
な
い
と
思
う
と
人
生
は
息
苦
し
い
。
し
か
し
い
つ
で
も
出
て
い
け
る
ド
ア
が
あ
る
と
考
え
る
だ
け
で
、
人
生

は
よ
り
大
切
な
も
の
に
な
る
の
で
す
。
…
…
生
き
る
こ
と
は
強
制
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
自
身
が
生
き
る
こ
と
を
選
ん
で

い
る
の
で
す 36
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
殺
と
い
う
可
能
性
＝
選
択
肢
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
生

を
選
び
取
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
、
自
ら
の
生
存
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
生
が
有

限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
付
く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

自
殺
未
遂
経
験
以
後
、「
非
現
実
性
」
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
生
に
も
死
に
も
意
味
が
な
い
以
上
あ
え
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
と
、

い
さ
さ
か
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
理
由
か
ら
生
存
を
選
び
、
自
殺
の
危
機
を
乗
り
越
え
た
シ
オ
ラ
ン
の
思
索
に
は
、
生
の
意
味
を

過
剰
に
求
め
る
こ
と
な
し
に
生
き
る
と
い
う
、
鬱
の
当
事
者
の
身
の
丈
に
合
っ
た
、
い
わ
ば
力
の
抜
け
た
生
き
方
が
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
生
や
存
在
の
意
味
に
目
覚
め
、
あ
る
い
は
自
己
の
有
限
性
を
自
覚
し
て
超
越
に
覚
醒
す
る
よ
う

な
典
型
的
な
宗
教
的
回
心
と
は
異
質
な
経
験
で
あ
る
。
だ
が
む
し
ろ
こ
こ
に
、
シ
オ
ラ
ン
の
自
己
受
容
の
形
が
自
殺
予
防
の
在
り

方
と
し
て
一
般
性
を
有
し
て
い
る
理
由
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

非
現
実
的
な
「
仮
象
」
の
「
多
義
性
」
の
な
か
を
漂
う
と
い
う
シ
オ
ラ
ン
の
姿
勢
は
、
存
在
と
非
存
在
＝
無
と
の
狭
間
で
、
と
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い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
生
存
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の
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で
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れ
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在
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非
存

在
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け
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を
指
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示
す
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の
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あ
る
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わ
れ
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This paper examines how Emil Cioran (1911-1995) conceived self-acceptance 

in severe suicidal ideation and depression. Cioran, who was exiled from Romania to 

France and wrote aphorisms and essays in French, had certain ecstatic experiences 

which he regarded as religious. His ecstasies were, however, followed with 

depressive affects, which discouraged his faith in God. Although Cioran wished 

all his life to have faith, he was not able to avoid mental depression and felt guilt 

in being itself. Moreover he had suicidal ideation from his early age. When he 

attempted suicide in 1966, he realized unreality, which he later transposed to 

emptiness of Buddhism. After this experience, he had accepted gradually world and 

himself. It could be also regarded to a recovery process from suicide attempt and 

suicidal ideation. This paper analyzes the relationship of unreality and emptiness 

in Cioran’s thought by examining his discourse concerning suicidal ideation. That 

is, the question of how Cioran felt about unreality is addressed. The paper then 

proceeds to shed light on relationship of suicidal ideation and self-acceptance. In 

doing so, this paper offers clues that could be of importance when we think about 

possibility of suicide prevention.
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