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◎
決
死
の
愛
が
最
高
の
愛

　

さ
て
、今
度
は
［
表
3
］
3-2
（
四
十
二
頁
参
照
）
の
右
側
の
良
い
死
の
方
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。
こ
ち
ら
の
十
二
作
品
は
、
い
ず
れ
も
宮
沢
賢
治
の
童
話
の
中
で
も
名
作
と
言
わ
れ
る
作
品
ば
か

り
で
す
。
そ
し
て
最
も
賢
治
ら
し
い
世
界
を
感
じ
る
作
品
が
多
い
で
す
。

　

ま
ず
上
か
ら
三
作
品
の
特
長
で
あ
る
末
期
の
「
笑
い
」
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
の
三
つ
の
作
品
に

描
か
れ
た
「
笑
い
」
は
、
非
常
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
死
に
至
る
三
者
が
決
死
の
愛
に
生
き

た
結
果
死
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
も
自
分
の
命
を
賭
け
て
愛
に
生
き
た
結
果
と
し
て

死
に
至
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
設
定
な
の
で
す
。

　
「
よ
だ
か
の
星
」
の
よ
だ
か
は
、
自
分
が
鷹
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
自
分
も
虫
を
食

べ
て
生
き
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
い
て
、
殺
さ
れ
る
虫
の
苦
し
み
が
初
め
て
自
分
の
身
に
な
っ
て
分

か
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
う
虫
を
殺
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
鷹
に
名

前
を
変
え
ろ
と
言
わ
れ
て
い
て
、
神
様
か
ら
も
ら
っ
た
名
前
を
変
え
た
く
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

こ
の
二
つ
の
た
め
に
、
よ
だ
か
は
星
に
な
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
不
可
能
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
飛
ん
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で
い
く
、
と
い
う
話
で
す
ね
。
こ
れ
は
命
を
賭
け
た
愛
だ
と
思
い
ま
す
。
生
存
罪
を
犯
さ
な
い
た
め

に
は
自
分
の
命
を
捨
て
て
も
、
そ
れ
を
や
ろ
う
と
い
う
、
自
分
を
捨
て
た
愛
で
す
。
し
か
も
こ
れ
は
、

自
分
の
体
は
た
と
え
失
っ
て
も
本
当
の
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
貫
く
た
め
で
も
あ
る
ん
で
す
。
神

様
か
ら
も
ら
っ
た
名
前
と
は
、
本
当
の
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
と
、
神
様
の
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
の

両
方
を
示
す
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
よ
だ
か
の
飛
翔
と
は
、
決
死
の
愛
で
神
へ
回
帰
す
る
姿
と
言

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
よ
だ
か
の
星
」
の
不
可
能
を
こ
え
る
決
死
の
愛
に
つ
い
て
は
、『
変
革
の

風
と
宮
沢
賢
治
』（
桑
原
啓
善
　
で
く
の
ぼ
う
出
版
　
七
三
〜
七
九
頁
）
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
私
も
そ
こ
か

ら
考
え
て
い
き
ま
し
た
。

　

次
の
作
品
「
ひ
か
り
の
素
足
」、
こ
れ
も
お
兄
さ
ん
の
一
郎
が
弟
を
か
ば
っ
て
、
最
後
は
自
分
は

ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
か
ば
い
尽
く
し
た
時
に
、「
如
来
寿
量
品
第
十
六
」
と
い
う
も
の
が
、
ふ
っ

と
浮
か
ん
で
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
命
を
賭
け
た
無
私
の
愛
、
そ
の
一
す
じ
の
光
か

ら
す
べ
て
は
始
ま
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
地
獄
か
ら
ひ
か
り
の
世
界
へ
の
世
界
の
転
換
、

そ
れ
は
一
郎
の
決
死
の
愛
か
ら
起
こ
っ
た
の
だ
と
、
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
仏
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は
常
に
い
て
も
、
気
付
く
人
間
が
い
な
け
れ
ば
い
な
い
の
と
同
じ
。
気
付
く
の
は
自
分
を
捨
て
た
決

死
の
愛
、
つ
ま
り
自
己
内
在
の
仏
性
の
光
に
よ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
二
十
六
夜
」
も
可
哀
想
に
、
い
じ
め
殺
さ
れ
か
け
た
瀕
死
の
穂
吉
、
フ
ク
ロ
ウ
の
子
供
が
死
に

そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
、「
恨
み
の
心
は
修
羅
と
な
る
、
か
け
て
も
他
人
は
恨
む
で
な
い
」
と
い
う

お
説
教
を
、
死
に
そ
う
で
痛
く
て
辛
く
て
た
ま
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
恨
ま
な
い
で
そ
れ
を
聞
こ

う
と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
も
命
懸
け
で
す
ね
。
命
を
賭
け
て
聴
こ
う
と
し
た
、
恨
ま
な
い
と
意

志
し
て
。
こ
れ
は
や
は
り
愛
で
す
ね
、
そ
う
い
う
よ
う
に
描
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
三
人
共
そ
れ
ぞ
れ
命
が
け
の
愛
、
こ
れ
は
最
高
の
愛
で
す
よ
ね
。
自
分
の
命
を
差
し

出
し
て
愛
を
貫
こ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
誰
も
出
来
な
い
で
す
。
で
す
か
ら
、
命
を

賭
け
た
愛
が
最
高
の
愛
で
す
。
け
れ
ど
も
命
を
賭
け
て
、
た
と
え
命
（
肉
体
）
を
失
っ
て
も
、
実
は

生
命
は
永
遠
だ
か
ら
魂
の
救
い
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
賢
治
さ
ん
は
言
い
た
か
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
笑
う
顔
。
あ
れ
は
本
当
の
幸
福
、愛
に
生
き
通
し
た
か
ら
本
当
の
幸
福
、

だ
か
ら
肉
体
の
幸
福
で
は
な
く
魂
の
幸
福
が
本
当
の
幸
福
な
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
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だ
と
思
い
ま
す
。

◎
魂
の
浄
化
進
化
が
本
当
の
幸
福

　

で
す
か
ら
こ
の
世
と
い
う
の
は
、
肉
体
を
持
っ
て
い
ろ
ん
な
人
と
触
れ
合
っ
て
、
怒
っ
た
り
笑
っ

た
り
し
て
黒
〔
意
地
悪
〕
球
や
白
〔
親
切
〕
球
を
投
げ
ま
す
け
れ
ど
も
、
必
ず
投
げ
た
球
が
返
っ
て

く
る
の
で
、
そ
れ
を
何
度
も
く
り
返
し
て
結
局
そ
う
や
っ
て
最
後
は
愛
に
生
き
る
こ
と
を
学
ん
で
い

く
。
そ
の
た
め
の
学
校
な
の
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
黒
球
投
げ
る
と
黒
球
〔
不
幸
〕
が
戻
っ
て

く
る
か
ら
苦
し
み
ま
す
。
で
も
そ
の
苦
し
み
痛
み
で
も
っ
て
、
人
は
初
め
て
「
意
地
悪
は
い
け
な
い

の
だ
」と
い
う
こ
と
に
気
付
く
わ
け
で
す
。
苦
難
で
人
は
進
化
す
る
。
ど
う
し
て
か
と
い
い
ま
す
と
、

本
当
は
人
間
と
い
う
も
の
は
愛
が
本
質
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
性
善
説
と
い
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は

仏
性
あ
り
と
い
い
ま
す
。
霊
性
と
か
神
性
と
か
い
う
も
の
で
す
。
愛
が
本
質
だ
か
ら
、
だ
か
ら
愛
に

生
き
よ
う
と
必
ず
人
間
は
気
付
い
て
い
け
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
愛
に
よ
っ
て
、
そ
の
愛
を
自
分
が

発
揮
す
る
時
に
、
魂
は
浄
化
、
進
化
す
る
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
魂
の
浄
化
進
化
が
本
当
の
幸
福
な
の
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で
す
。
で
す
か
ら
結
局
、
本
当
の
自
分
は
八
十
年
で
滅
び
る
肉
体
で
は
な
く
、
仏
性
と
か
霊
と
か
い

う
永
遠
不
滅
な
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◎
死
後
の
世
界
を
描
き
、
生
命
の
法
を
明
ら
か
に
す
る

　

で
す
か
ら
、
本
当
の
幸
福
は
魂
が
浄
化
進
化
す
る
こ
と
だ
よ
、
物
を
た
く
さ
ん
集
め
て
安
楽
に
暮

ら
し
た
り
、
た
だ
た
だ
健
康
で
長
生
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
、
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
肉

体
じ
ゃ
な
く
て
魂
を
ま
ず
浄
化
進
化
す
る
こ
と
、
愛
と
奉
仕
で
生
き
る
こ
と
が
本
当
の
幸
福
だ
よ
。

そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
に
宮
沢
賢
治
は
死
後
の
世
界
を
描
く
、
つ
ま
り
死
ん
だ
後
に
生
き
方
の

結
果
が
判
り
ま
す
か
ら
、
生
命
は
永
遠
と
い
う
こ
と
を
示
せ
ば
、
こ
の
因
果
の
法
が
明
ら
か
に
な
り

ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
書
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
生
前
の
生
き
方
が
ど
れ
だ
け
愛
と
奉
仕
を
行
っ
た

か
と
い
う
「
魂
の
浄
化
進
化
の
程
度
」
で
、
死
後
の
自
分
の
行
く
世
界
が
決
定
す
る
、
つ
ま
り
「
死

後
の
世
界
は
階
層
世
界
」
で
あ
る
、
こ
れ
が
描
い
て
あ
る
の
が
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
す
ね
。
あ
と

で
見
て
ゆ
き
ま
す
。
銀
河
鉄
道
の
乗
客
た
ち
の
降
り
る
駅
、
消
え
る
所
が
、
乗
客
に
よ
っ
て
違
い
ま


