
デ

ス

・

エ
デ

ュ
ケ

ー

シ

ョ

ン

(
生

と

死

の
教

育

)

に

つ

い

て

-
親

鷺

の
立
場
か
ら
-

田

代

俊

孝

一高
齢
化
社
会
や
、
終
末
患
者

に
対
す
る
死

の
告
知
の
問
題
な
ど
、
現

代
社
会

に
お
い
て
は
、
生
と
死
の
問
題
が
不
可
避
の
課
題
と
し
て
、
わ

れ
わ
れ

に
つ
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ

の
こ
と
は
壬
も
と
も
と
仏
教

の
出
発
点
と
し
て
の
課
題

で
あ

っ
た
。
ゴ
ー
タ
マ
"
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
生

・
老

・
病

・
死
の
課

題
か
ら
目
覚
め
て
仏
陀
釈
尊
と
な

っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
は
生

死
出
離
を
目
的
と
し
、
釈
尊
は
、
そ

の
迷
い
か
ら
解
脱
し
、
大
衆
を
救

っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
仏
教
と
は
、
正
し
く
、
い
か

に
死
に
、
い
か
に
生
き
る
か
の
教
育
、

つ
ま
り
、
デ
ス

・
エ
デ

ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
壬
そ
の
よ
う
な
立
場
で

の
仏
教

の
再
生
が
社
会
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

す
で
に
、
『
同
朋
仏
教
』
第

二
十
三
号
に
て
詳
述
し
た
が
、
現

代

人

の
死
あ
る
い
は
生
命
に
対
す
る
見
方
を
筆
者
は
、
次
の
三
点
で
と
ら
え

て
い
る
。

第

一
に
、
生
命
が

モ
ノ
化
し
て
い
る
。
人
間
が
経
済
的
価
値

で
測
ら

れ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
壬
人
間
が

モ
ノ
化

し
て
い
る
。
ま
た
、

一

方

で
は
、
モ
ノ
が
、
機
能
化
、
ロ
ボ
ッ
ト
化
し
、
人
間
化
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
で
あ
る
。

第
二
に
、
死

(生
命
)
か
ら
の
逃
避
と
、
タ
ブ
ー
視
。
日
本

に

は
、

葬
式
か
ら
帰
る
と
塩
を
ま
く
習
慣
が
あ
る
。
-
真

宗
門
徒
に
は
、
本

来
、
そ
れ
が
な
か

っ
た
が
、
今
で
は
習
俗
と
し
て
行

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
死
を
忌
み
壬
き
ら
い
タ
ブ

ー
視
、
も
し
く
は
拒
否
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
肉
身

の
死
は
、
死
と
生
に
つ
い
て
、
考
え
る
最
高

の
場
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
葬
儀
は
僧
侶
が
司

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
1

し
か

し
、
実
際
に
は
儀
礼
化
し
壬
そ
う
な

っ
て
い
な
い
。
1

身
近
か
な
死

は
、
死
を
拒
否
し
、
タ
ブ

ー
視
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
壬
生
命
が
常
で

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月

-333-



デ

ス

エ
デ

ュ
ケ
ー
ツ

ヨ
ソ

(
生
と
死

の
教
育
)

に

つ
い
て

パ
田

孕代
)

な
く
壬
必
ず
死
に
行
く
身
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
と
ば
な
く
し
て
教
え
て

い
て
く
れ

る
。
そ
こ
に
生
へ
の
問
い
か
け
が
あ
る
。

第
三
に
、
生
命

の
私
有
化
壬
所
有
化
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
壬
自
分

の
意
志

で
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
。
生
命
は
、
私
の
意
志
以
前
に

存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
自
我
の
め
ざ
め
と
と
も
に
壬
私
有
化
す

る
。
生
命
を
自
我

の
思
い
の
中
に
入
れ
壬
そ
の
結
果
、
生
命
の
長
短
す
ら

自
在
に
な
り
壬
自
分
の
意
志
で
決
ま
る
も
の
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
。

結
局
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
死
の
課
題
が
忘
れ

ら

れ

て

い

る
。
死
を
問
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
あ
す
あ
り
と
も
わ
か
ら
ぬ
命
に
目
覚

め
て
行
く
こ
と
は
壬
逆
に
充
実
し
た
生
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

同
時
に
、
い
の
ち
の
尊
厳
に
め
ざ
め
る
こ
と
は
壬
人
権
、
平
和
、
福

祉
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
の
根
本
に
な

っ
て
行
く
の

で
あ
る
。

三

仏
教
は
、
い
の
ち
に
め
ざ
め
、
死
を
こ
え
て
行
く
教
え
で
あ
る
。
釈

尊
の
初
転
法
輪
に
す
で
に
そ
の
原
理
が
示
さ
れ
る
。
四
諦
、
八
正
道
、

三
法
印
の
教
え
で
あ
る
。

つ
ま
り
壬
そ
こ
で
は
、
苦

の
認
識
と
、
そ
の

原
因
が
執
着
で
あ
る
と
の
立
場
に
立
ち
壬
諸
行
無
常
、
諸
法
無
我
、
浬

架
寂
静
と
説
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
壬
無
常
の
自
覚
か
ら
、
,生
に
対
す
る
執
着
を

離
れ
壬
無
我
を
自
覚
し
、
因
縁
所
生
に
め
ざ
め
て
行
く
こ
と
を
基
本
的

立
場
と
す
る
。

こ
の
こ
と
を
出
発
点
に
、
仏
教
で
は
、
生
死
を
超
え
る
道
が
種

々
に

展
開
さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
死
そ
の
も
の
を

『
勝
髪
経
』
に
は
、

二
種
の
死
あ
り
。
何
を
か
二
ど
為
す
や
。
謂
く
分
段
死
と
不
思
議
変
易
死
な

り
。
分
段
死
と
は
謂
く
虚
偽
の
衆
生
な
り
。
不
思
議
変
易
死
と
は
謂
く
阿
羅

(1
)

漢
と
辟
支
仏
お
よ
び
大
力
菩
薩
と
の
意
生
身
乃
至
無
上
菩
提
の
究
寛
な
り
。

と
二
種

の
立
場
で
認
識
し
、そ
の
う
ち
変
易
生
死

の
立
場
を
不
生
不
滅
、

無
生
無
滅
壬
あ
る
い
は
生
死
即
浬
藥
と
い
う
立
場
で
展
開
し
て
行
く
。

つ
ま
り
壬
大
乗
仏
教
で
は
、
「
即
」
と
い
う
立
場
で
壬
実
体
化

し

た

生
死
観
か
ら
、
そ
の
と
ら
わ
れ
を
離
れ
た
主
体
的
な
立
場

へ
の
転
換
を

示
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
死
を
超
越
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

四

唐

の
湛
然
が

『
止
観
大
意
』

に

衆
教
の
諸
門
、
大
い
に
各
四
有
り
。
乃
至
八
万
四
千
不
同
な
り
。
並
べ
て
無

生
を
も
っ
て
、
首
と
な
さ
ざ
る
こ
と
莫
れ
。
今
壬
且
に
初
従
り
、
無
生
門
に

(2
)

お
い
て
偏
え
に
諸
惑
を
破
す
。

と
、
言
う
よ
う
に
い
か
な
る
仏
教
も
壬
生
死
出
離
を
究
極

の
課

題

と

し
壬
無
生
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
そ
れ
を
越
え
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
そ
の
こ
と
を
直
接
の
課
題
と
し
、
正
面

か
ら
取
り
上
げ
て
来
た
の
は
そ
の
名
が
示
す
ご
と
く
浄
土
教
で
あ
る
。
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紙
数
に
制
限
が
あ
り
、
充
分
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
曇
鶯

の

『
浄
土
論

註
』
に
お
け

る

「無
生
の
生
」
、
善
導
の

『観
経
疏
』
に
お
け

る

「
凡

夫
得
忍
」
つ
ま
り

「無
生
忍
」

の
自
覚
壬
あ
る
い
は

『観
念
法
門
』
に

と
か
れ
る

「
入
道
場
及
看
病
人
法
用
」
、
さ
ら
に
、
源
信
の

『
往

生

要

集
』
に
お
け
る

「臨
終
行
儀
」
や

「臨
終
来
迎
」
、
法
然
に
お
け

る
来

迎
か
ら
摂
取
不
捨

へ
の
展
開
、
親
鷲
に
お
け
る

「
現
生
正
定
聚
」
と
い

う
展
開
の
中

に
そ
の
生
死
出
離

の
伝
統
が
見
ら
れ
る
。
特

に

こ

の
中

で
、
死
後

の
救

い
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
壬
消
極
的
な
死
の
受
容
を

意
図
す
る
臨
終
来
迎
の
立
場
か
ら
壬
現
生
に
お
け
る
死
の
超
越
と
い
う

積
極
的
な
立
場

へ
の
展
開
が
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。

五

す
な
わ
ち
、
親
鷺
は
壬
従
来

の
浄
土
教

の
未
来
救
済
の
立
場
に
対
し

て
、
現
実
生
活
で
の
救
い
の
確
証
を
述
べ
る
。

つ
ま

り
、
『
大
経
』
に

説
か
れ
る

「即
得
往
生
住
不
退
転
」
を

即
得
往
生
と
い
う
は
、
即
は
す
な
わ
ち
と
い
う
。
と
き
を
へ
ず
、
日
を
も
へ

(3
)

だ
て
ぬ
な
り
。

と
示
す
。
こ
こ
で
は
、
即
を
即
時
の
即
、
「
た
だ
ち
に
」
と
の
意

に

も

解
釈
し
て
い
る
。

そ
れ
は

『
教
行
信
証
』
「行
巻
」
の

即
の
言
は
願
力
を
聞
く
に
由

っ
て
、
報
土
の
真
因
決
定
す
る
時
剋
の
極
促
を

(
4
)

光
閾

せ
る
な
り
。

の
解
釈
に
も
示
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
死
後
で
は
な
く
、
名
号
を
聞
い
て
、
信
心
を

得

た
そ

の

時
、
現
在
生
に
お
い
て
、
念
仏
し
た
時
、
正
定
聚
不
退
転
に
住
す
と
い

う
の
で
あ
る
。

次
に
、
即
は
、
即
位

の
即
、
つ
ま
り

「
つ
.く
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
正

定
聚
に
つ
く
と
は
正
定
聚

の
位
に
つ
く
と
い
う
意

で
あ
り
壬
正
定
聚
の

菩
薩
と
同
じ
位
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
。

結
局
、
信
心
を
獲
た
も
の
は
壬
現
生
に
正
定
聚

の
位
に
つ
く
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
親
鶯
は

『
愚
禿
砂
』
に
、
そ
の
こ
と
を

「
必

定
の
菩
薩
と
名
つ
く
る
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
さ
ら
に
そ
の
現

生
正
定
聚

の
救
い
を

『
大
経
』
に
よ

っ
て
、
等
覚

の
菩
薩
、
つ
ま
り
弥

勒
と
同
じ
と
述
ぺ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
れ
は
壬
本
来
壬
第
十

一
願

に
願

わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
意
図
を

『如
来
会
』

の

「若
し
ま
さ
に
生
ま

れ
ん
者
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
確
か
め
て
い
る
こ
と

は
、
周
知

の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
れ
に
基
づ

い
て

『
一
念
多
念
文
意
』

に
は
、

そ
れ
衆
生
あ
り
て
か
の
く
に
に
む
ま
れ
む
と
す
る
も
の
は
、
み
な
ご
と
ご
と

(5
)

く
正
定
の
聚
に
住
す
。

と
述
べ
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
信
心
獲
た
も
の
は
壬
現
生
に
壬
諸
仏
に
等
し
い
、
補
処

の
弥
勒
に
同
じ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、し
そ
れ
が
親
鷲
の
独
善
で
は
な
い
。
「行
巻
」
に
示

さ

れ

デ

ス

・
エ
デ

ュ
ケ
ー

シ
ョ
ン

(
生
と
死

の
教
育
)

に

つ
い
て

(田
 
代
)
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デ
ス
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ソ

(生
と
死
の
教
育
)
に
つ
い
て

(田
 
代
)

る
よ
う
に
、
龍
樹

の

「
即
時
入
必
定
」
(『易
行
品
』)
壬
曇
鷲

の

「
入

定

聚
之
数
」
(『浄
土
論
註
』)、
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
定
聚
と
は
、
往
生
と
い
う
救
済
の
自
覚
を
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
死
後

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
実
生
活
は
壬
永
遠

に
救
と
い

は
無
縁
の
も
の
に
な
る
。
現
実
生
活
と
関
係
の
な
い
宗
教
は
、
普
遍
宗

教
で
は
な

い
。
現
実
生
活
の
苦
悩
を
救
済
し
て
こ
そ
、
宗
教
の
意
義
が

あ
る
の
で
あ
る
。

死
ぬ
の
は
死
ぬ
時
で
も
壬
死
の
問
題
は
、
生
き
て
い
る
時
に
解
決
し

て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
現
生
正
定
聚
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
。

臨
終
を
い
の
り
、
臨
終
に
正
念
し
て
来
迎
を
求
め
て
も
、
死
に
こ
だ
わ

り
、
と
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
時
に
死
の
問
題
を
解
決

し
て
こ
そ
、
死

の
と
ら
わ
れ
を
こ
え
、
真

に
人
生
が
充
実
し
て
く
る
の

で
あ
る
。
死
の
問
題
を
こ
え
る
と
壬
死
の
不
安
が
な
く
な
る
。
長
く
て

も
よ
し
、
短

か
く
て
も
よ
し
と
タ
ン
タ
ソ
と
し
た
人
生
に
な
る
。
死
を

宣
告
さ
れ
、
死
を
解
決
し
た
人
が
、
以
後
、
充
実
し
た
人
生
を
送
る
の

も
壬
こ
の
立
場
で
あ
る
。
死
を
実
体
化
す
る
て
と
な
く
壬
固
執
す
る
こ

と
な
く
壬
あ

る
が
ま
ま
、
な
す
が
ま
ま
の
自
然
法
爾

の
心
境
に
て
壬
死

そ
の
も
の
が
ど
う
で
も
よ
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
往
生
す
る
こ

と
が
約
束

さ
れ
、
無
生
の
生
に
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
善
導
の
こ
と
ば
で
あ
る

「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」
を

親
鷲

は
、

本
願
を
信
受
す
る
は
、
前
念
命
終
な
り
。

 

「
す
な
わ

ち
正
定
聚

の
数

に
入

る
」
(
論
註
)

「
即

の
時
必
定

に
入

る
」
(
十
住
論
)

「
ま
た
必
定

の
菩
薩
と
名
つ
く

る
な
り
」

(
十
住
論
意
)

(6
)

即
得
往
生
倣
、
後
念
即
生
な
り
。

と
理
解
す
る
。

前

の
念
仏
に
て
、
自
力

つ
ま
り
、
エ
ゴ
に
基
づ
く
固
執
し
た
命
を
終

え
、
後

の
念
仏
で
他
力

の
生
に
生
き
る
。

つ
ま
り
壬
無
生
の
生
壬
生
死

を
こ
え
た
世
界
に
生
き
る
と
親
鷲
は
理
解
す
る
。

六

と
こ
ろ
で
壬
こ
の
よ
う
な
立
場
を
、
親
驚
は
、
善
導

の

「横
超
断
四

流
」
(『観
経
疏
』)
の
言
に
よ

っ
て
確
認
す
る
。

も
と
も
と
壬
こ
の
こ
と
ば
は
、
『
大
経
』
に
よ

っ
て
い
る
。
『
大
経
』

で
は
、
悲
化
段
に
お
い
て
、
「過
度
生
死
」
の
課
題
を

(7
)

横
に
五
悪
趣
を
戴

り
て
、

悪
趣
自

然
に
閉

じ
ん

と

説

き

、

さ

ら

に

極
長
生
を
獲

べ
し
、
寿
楽
極

ま
り
あ

る
こ
と
な
し

と

壬

教

え

る
。

こ

こ
か

ら

、

善
導

は
壬
上

述

の
言

を

展

開

す

る

。

さ

ら

に
、
親

驚

は
、

断
と
言
う
は
、
往
相
の

一
心
を
発
起
す
る
が
ゆ
え
に
、
生
と
し

て
当

に
受
く

ぺ
き
生
な
し
。
趣

と
し
て
ま

た
到

る
べ
き
趣
な
し
。
す

で
に
六
趣

・
四
生
、

 

因
亡
じ
果
滅

す
。

か
る
が
ゆ
え

に
す
な
わ
ち
頓

に
三
有

の
生
死

を
断
絶

す
。
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か
る
が
ゆ
え

に
、
断
と

日
う
な
り
。
四
流
は
す

な
わ
ち
四

暴

流

な

り
。

ま

(
8
)

た
、
生
老
病
死
な
り
。

と
釈
す
る
。
無
生
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
六
道
も

四

生

も

な

い
。

つ
ま

り
壬
生
も
死
も
な
い
。
無
生
無
滅

で
あ
る
。
そ

の
意

味

で

は
、
現
在

に
お
け
る
獲
信
の
内
景
で
あ
る
。
決
し
て
、
未
来
に
得
る
境

地
で
は
な

い
。
し
か
し
、
自
ら
の
肉
体
は
現
存
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
肉
体

の
死
、

つ
ま
り
、
「臨
終
の
一
念
に
大
般
浬
薬
を
超
証
す
」、

つ
ま
り
壬

必
ず
往
生
す
る
と

の
確
信
に
お
い
て
壬
現
在
に
、
そ
の
利
益
を
獲
る
の

で
あ
る
。
現
在
に
瀞
い
て
す
で
に
死
が
先
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

正
し
く

壬
そ
れ
は

「信
に
死
し
、
願
に
生
き
る
」
(曽
我
量
深
)
の
で

あ
る
。
救

い
が
現
在
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

浄
土
は
、
実
体
的
に
見
る
世
界
で
は
な
い
。
浄
土
は

「過
十
万
億
仏

土
」
(『大
経
』
・
『小
経
』)
で
あ
る
。
し
か
し
、
「去
此
不
遠
」
(『観
経
』)

で
あ
る
。
人
間

の
思
い
、
分
別
が
破
れ
た
時
、
足
下
に
浄
土
が
見
え
て

く
る
。
そ
れ
は
、
浄
土
が
確
証
さ
れ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
親
鶯
は
壬

現
生
正
定
聚
に
つ
く
こ
と
を

「
往
生
す
」
あ
る
い
は

「
往
生
を
得
」
と

さ
え
い
う
。
ま
た
、
『末
灯
砂
』
に
は
、

(9
)

信
心
定
ま
る
と
き
、

往
生
ま
た
定

ま
る
な
り

と

い
う

。

そ

れ

は

信

心

に
よ

っ
て

往

生
す

る

こ
と

が

確

証

さ

れ

る

と

の

意

に
受

け

と

る

べ

き

で
あ

る

。

ど

こ
ま

で
も

「
必

至
」
の
立

場

で
あ

る

。

な

ぜ

な

ら

、

「
証

巻

」

に
は
、

(
1
0
)

正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
必
ず
滅
度
に
い
た
る

と

言

わ

れ

る
。

ま

た
壬

上

述

の
ご

と
く

「
弥

勤

と

同

じ

」
「
必

定

の

菩

薩

」

と

い
わ

れ

る
限

り

壬

現

在

に
救

わ

れ

て

い
る
が

、

仏

で

は
な

い
。

も

ち

ろ

ん
壬

成

仏

が

必

至

に
確

証

さ

れ

て

い
る

が

…
…
。
そ

の
あ

り

方

を

、
親

鶯

は
、

こ
の
身

こ
そ
、
あ
さ
ま
し
き
不
浄

造
悪
の
身

な
れ
ど
も
、
心

は
す

で
に
如

来

と
ひ
と
し
け
れ
ば
如
来

と
申

す

こ
と
も
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま

へ
。
(
略
)

『
般

舟
讃
』
に
は
、
「
信
心
の
ひ
と
は
そ
の
心
す

で
に
つ
ね

に
浄
土

に
居
す
」

(
1
1)

と
釈
し
た
ま

へ
り
。

と

述

べ
る

。

身

は

、

此

土

に
あ

る
が

、

心

は
浄

土

に
居

す

。

ほ
ろ

び

ゆ
く

身

を

も

ち

つ
つ
も

壬

心

は
無

生
無

滅

の
浄

土

を

生

き

て

い

る

の

で
あ

る
。

こ

の
立

場

こ
そ

、

生

と

死

の
超

越

で

あ

り

、

こ

の
立

場

の
教

化

こ

そ

親

鷺

に

お
け

る

デ

ス

・
エ
デ

ュ
ケ

ー

シ

ョ
ソ
で
あ

る
。

1
 

一
乗
章
第

五

(『
大

正
蔵
』

一
ニ
ー

ご

一
九
)

こ
の
ほ
か

『
梁

摂

経
』

に
四
種

生
死

・
七
種
生
死
が
、
『
十

二
品
生
死
経
』

に
は
十

二
品
生
死

が

説

か
れ
て

い
る
が
、

二
種
生

死
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

2
 

『
大
正
蔵

』
四

六
-
四

五
九
 

3
 

『
真

聖
全
』

ニ
ー
六
〇

五
 

4
 

『
同
』

ニ
ー

二

二

5
 

『
同
』

二
-
六
〇

六
 

6
 

『
同
』

ニ
ー

四
六
〇

 
7
 

『
同
』

一
-

三

一 

8
 

『
同
』
二
ー

七
四
 
9
 

『
同
』
ニ
ー

六
五
六
 

10
 

『
同
』

二
-
一

〇

三
 

11
 

『
同
』

二
-

六
六
二

<
キ
ー
ワ
1
ド
>
 
死
、
無
生

の
生
、
即
、
横
超
、
往
生

(
同
朋
大
学
助
教

授
)

デ

ス

・
エ
デ

ェ
ケ
ー
シ

ョ
ソ

(
生
と
死

の
教
育
)

に
つ
い
て

(
田
 
代
)

-337-


