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イ
ザ
・
カ
ヴ
ェ
ジ
ヤ
著
﹃
意
味
あ
る
人
生
を
﹄
は
︑
日
本
の
高
齢
化
と
い

う
複
雑
な
問
題
を
深
掘
り
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
一
冊
で
あ
る
︒
本
書
の
最
大
の

価
値
は
そ
の
人
類
学
的
︑
民
族
誌
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
︑

﹁
高
齢
化
﹂
が
単
に
社
会
の
漸
次
的
衰
退
を
も
た
ら
す
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
経
緯
︑

あ
る
い
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
施
策
を
必
要
と
す
る
社
会
問
題
に
と
ど
ま
ら
な

い
こ
と
が
見
え
て
く
る
︒
む
し
ろ
逆
に
︑
本
書
は
高
齢
化
と
い
う
経
験
に
と

も
な
う
現
象
を
幅
広
く
検
証
し
て
︑
そ
の
多
く
が
日
本
固
有
の
も
の
︑
あ
る

い
は
日
本
独
自
の
社
会
文
化
環
境
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
︑
こ
れ
が
﹁
高

齢
化
問
題
と
意
味
あ
る
良
き
人
生
と
は
︑
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ

る
﹂
と
い
う
著
者
の
全
編
つ
う
じ
た
主
張
を
支
え
て
い
る
（p.4

）︒
本
書
は

さ
ら
に
︑
著
者
が
接
し
た
被
験
者
の
視
点
を
と
り
こ
む
こ
と
で
驚
く
ほ
ど
幅

広
い
事
例
を
提
示
し
て
み
せ
︑
そ
れ
が
中
心
命
題
を
得
心
の
ゆ
く
も
の
に
す

る
と
と
も
に
︑
高
齢
化
が
国
家
=
社
会
関
係
と
︑
個
々
人
の
実
体
験
す
る
人

的
相
互
交
流
と
の
境
界
に
ど
う
染
み
こ
ん
で
い
く
か
に
つ
い
て
︑
当
事
者
目

線
に
よ
る
洞
察
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　
本
書
は
た
が
い
に
関
連
し
あ
う
一
連
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
巧
み
に
組
み

立
て
ら
れ
て
お
り
︑
個
々
の
物
語
の
中
で
複
数
の
人
生
が
高
齢
化
と
い
う
関

係
性
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（p.85

）︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
介
護

対
象
と
し
て
の
高
齢
者
と
い
う
あ
り
方
へ
の
批
判
的
検
証
（
第
１
章
）
に
始

ま
り
︑
政
府
の
施
策
に
応
え
て
能
動
的
な
共
同
体
を
い
か
に
形
成
・
維
持
す

る
か
（
第
２
・
３
章
）
︱
︱
政
府
と
共
同
体
双
方
の
協
力
が
不
可
欠
︱
︱
か
ら
︑

共
同
体
の
精
神
と
行
動
と
が
意
味
あ
る
人
生
を
い
か
に
充
実
さ
せ
る
か
（
第

４
・
５
章
）
へ
と
︑
継
ぎ
目
の
な
い
議
論
が
可
能
に
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
本

書
は
︑
人
が
人
生
航
路
で
経
験
す
る
愛
と
喪
失
︑
共
感
と
仲
間
意
識
︑
目
標
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と
野
心
な
ど
︑
人
間
の
も
つ
感
情
や
資
質
を
全
面
展
開
し
て
い
く
（
第
６
・

７
章
）︒
学
界
の
慣
例
に
倣
っ
た
り
︑
読
者
の
思
い
こ
み
に
よ
る
期
待
を
満

足
さ
せ
た
り
す
る
た
め
だ
け
の
︑
概
括
的
な
結
論
を
迷
わ
ず
排
除
す
る
著
者

の
姿
勢
は
い
さ
ぎ
よ
い
︒
そ
し
て
︑
高
齢
化
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
意
味
あ

る
人
生
と
は
﹁
雑
然
と
︑
多
面
的
に
﹂（p. 163

）
顕
現
す
る
も
の
で
あ
り
︑

自
分
の
研
究
は
実
証
主
義
的
数
量
化
と
い
う
よ
り
も
︑
開
か
れ
た
解
釈
に
ふ

さ
わ
し
い
形
を
と
り
た
い
と
︑
著
者
は
臆
せ
ず
に
主
張
す
る
︒

　
デ
リ
ダ
や
サ
ル
ト
ル
な
ど
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ

ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
共
同
体
社
会
学
者
︑
日
本
学
の
ジ
ョ
イ
・
ヘ
ン
ド
リ
ー
や

ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
な
ど
第
一
線
の
人
類
学
者
ら
の
洞
察
を
用
い
た
（
分
野

を
ま
た
ぐ
）
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
︑
洞
察
と
知
見
の
魅
惑
的
交
差
が

生
ま
れ
る
︒
こ
う
い
う
も
の
の
お
か
げ
で
︑
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
高
齢

者
の
人
生
が
具
体
的
・
詳
細
に
説
明
可
能
と
な
り
︑
日
本
の
高
齢
化
を
め
ぐ

る
議
論
が
よ
り
広
く
︑
歴
史
的
に
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば

﹁
本
音
と
建
前
﹂
の
よ
う
な
日
本
的
概
念
に
つ
い
て
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的

見
解
は
︑
被
験
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
活
発
で
は
あ
る
が
お
よ
そ

対
立
的
で
は
な
い
政
治
論
議
の
実
例
に
よ
っ
て
︑
真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
る

（p.75

）︒
そ
れ
と
同
様
に
︑
被
験
者
の
共
同
体
で
行
な
わ
れ
て
い
る
隠
居
の

道
楽
の
も
つ
変
革
力
の
意
味
や
︑
社
会
的
に
根
付
い
た
そ
の
役
割
も
再
検
討

さ
れ
る
︒
こ
れ
も
大
い
に
刺
激
的
だ
（p.77

）︒

　
い
っ
ぽ
う
本
書
の
限
界
は
と
言
え
ば
︑
そ
の
民
族
誌
学
的
な
焦
点
お
よ
び

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
鑑
み
れ
ば
致
し
方
な
い
こ
と
だ
が
︑
学
術
文
献
と
し
て
は

参
照
項
目
が
や
や
物
足
り
な
く
︑
と
く
に
被
験
者
と
の
対
話
が
中
心
と
な
る

pp. 36 –45

︑pp. 101 –105

︑pp. 108 –113

︑pp. 130 –138

で
は
︑
ほ
ぼ
全

面
的
に
欠
落
し
て
い
る
︒
ま
た
方
法
論
も
︑
あ
る
程
度
補
足
の
必
要
な
分
野

だ
︒
確
か
に
日
本
の
都
市
部
の
高
齢
化
に
被
験
者
を
特
化
し
た
人
類
学
的

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
が
二
件
実
施
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
選
ん
だ
場
所
と
状
況
の

も
つ
特
別
な
意
味
に
つ
い
て
︑
も
っ
と
深
掘
り
で
き
た
は
ず
だ
︒
対
象
地
域

と
し
て
関
西
を
選
ん
だ
こ
と
を
正
当
化
す
る
主
な
根
拠
は
︑
既
存
の
研
究
で

こ
の
地
域
を
カ
バ
ー
し
た
も
の
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
と
︑
そ
こ
が
多
様
な
社

会
経
済
性
を
も
つ
厖
大
な
高
齢
者
人
口
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い

（
第
２
章
）︒
し
か
し
︑
当
該
地
方
自
治
体
内
の
も
っ
と
規
模
の
大
き
い
地
域

で
も
︑
あ
る
い
は
日
本
全
国
の
動
向
と
し
て
も
︑
こ
の
関
西
地
域
の
高
齢
被

験
者
ど
う
し
の
相
互
交
流
が
ど
れ
だ
け
全
体
を
代
表
す
る
か
は
不
明
な
ま
ま

で
あ
る
︒
地
域
差
に
関
す
る
持
続
的
分
析
の
ほ
か
︑
文
化
的
相
違
の
要
因
と

な
る
他
の
交
差
要
素
に
関
す
る
同
様
の
分
析
も
︑
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
方
法
論
的
要
素
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
あ
れ
ば
︑
本
書
は
ま
ち

が
い
な
く
も
っ
と
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
研
究
に
見
る

状
況
網
羅
的
・
探
索
的
性
格
は
称
賛
す
べ
き
だ
し
興
味
を
そ
そ
る
が
︑
付
加

価
値
の
あ
る
洞
察
に
よ
っ
て
実
際
に
何
が
見
え
て
く
る
か
は
︱
︱
大
阪
の
二

つ
の
区
の
高
齢
化
す
る
社
会
環
境
に
存
在
す
る
重
層
的
な
複
雑
さ
以
上
に

︱
︱
不
透
明
で
あ
る
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
研
究
は
日
本
の
高
齢
化
社
会
に
つ
い
て
の
文
献
に

優
秀
か
つ
タ
イ
ム
リ
ー
な
貢
献
を
し
た
︒
そ
の
き
わ
め
て
独
創
的
な
民
族
誌

学
的
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
︑
読
者
は
﹁
高
齢

化
﹂
を
総
体
的
に
隅
々
ま
で
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
資
料
文
献
の
質

お
よ
び
解
釈
説
明
の
深
み
の
お
か
げ
で
︑
高
齢
化
経
験
の
内
実
が
よ
く
伝

わ
っ
て
く
る
︒
と
は
い
え
︑
研
究
の
性
格
上
︑
そ
の
さ
ら
な
る
含
意
は
思
弁

的
に
と
ど
ま
っ
た
︒
本
書
の
主
張
︑
つ
ま
り
人
が
生
き
た
個
々
の
高
齢
化
経

験
︑
お
よ
び
人
間
に
よ
る
意
味
の
創
造
の
枠
組
を
社
会
が
い
か
に
決
め
る
か

と
い
う
観
点
か
ら
︑﹁
高
齢
化
﹂
に
は
根
源
的
再
考
が
必
要
だ
と
い
う
点
は

納
得
が
い
く
︒
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（2022

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒


