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死
者
と
の
対
話

　
「
死
」
に
お
け
る
悲
し
み
と
は
、
死
ぬ
と
い
う
事
実
が
悲
し

い
の
で
は
な
く
、
共
に
生
き
た
者
が
目
の
前
か
ら
居
な
く
な
っ

た
喪
失
感
が
人
を
悲
し
く
さ
せ
る
と
中
島
岳
志
は
言
う
。

　

そ
の
喪
失
感
の
中
で
、
ど
れ
ほ
ど
願
っ
て
も
そ
の
死
者
は
も

う
私
の
目
の
前
に
は
現
れ
て
く
れ
な
い
。
仏
壇
や
墓
を
通
じ
て

生
前
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
語
り
か
け
て
も
何
の
返
事
も
な
い
。

そ
れ
な
の
に
死
者
と
の
対
話
な
ど
成
立
す
る
の
か
。

　

仏
教
文
化
と
し
て
死
亡
日
の
こ
と
を
「
命
日
」
と
い
う
。
浄

土
と
い
う
新
た
な
世
界
に
死
者
が
仏
と
し
て
生
ま
れ
た
日
と
定

義
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
死
者
を
死
者
と
捉
え
る
だ
け
で
な

く
、
浄
土
と
い
う
新
た
な
世
界
に
生
き
る
仏
と
い
う
他
者
と
見

る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

そ
の
浄
土
の
住
人
で
あ
る
他
者
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
私
に

ど
の
よ
う
な
言
葉
を
か
け
る
の
だ
ろ
う
。

　
「
死
者
と
の
対
話
」
は
、

浄
土
や
仏
を
認
知
し
、

こ
の
世
に
生

き
る
私
を
見

つ
め
直
す
こ

と
で
、

自
ず
と
成
立

す
る
も
の
な
の

か
も
し
れ
な
い
。



　

前
号
に
引
続
き
、
あ
る
人
の
「
真
宗
大
谷
派
寺
院
の
本
堂
に

は
阿
弥
陀
様
の
木
像
を
中
心
に
親
鸞
聖
人
、
蓮
如
上
人
、
聖
徳

太
子
や
七
高
僧
の
軸
が
か
か
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
お
釈
迦
様

の
軸
を
か
け
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
通
し
て
標
題
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
曹
洞
宗
な
ど
お
釈
迦
様
を
「
釈
迦
牟
尼
仏
」

と
い
う
本
尊
と
し
て
仰
が
れ
る
宗
旨
や
寺
院
も
多
く
存
在
す
る

中
で
、
そ
の
本
尊
や
中
尊
と
い
う
「
格
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
仏
教
の
常
識
と
し
て
、
お
釈
迦
様
も
大
切
だ
か
ら
と

い
っ
て
阿
弥
陀
様
の
脇
侍
と
し
て
軸
を
か
け
よ
う
と
は
伝
統
的

に
も
教
義
的
に
も
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も

お
釈
迦
様
を
安
置
し
た
い
な
ら
、
そ
の
た
め
の
御
堂
を
建
立
し

て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
御
堂
の
中
心
に
お
釈
迦
様
を
安
置
し
よ
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
東
本
願
寺
の
御
影
堂
門
の

楼
上
も
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
な
ら
御
堂
の
中
尊
を
阿
弥
陀
様
と
お
釈
迦
様
の
二
尊
を

並
列
に
木
像
で
安
置
す
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
質
問
者
に
言

い
返
さ
れ
そ
う
な
気
も
し
つ
つ
、
友
人
た
ち
の
受
け
止
め
を
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　

一
人
は
、「
阿
弥
陀
様
を
「
救
主
」、
お
釈
迦
様
を
「
教
主
」

と
区
別
す
る
意
味
で
、
目
の
前
に
現
れ
ず
と
も
教
え
の
主
と
し

て
今
ま
さ
に
私
た
ち
に
は
た
ら
き
、
教
え
を
説
い
て
く
れ
て
い

る
。
そ
の
こ
と
を
法
要
や
法
話
を
通
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
。
な
る
ほ
ど
と
思
う
一
方
で
、
東

本
願
寺
の
御
影
堂
に
安
置
さ
れ
る
親
鸞
聖
人
の
御
真
影
も
「
今

現
在
説
法
」
の
す
が
た
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ

し
く
、
偶
像
と
し
て
安
置
さ
れ
存
在
し
て
く
だ
さ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
の
教
え
も
実
感
し
易
い
の
だ
と
思
う
と
、
す
ん
な
り
頷
く
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
聖
徳
太
子
を
「
和
国
の
教
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照
）。
参
拝
す
る
者
が
目
に
見
え
る
形
で
お
釈
迦
様
を
、
ま
た

そ
の
教
え
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
も
良
い
で
す

よ
ね
。し
か
し
、理
に
か
な
っ
た
受
け
止
め
で
あ
る
も
の
の
、「
お

釈
迦
様
の
姿
」
を
求
め
る
質
問
に
対
し
て
、
や
や
積
極
性
に
か

け
る
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
積
極
的
な
理
解
を
得
よ
う
と

思
う
私
の
根
性
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
な
に

か
物
足
り
な
さ
が
残
る
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
先
輩
に
窺
っ
た

受
け
止
め
に
大
き
く
頷
く
こ
と
が
で
き
、
次
号
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
記
し
て
完
結
と
し
ま
す
。
最
後
に
、
有
名
な
和
讃
を
紹

介
し
て
結
び
と
し
ま
す
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
続
）

　
　

他
力
の
信
心
う
る
ひ
と
を

　
　

う
や
ま
い
お
お
き
に
よ
ろ
こ
べ
ば

　
　

す
な
わ
ち
わ
が
親
友
ぞ
と

　
　

教
主
世
尊
は
ほ
め
た
ま
う

　
　
　
　
　
　

 

（『
正
像
末
和
讃
』『
真
宗
聖
典
』
五
〇
五
頁
）
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主
」
と
讃
え
る
和
讃
も
あ
る
た
め
、
教
主
で
あ
る
か
ら
安
置
し

な
い
と
も
言
い
難
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
受
け
止

め
と
し
て
は
素
晴
ら
し
い
で
す
よ
ね
。

　

ま
た
、
も
う
一
人
の
友
人
は
、「
浄
土
三
部
経
」（『
仏
説
無

量
寿
経
』『
仏
説
観
無
量
寿
経
』『
仏
説
阿
弥
陀
経
』）
が
ま
さ

に
お
釈
迦
様
で

は
な
い
か
」
と

教
え
て
く
れ
ま

し
た
。
仏
像
や

絵
像
と
し
て
な

く
と
も
、
お
飾

り
と
し
て
礼
盤

に
「
浄
土
三
部

経
」
を
飾
り
ま

す
（
※
写
真
参

登高座机にある浄土三部経の巻物
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自
分
の
色

五
月
二
十
八
日
（
土
）　

十
時　

親
鸞
聖
人
命
日
の
お
勤
め

 
行
事
予
定 

「
春
は
名
の
み
の
風
の
寒
さ
よ
」
と
早
春
賦
を
想
い
だ
す
よ
う

な
小
寒
い
お
彼
岸
の
お
中
日
。　

讃
寺
で
一
心
寺
の
前
田
健
雄

氏
の
法
話
を
聴
聞
す
る
。

　

開
口
一
番
、
よ
く
寝
ら
れ
ま
す
か
？
睡
眠
不
足
は
健
康
に
よ

く
な
い
の
で
ね
、
私
は
息
を
吐
く
と
き
を
吸
う
と
き
よ
り
長
く

し
て
や
っ
て
い
ま
す
と
自
然
に
眠
く
な
っ
て
き
た
り
し
ま
す
と

い
う
話
を
さ
れ
た
。

　

お
話
の
中
心
は
「
老
い
」
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
老
齢
は
登

山
に
似
て
い
て
登
れ
ば
登
る
ほ
ど
息
が
切
れ
る
が
視
野
が
開
け

て
き
ま
す
。
大
学
で
九
十
一
歳
の
先
生
が
階
段
を
上
る
の
に
大

変
な
の
に
似
て
歳
を
と
る
と
何
も
か
も
衰
え
て
く
る
が
、
そ
の

後
の
二
時
間
の
講
義
は
平
気
で
さ
れ
る
。
仏
法
も
こ
ん
な
よ
う

に
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
大
変
あ
り
が
た
い
。

　

か
つ
て
治
療
法
の
な
い
時
代
だ
と
老
人
は
延
命
治
療
な
ど
さ

れ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
逆
に
今
は

差
別
的
だ
。
さ
ら
に
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
置
い
て
き
ぼ
り
に

さ
れ
て
い
る
。
老
人
は
人
生
経
験
が
豊
富
だ
か
ら
い
つ
ま
で
も

自
分
の
考
え
を
工
夫
し
変
え
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
も
晩
年
ま
で

著
作
の
修
正
を
何
度
も
行
っ
て
い
る
。

　

次
に
死
後
の
話
を
さ
れ
た
。
親
子
の
対
話
で
子
が
親
に
、
死

ん
だ
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
た
ず
ね
る
と
親
は
自
分
の
経
験
か

ら
「
あ
の
世
」
と
か
「
天
国
」
と
答
え
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う

が
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
答
え
が
正
し
い
。
そ
れ
は
誰
も

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
。
人
は
と
き
が
来
れ
ば
死
ぬ
の

だ
。
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
必
ず
死
は
や
っ
て
く
る
。
ひ
と
り
裸

で
生
ま
れ
、
ひ
と
り
裸
で
死
ん
で
い
く
。

　

死
後
に
行
く
世
界
を
案
ず
る
な
。
「
必
ず
救
う
か
ら
」
と
阿

弥
陀
様
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
弥
陀
浄
土
な
の
で
す
。

　

最
後
に
、
た
っ
た
一
度
の
人
生
、

わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
が
思

う
存
分
、
精
一
杯
生
き
て
い
き
た

い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

釋 

綽
智
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