
「
生
ま
れ
た
」
こ
と
と
「
生
き
る
」
こ
と上：

康三

楽ご

治
じ

あ
る
年
配
の
会
友
さ
ん
が
嘆
い
て
い
ま
し
た。

近
所
に、

い
つ
も
子
ど
も
を
叱
っ
て
い
る
お
母
さ
ん
が
い
る
と
い
う
の
で

す。

と
き
に
は、
「
あ
ん
た
み
た
い
な
子、

産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た」

と
大
き
な
声
を
出
し、

子
ど
も
は
激
し
く
泣
き
な
が
ら

「
ご
め
ん
な
さ
い
」

を
繰
り
返
す、

そ
ん
な
や
り
と
り
を
聞
く
の
が
せ
つ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す。

叱
っ
て
い
た
親
も
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
た
子
も、

し
ば
ら
く
す
れ
ば
仲
直
り
し
て、

い
つ
も
の
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん。

そ
れ
で
も、
「
そ
の
言
葉
だ
け
は
禁
句
だ
と
思
い
ま
す」

と
い
う
の
が、

そ
の
方
の
ご
意
見
で
し
た。

た
し
か
に、
「
産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た」

と
い
う
ひ
と
言
は、

子
ど
も
の
心
を
傷
つ
け
そ
う
で
す。

そ
れ
が
言
葉
の
は
ず
み

す

き
ず
な

な
ら
「
擦
り
傷」

程
度
で
す
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

そ
の
後
の
や
り
取
り
い
か
ん
で
は、

か
え
っ
て
親
子
の
鮮
を
強
め
る
き
っ

か
け
に
な
る
こ
と
も、

な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん。

し
か
し、

そ
の
感
情
的
な
ひ
と
言
が、

子
ど
も
の
心
に
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
深
い
傷
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
だ
っ
て、

あ
り
得
ま
す。

逆
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う。

子
ど
も
か
ら
「
あ
な
た
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
く
な
か
っ
た」

と
言
わ
れ
た
ら、

親

と
し
て
平
然
と
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か。

軽
い
気
持
ち
で
言
っ
て
い
る
の
が
わ
か
れ
ば、

受
け
流
せ
る
か
も



し
れ
ま
せ
ん。

し
か
し、

本
当
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
ら、

深
く
傷
つ
く
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん。

母
親
の
「
産
む
ん

じ
ゃ
な
か
っ
た」

と
い
う
ひ
と
言
は、

そ
れ
と
同
じ
傷
を
子
ど
も
に
与
え
て
い
る
の
で
す。

母
親
は
子
ど
も
を
「
産
ん
だ」

と
言
い
、

子
は
母
親
か
ら
「
生
ま
れ
た」

と
言
い
ま
す。

子
ど
も
に
と
っ
て
誕
生
す
る
こ
と

は、

自
分
で
は
選
び
ょ
う
の
な
い
「
受
け
身」

の
出
来
事
で
す。

そ
れ
な
の
に、

母
親
の
そ
の
発
言
は、

子
ど
も
の
存
在
そ
の

も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
す。

そ
の
理
不
尽
さ
に、

反
抗
期
の
子
ど
も
な
ら
「
こ
っ
ち
だ
っ
て
好
き
で
生
ま
れ
て
き
た
ん
じ

ゃ
な
い
」

と
言
い
返
す
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が、

幼
い
子
で
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん。

「
産
ん
だ
」

と
「
生
ま
れ
た
」、

そ
の
こ
と
が
ま
だ
頭
の
ど
こ
か
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た
あ
る
日、

あ
る
き
っ
か
け
で、

高
校

ア
イ・
ワズ・

の
国
語
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
一

篇
の
詩
に
出
合
い
ま
し
た。

子
ど
も
が
「
生
ま
れ
る
」

こ
と
の
意
義
を
問、
っ
た
「阿

君
訟

ボ

l
ン

g
s」
（
作
・

吉
野
弘）

と
い
う
散
文
の
よ
う
な
詩
で
す。

こ
の
詩
は、

英
語
を
習
い
始
め
た
ば
か
り
の
少
年
が
あ
る
夏
の
宵、

父
親
と
と
も
に
寺
の
境
内
を
歩
い
て
い
て、

ひ
と
り
の

み

お
も

身
重
の
女
性
と
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す。

少
年
は
そ
の
と
き、
「
〈
生
ま
れ
る〉

と
い
う
こ
と
が

ま
さ
し
く
〈
受

わ
け

り
ょ
う
か
い

身〉

で
あ
る
訳
を

ふ
と
諒

解
し」、

興
奮
し
て
父
に
次
の
よ
う
に
話
し
か
け
る
の
で
す。

「同
者
g

g
E
さ。

受
身
形
だ
よ
。

正
し
く
言
う
と
人
間
は
生
ま
れ
さ
せ
ら
れ
る
ん
だ。

自
分
の
意
志
で
は
な
い
ん
だ
ね」

少
年
は
英
文
法
の
構
造
を
納
得
し
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

し
か
し、

彼
の
発
言
は、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
い
起

こ
さ
せ
ま
す。

す
な
わ
ち、

子
ど
も
は
い
つ
ど
こ
で
生
ま
れ
る
か
を
自
分
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

誕
生

す
べ
き
か
ど
う
か
を
選
択
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。

自
分
の
親
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ず、

性
を
選
ぶ
こ
と
も、

顔
や
体
を
選

ぶ
こ
と
も
で
き
ず、
一

生
つ
い
て
ま
わ
る
名
前
さ
え
も
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
：
：
・。

こ
う
挙
げ
て
い
く
と、

子
ど
も
は
た
く
さ
ん
の
不
自
由
を
背
負
っ
て
こ
の
世
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す。

で

は、

子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
成
長
し、

生
き
て
い
く
意
味
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か。



子
ど
も
の
心
の
成
長
と
は、

自
分
の
意
思
と
関
係
な
く
始
ま
っ
た
自
分
の
生
を
「
か
け
が
え
の
な
い
も
の」

と
し
て
受
け
止

め
直
す
こ
と
で
あ
り、

自
分
と
そ
の
ま
わ
り
の
世
界
を
肯
定
的
に
捉
え
直
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す。

言
い
換
え
れ
ば、

自
分
に

は
責
任
が
な
い
「
受
け
身」

の
立
場
を
ひ
っ

く
り
返
し
て、

生
き
る
こ
と
に
責
任
を
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
過
程
で
す。

そ
の
よ
う
な
転
換
を
可
能
に
す
る
の
は、

子
ど
も
の
生
を
肯
定
し
尊
重
し
て
く
れ
る
大
人
た
ち、

と
り
わ
け
家
族
の
存
在
で

し
ょ
う。

子
ど
も
が
自
分
を
否
定
的
に
捉
え
ず、
「
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た」
「
こ
の
親
の
子
で
よ
か
っ
た」

と
思
う
た
め
に

は、

ま
ず
家
族
が
そ
の
子
ど
も
の
存
在
を
全
面
的
に
受
け
容
れ、

肯
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
が
唱
え
る
「
家
庭
愛
和」

も、

家
族
の
一

人
ひ
と
り
が
自
分
の
家
族
を
愛
し、

互
い
の
役
割
を
尊
重
し
認
め
合
う
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
す。

親
が
子
ど
も
の
存
在
に
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば、

子
ど
も
も
親
に
対
す
る
感
謝
の
気
持

ち
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
れ
ば、
「
産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た」

と
い
う、

子
ど
も
の
存
在
を
否
定
す
る
よ
う

な
言
動
は、

ぜ
ひ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す。

か
げ
ろ
う

さ
て、

先
ほ
ど
の
詩
に
戻
り
ま
す、

少
年
の
言
葉
を
聞
い
た
父
親
は
し
ば
ら
く
無
言
で
歩
い
た
あ
と、
「
蜂
勝」

の
話
を
し

は
じ
め
ま
す。

生
後
二
、

三
日
で
死
ん
で
し
ま
う
蜂
勝
は、

い
っ
た
い
何
の
た
め
に
世
の
中
に
出
て
く
る
の
だ
ろ
う。

そ
の
こ

と
が
ひ
ど
く
気
に
な
っ
て
い
た
と
き、

友
人
か
ら
拡
大
鏡
で
蜂
勝
の
姿
を
見
せ
ら
れ
た
と、

父
は
言
い
ま
す。

拡
大
鏡
に
映
っ
た
蜂
勝
の
雌
は、

口
が
完
全
に
退
化
し
て
い
て
食
物
を
摂
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が、

卵
だ
け
は

腹
の
中
に
充
満
し
て
い
て
胸
の
ほ
う
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す。

父
親
は
こ
れ
を
「
目
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返
さ
れ
る
生
き
死
に
の

の

ど

悲
し
み
が

咽
喉
も
と
ま
で

こ
み
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
」

見
え
た
と
言
い
ま
す。

そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
ま
も
な
く、

「
お
母
さ
ん
が
お
前
を
生
み
落
と
し
て
す
ぐ
に
死
な
れ
た」

と
伝
え
る
の
で
す。

少
年
の
父
が
蜂
騰
の
話
に
よ
っ
て
伝
え
た
か
っ
た
の
は、
「
お
前
を
産
ん
だ
せ
い
で
母
親
が
死
ん
だ」

と
い
う
否
定
的
な
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

母
親
が
命
を
賭
し
て
ま
で
守
ろ
う
と
し
た
生
命
の
尊
さ
を、

我
が
子
に
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で



し
よ
う。

そ
し
て、

少
年
も
そ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
受
け
止
め、

授
か
っ
た
生
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
で、

母
の
愛
に
応
え

て
い
く、

そ
の
こ
と
を
予
感
さ
せ
て
詩
は
終
わ
り
ま
す。

普
通
の
父
親
は、

な
か
な
か
少
年
の
父
の
よ
う
に
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し、

そ
れ
で
一

向
に
か
ま

わ
な
い
の
で
す。

子
ど
も
の
存
在
を
肯
定
し
尊
重
し
て
い
さ
え
す
れ
ば、

言
葉
な
ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
こ
そ、

後
ろ

姿
で
示
せ
れ
ば
よ
い
の
で
す。

念
の
た
め
に
申
し
添
え
て
お
く
な
ら、

子
ど
も
を
尊
重
す
る
こ
と
は
決
し
て
過
保
護
に
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

過
保

護
と
は、

子
ど
も
を
尊
重
す
る
こ
と
で
も
保
護
す
る
こ
と
で
も
な
く、

親
の
勝
手
な
願
望
を
子
ど
も
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に
す

ぎ
な
い
の
で
す
か
ら。

身
勝
手
な
親
た
ち
が
発
す
る
の
は、
「
産
む
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た」

と
い
う一
言
葉
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
に
は、
「
お
前
は

橋
の
下
か
ら
拾
っ
て
き
た」
「
あ
ん
た
さ
え
い
な
け
れ
ば」
「
私
の
子
ど
も
だ
と
思
う
と
恥
ず
か
し
い
」

と
い
う
よ
う
に、

表
現

を
変
え
な
が
ら、

言
葉
の
凶
器
を
子
ど
も
た
ち
に
浴
び
せ
掛
け
ま
す。

親
の
願
望
や
弱
さ
を
子
ど
も
に
押
し
つ
け
て
い
る
と
い

う
意
味
で
は、

過
保
護
や
過
干
渉
と
同
じ
土
俵
の
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う。

そ
う
し
た、

子
ど
も
の
自
発
性
を
伸
ば
す
「
誉
め
育
て
」

や
子
ど
も
と
適
切
な
距
離
を
お
く
「
捨
て
育
て」

と
は
対
極
に
あ
る

子
ど
も
へ
の
対
し
方、

そ
の
一

つ
一

つ
が
子
ど
も
の
自
立
を
大
き
く
阻
ん
で
い
る
こ
と
を、

親
は
も
っ
と
自
覚
す
べ
き
で
す。

「
生
ま
れ
る
」

こ
と
は
自
分
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で
す。

し
か
し、
「
生
き
る
」

こ
と
は
違
い
ま
す。

人
は

自
分
の
意
志
で、

自
分
の
責
任
で、

ど
う
生
き
て
い
く
か
を
選
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す。
「
生
ま
れ
た」

こ
と
か
ら

「
生
き
る
」

こ
と
へ
の
転
換。

す
な
わ
ち、

受
け
身
で
あ
っ
た
生
命
を、

子
ど
も
が
「
か
け
が
え
の
な
い
も
の
」

と
し
て
肯
定

的
に
捉
え
直
し
て、
「
よ
り
善
く
生
き
て
い
く」

た
め
に
は、

子
ど
も
の
善
さ
を
認
め、

そ
の
役
割
を
尊
重
し
て
く
れ
る、

愛

お
ん
し
ょ、
つ

和
に
満
ち
た
家
庭
こ
そ
が、

そ
の
善
き
温

床
と
な
る
の
で
す。


