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通
（
つ
う
）

「
生
死
を
こ
え
て
」

　

先
日
、
緩
和
ケ
ア
病
棟
担
当

の
看
護
師
の
方
の
お
話
を
聞
く

機
会
が
あ
っ
た
。

　

彼
女
に
よ
れ
ば
、
緩
和
ケ
ア

病
棟
を
担
当
す
る
看
護
師
は
お

よ
そ
２
～
３
年
で
異
動
す
る
か

辞
め
て
し
ま
う
の
だ
そ
う
だ
。

短
い
期
間
だ
が
患
者
の
方
々
と

関
わ
り
、
少
な
か
ら
ず
心
を
通

わ
せ
る
た
め
、
患
者
の
方
々
を

看
取
っ
て
い
く
た
び
に
心
に
負

担
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
の
重
み
に

耐
え
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
。

　

こ
の
話
を
聞
く
と
即
座
に
、

母
を
看
取
っ
た
十
数
年
前
の
記

憶
が
甦
っ
た
。

　

三
か
月
の
余
命
宣
告
を
受
け

緩
和
ケ
ア
病
棟
を
経
て
自
宅
で

最
期
を
迎
え
た
。
こ
の
三
か
月

間
、
母
は
日
記
を
つ
け
て
い
た

が
、
実
は
今
で
も
私
は
こ
の
日

記
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
で

い
る
。
き
っ
と
母
を
喪
っ
た
心

の
傷
が
い
ま
だ
に
癒
え
て
い
な

い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

人
の
最
期
を
看
取
る
と
い
う
こ

と
は
心
に
大
き
な
傷
を
残
し
て

し
ま
う
の
だ
。

　

で
は
、
こ
う
い
っ
た
心
の
傷

は
一
体
ど
う
す
れ
ば
癒
す
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

医
療
的
な
方
法
と
し
て
は
、

「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
が
あ
る
。
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
は
基
本
的
に
は
専

門
家
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

で
、
対
象
者
に
寄
り
添
っ
て
徹

底
的
に
話
を
聞
い
て
い
く
。
そ

の
過
程
で
対
象
者
は
大
切
な
人

を
喪
失
し
た
悲
し
み
と
向
き
合

い
次
第
に
そ
の
死
を
受
け
入
れ

乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う
。

　

し
か
し
私
は
両
親
や
友
人
を

亡
く
し
た
経
験
か
ら
こ
う
思
い

も
す
る
。
は
た
し
て
こ
の
悲
し

み
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
か
、

そ
も
そ
も
乗
り
越
え
る
必
要
が

あ
る
の
か
、
と
。

　

私
た
ち
は
お
題
目
を
お
唱
え

す
る
が
、
そ
れ
は
久
遠
の
釈
尊

の
も
と
一
切
衆
生
は
霊
山
に
い

つ
も
一
緒
に
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
た
め
だ
。
私
の
両
親
も
生

前
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
肉
体

を
離
れ
た
今
も
確
か
に
私
の
隣

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
た
め
だ
。

　

そ
う
、
両
親
の
喪
失
は
決
し

て
克
服
す
べ
き
悲
し
み
で
は
な

く
、
両
親
の
存
在
の
し
か
た
が

変
化
し
た
た
め
関
わ
り
方
を
そ

れ
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
こ
そ

大
切
な
の
だ
。

　

こ
の
法
華
経
の
世
界
観
を
生

き
、
一
切
衆
生
と
常
に
と
も
に

あ
る
こ
と
こ
そ
、
お
題
目
を
受

持
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

相
川 

大
輔

『
見
宝
塔
品
第
十
一
』

願が

ん

を
起お

こ
し
て

　

 
無む

上じ
ょ
う

菩ぼ

提だ

い

を

　
　

  
求も

と

め
し
に

　

 

心こ
こ
ろ 

退た

い

転て

ん

せ
ず

願ね
が
い
は
誰だ
れ
に
も
あ
る
け
れ
ど

そ
れ
を
実じ
つ
げ
ん現
す
る
た
め
に

　
　
　

必ひ
つ
よ
う要
な
の
は
根こ
ん
き気
で
す

途と
ち
ゅ
う中で
投な

げ
ち
ゃ
あ

　
　
　
　
　
　

 

ダ
メ
で
す
よ

苦く
る
し
い
時と
き
こ
そ
正
し
ょ
う
ね
ん
ば
念
場

辛つ
ら
い
思お
も
い
を
乗の

り
越こ

え
る

　
　
　

気き
り
ょ
く力
・
体
た
い
り
ょ
く
力　

養
や
し
なう
が

　

人じ
ん
せ
い生

　
　
　
　

必
ひ
っ
し
ゅ
う修
科か
も
く目
で
す

　

あ
る
物
事
に
つ
い
て

並
外
れ
た
深
い
知
識
、

理
解
力
を
持
っ
て
い
る

人
、
あ
る
い
は
そ
の
方

面
の
事
情
に
明
る
い
人

を
「
あ
の
人
は
通
だ
」

と
評
す
る
。
通
人
と
い
う
言
葉
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
粋
で
さ
ば
け
て

お
り
、
垢
抜
け
て
い
る
人
の
こ
と

を
い
う
。

　

も
と
は
通
と
い
う
言
葉
は
仏
教

で
説
く
神
通
力
か
ら
出
た
も
の
で

超
自
然
的
・
超
越
的
な
知
識
や
能

力
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ど
こ
へ
で
も
行
っ
た
り
姿
を
変
え

ら
れ
る
神
足
通
、
世
の
す
べ
て
を

見
通
す
天
眼
通
、
す
べ
て
の
声
を

聞
き
分
け
る
天
耳
通
、
心
を
見
通

す
他
心
通
、過
去
を
知
る
宿
命
通
、

そ
し
て
す
べ
て
の
煩
悩
を
な
く
す

漏
尽
通
の
六
種
が
あ
る
。
漏
尽
通

だ
け
は
仏
で
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な

い
が
、
他
は
仏
で
な
く
て
も
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
力
に
憧
れ
て
出
家
す

る
修
行
者
も
あ
っ
た
が
、
釈
尊
は

神
通
力
の
他
用
を
禁
じ
ら
れ
た
。

日
蓮
聖
人
の
綿
帽
子

　
日
蓮
聖
人
の
お
像
に
お
つ

け
す
る
綿
帽
子
は
、
小
松
原

法
難
に
因
ん
だ
も
の
で
す
。

東
條
景
信
の
襲
撃
で
額
に
傷

を
受
け
た
聖
人
が
身
を
休
め

て
い
る
と
き
通
り
が
か
っ
た

老
婆
が
自
分
の
か
ぶ
っ
て
い

た
真
綿
を
差
し
出
し
傷
を
癒

や
し
て
く
れ
た
の
が
、
そ
の

由
来
で
す
。
赤
い
綿
は
血
潮

に
染
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
し

ま
す
。
11
月
11
日
小
松
原
法

難
会
の
頃
に
お
つ
け
し
ま
す
。


