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限
り
あ
る
命
を
自
覚
す
る

　

私
た
ち
人
間
の
命
に
は
、
必
ず
終
わ
り
が
あ

り
ま
す
。
人
生
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

き
っ
か
け
は
、
自
分
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
身

近
な
人
を
亡
く
さ
れ
た
り
と
、
人
に
よ
っ
て
さ

ま
ざ
ま
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
医
療
技
術
が
発
達

し
た
時
代
で
あ
る
と
は
い
え
、
年
齢
を
重
ね
て

い
け
ば
、
有
限
な
肉
体
・
生
命
に
つ
い
て
自
覚

す
る
の
は
、
当
然
と
い
え
ま
す
。

　

限
り
あ
る
命
を
自
覚
し
た
と
き
、
人
は
何
を

考
え
、
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
で
し
ょ
う
か
。

人
生
の
最
後
に
ぱ
ー
っ
と
好
き
な
こ
と
を
し
て

散さ
ん

財ざ
い

す
る
人
も
い
ま
す
し
、
何
歳
に
な
っ
て
も

教
養
を
深
め
、
得
た
知
恵
を
人
の
た
め
に
役
立

て
る
人
も
い
ま
す
。
周
り
の
人
に
迷
惑
を
か
け

な
い
よ
う
に
、
身
辺
の
整
理
（
終
活
）
を
始
め
る

人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
人
生

の
意
味
と
は
、
ま
た
自
分
の
役
割
と
は
な
ん
な

の
か
、
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
の
命
が
尽つ

き
た
後
も
、
子
孫
の
生
活
や

世
の
中
は
続
き
ま
す
。
で
は
、
自
分
の
い
な
い

未
来
を
生
き
る
人
た
ち
に
向
け
て
何
を
遺の

こ

せ
る

の
か
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
生

き
方
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

後
世
へ
の
最
大
遺
物

　

明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
思

想
家
で
あ
る
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
〜
一
九
三
〇
）

は
、『
後
世
へ
の
最
大
遺
物
』
と
い
う
書
物
を
遺

し
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、
後
世
に
遺
せ
る

も
の
に
つ
い
て
熱
く
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、「
金
」「
事
業
」「
思
想
（
文
学
）」
な
ど

が
候
補
と
し
て
挙あ

げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を

遺
す
に
は
、あ
る
種し

ゅ

の
才
能
や
努
力
が
必
要
で
、

す
べ
て
の
人
が
実
践
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
述の

べ
て

い
ま
す
。

「
そ
れ
な
ら
ば
最
大
遺
物
と
は
何
で
あ
る
か
。

私
が
考
え
て
み
ま
す
に
人
間
が
後
世
に
遺
す
こ

と
の
で
き
る
、
そ
う
し
て
こ
れ
は
誰だ

れ

に
も
遺
す

こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
の
遺
物
で
、
利
益
ば
か

り
あ
っ
て
、
害
の
な
い
遺
物
が
あ
る
。
そ
れ
は

何
で
あ
る
か
な
ら
ば
『
勇い

さ

ま
し
い
高
尚
な
る
生

涯
』
で
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　

で
は
、「
勇
ま
し
い
高
尚
な
る
生
涯
」
と
い
う

の
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
生
涯
で
し
ょ
う
か
。

内
村
は
続
け
て
、「
失
望
の
世
の
中
に
あ
ら
ず
し

て
、
希
望
の
世
の
中
で
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
世
の
中
は
悲ひ

嘆た
ん

の
世
の
中
で

な
く
し
て
、
歓か

ん

喜き

の
世
の
中
で
あ
る
と
い
う
考

し
ゅ
う
か
つ

う
ち
む
ら
か
ん
ぞ
う

こ
う
し
ょ
う

え
を
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
に
実
行
し
て
、
そ
の
生

涯
を
世
の
中
へ
の
贈
物
と
し
て
こ
の
世
を
去
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
昨さ

っ

今こ
ん

の
不
安
定
な
世
の
中
に
あ
っ

て
、
私
た
ち
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
力
強
い

言
葉
で
す
。
ど
ん
な
困
難
や
苦
悩
に
も
負
け
ず
、

力
強
く
生
き
て
き
た
人
生
の
先
輩
た
ち
が
、
希

望
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
姿
を
見
せ
る
こ
と
で
、

次
世
代
も
自
信
を
持
っ
て
、
安
心
し
て
人
生
を

歩
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

後
世
に
伝
え
る
徳
の
力

　

総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
創
建
者
で
あ
る

廣ひ
ろ

池い
け

千ち

九く

郎
（
一
八
六
六
〜
一
九
三
八
）
も
ま
た
、

後
世
に
伝
え
る
べ
き
考
え
方
や
生
き
方
を
、
遺

し
て
い
ま
す
。

　

廣
池
は
、「
家
や
屋
敷
や
地
所
や
財
産
や
書
物

な
ど
を
遺
す
父
母
も
し
く
は
祖
先
は
世
に
た
く

さ
ん
あ
れ
ど
、
善
を
積
み
て
徳
を
子
孫
に
遺
す

父
母
も
し
く
は
祖
先
は
は
な
は
だ
少
な
い
の
で

あ
り
ま
す
」（
改
訂『
廣
池
千
九
郎
語
録
』モ
ラ
ロ
ジ
ー

研
究
所
、
三
頁
）
と
述
べ
、
多
く
の
人
が
目
に
見

え
る
物
だ
け
を
子
孫
に
遺
す
こ
と
に
一
生
懸
命

に
努
力
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、「
子
孫
に
金
を
残
す
よ
り
も
子
孫

に
良
い
教
育
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
番
自

分
と
子
孫
と
の
た
め
の
利
益
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
い
く
ら
金
が
あ
っ
て
も
、
品
性
の
劣れ

つ

悪あ
く

な
子
供
で
あ
っ
て
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
」

（
同
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

廣
池
も
内
村
鑑
三
と
同
じ
よ
う
に
金
や
物
で

は
な
く
、「
徳
」
や
「
良
い
教
育
」
を
子
孫
に
遺

す
こ
と
が
誰
に
と
っ
て
も
利
益
に
な
る
と
教
え

ま
し
た
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
で
は
、「
徳
」
を
学
力
や

知
力
、
金
力
、
権
力
な
ど
の
力
を
支
え
る
根
源

的
な
土
台
と
捉と

ら

え
ま
す
。
い
く
ら
能
力
が
高
く

て
も
、
そ
の
力
を
不
道
徳
的
に
利
用
す
れ
ば
、

仮
に
一
時
の
成
功
が
得
ら
れ
て
も
、
幸
福
は
長

く
は
続
か
な
い
も
の
な
の
で
す
。

「
良
い
教
育
を
す
る
」
と
は
、
す
べ
て
の
力
を

い
か
す
徳
が
人
生
の
土
台
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、
自み

ず
か
ら
の
生
き
方
と
し
て
示
す
こ
と
で
、
次

世
代
に
道
徳
的
な
感
化
を
与
え
続
け
る
こ
と
な

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
生
き
方
は
、
自
分
の
子

供
や
孫
、
人
生
の
後

輩
た
ち
に
伝
わ
り
ま

す
。

　

皆
さ
ん
は
、
ど
の

よ
う
な
生
き
方
を
未

来
へ
贈
り
届
け
ま
す

か
。�
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