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もくじ 

イ
ス
ラ
ム
国
に
よ
る
、
日

本
人
の
人
質
殺
害
事
件
以

後
も
、
イ
ス
ラ
ム
国
に
よ
る

テ
ロ
や
残
忍
極
ま
り
な
い

人
質
殺
害
事
件
は
後
を
絶

た
ず
、
報
復
の
た
め
の
報
復

の
戦
火
が
や
ま
な
い
。 

私
た
ち
は
こ
の
度
の
イ

ス
ラ
ム
国
の
行
為
に
対
し

て
言
葉
に
な
ら
な
い
い
き

ど
お
り
を
感
じ
、
イ
ス
ラ
ム

国
を
非
難
し
た
。
安
倍
首
相

も
強
い
調
子
で
「
絶
対
に
許

さ
な
い
。
必
ず
罪
を
償
わ
せ

る
」
と
述
べ
た
。 

し
か
し
こ
の
首
相
の
こ

と
ば
が
ア
メ
リ
カ
の
あ
る

新
聞
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

日
本
の
首
相
か
ら
こ
の
よ

う
な
激
し
い
非
寛
容
な
こ

と
ば
が
発
せ
ら
れ
た
こ
と

に
違
和
感
を
感
じ
た
の
で

あ
る
。
日
本
人
が
忘
れ
て
い

る
大
切
な
も
の
を
指
摘
さ

れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。 
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親
鸞
聖
人
と
そ
の
門
弟
た
ち 

  

門
徒
集
団
の
形
成 

 

建
歴
元
（
一
二
一
一
）
年
、
流
罪
か
ら
五
年
後
、
親

鸞
聖
人
は
赦
免(

し
ゃ
め
ん)
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
年
ほ
ど

越
後
に
止
ま
っ
た
後
に
関
東
へ
と
旅
立
つ
。
四
十
二
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
。
当
時
の
関
東
は
、
鎌
倉
幕
府
が
開

か
れ
、
新
し
い
思
想
、
新
し
い
考
え
方
を
持
っ
た
人
々

が
生
き
る
場
所
で
あ
っ
た
。「
念
仏
を
広
め
る
」
と
い
う

師
・
法
然
上
人
の
教
え
を
こ
れ
か
ら
実
践
し
よ
う
と
し

て
い
た
聖
人
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所

に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
戻
れ
ば
再
び
念
仏
が

弾
圧
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
っ
た
し
、
師
で
あ
る
法
然
上
人

は
す
で
に
京
都
で
亡
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況

も
、
関
東
へ
向
か
う
契
機
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

関
東
に
移
り
住
ん
だ
一
家
は
、
常
陸
国
（
ひ
た
ち
の
く
に

茨
城
県
）
を
中
心
に
、
約
二
十
年
を
過
ご
す
。
関
東
で

は
念
仏
布
教
に
励
ん
だ
と
は
い
え
、
最
初
か
ら
布
教
が

う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
常
陸
国
に
は

東
国
一
の
鹿
島
神
宮
が
あ
り
、
ま
た
真
言
宗
な
ど
既
成

の
仏
教
が
根
づ
き
神
仏
習
合(

し
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う)

の
状
態

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
山
伏
弁
円
の
よ
う
な
修

験
者(

し
ゅ
げ
ん
じ
ゃ)

も
お
り
念
仏
の
教
え
が
土
地
の
人
々

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
か
な
り
の
年
月
を
要
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
聖
人
の
ご
苦
労
が
偲
ば
れ
る
。

し
か
し
聖
人
は
つ
ね
に
民
衆
と
と
も
に
、
そ
し
て
家
族

と
と
も
に
あ
っ
た
。
土
地
の
人
々
は
次
第
に
聖
人
の
人

格
や
人
間
性
に
信
頼
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
教

え
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

門
弟
の
名
を
記
し
た
も
の
に
「
親
鸞
聖
人
門
侶
交
名

牒(

も
ん
り
ょ
き
ょ
う
み
ょ
う
ち
ょ
う)

」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
門
弟
数
は
常
陸
（
茨
城
県
）
が
二
十
、

下
総
（
し
も
う
さ

千
葉
県
）
四
、
下
野
（
し
も
つ
け

栃
木
県
）

六
、
武
蔵
（
東
京
都
）
一
、
陸
奥
（
む
つ 

福
島 

宮
城 

岩

手
県
）
七
、
越
後
（
新
潟
県
）
一
、
遠
江
（
と
お
と
う
み

静
岡
県
）
一
、
洛
中
（
京
都
）
八
、
の
四
十
八
名
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
聖
人
か
ら
直
接
教
え
を

聞
い
た
面
授
の
お
弟
子
た
ち
を
中
心
に
、
数
千
人
の
念

仏
者
が
お
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

親
鸞
聖
人
が
関
東
の
地
を
離
れ
て
以
後
、
聖
人
の
教

え
を
受
け
た
こ
れ
ら
の
念
仏
者
た
ち
は
、
法
然
上
人
の

命
日
の
毎
月
二
十
五
日
に
寄
り
合
っ
て
は
仏
法
聴
聞
し

て
念
仏
を
し
て
、
門
徒
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
て
い
っ

た
。
こ
れ
が
門
徒
集
団
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
や
が
て

有
力
な
門
弟
を
中
心
に
集
団
化
し
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ

所
在
す
る
地
名
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

真
仏
を
中
心
と
す
る
高
田
門
徒
（
下
野
・
栃
木
県
） 

順
信
を
中
心
と
す
る
鹿
島
門
徒
（
常
陸
・
茨
城
県
） 

性
信
を
中
心
と
す
る
横
曽
根
門
徒 

（
下
総
・
茨
城
県 

千
葉
県
） 

教
念
を
中
心
と
す
る
布
川
門
徒
（
常
陸
・
茨
城
県
） 

善
性
を
中
心
と
す
る
蕗
田(
ふ
う
き
だ)

門
徒 

（
常
陸
・
茨
城
県
） 

光
信
を
中
心
と
す
る
荒
木
門
徒
（
武
蔵
・
東
京
都
） 

常
念
を
中
心
と
す
る
佐
島
門
徒
（
下
総
・
千
葉
県
） 

覚
円
を
中
心
と
す
る
浅
香
門
徒 

（
陸
奥
・
福
島
県 

宮
城
県 

岩
手
県
） 

如
信
を
中
心
と
す
る
大
網(

お
お
あ
み)

門
徒 

（
陸
奥
・
福
島
県 

宮
城
県 

岩
手
県
） 

な
ど
が
有
力
な
門
徒
集
団
で
あ
っ
た
。
特
に
高
田
門
徒

の
教
線
は
東
北
地
方
か
ら
東
海
地
方
ま
で
及
ん
だ
。
仏

光
寺
も
高
田
門
徒
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
る
が
光
信

を
中
心
と
す
る
荒
木
門
徒
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

親
鸞
聖
人
滅
後
、
聖
人
関
東
布
教
時
代
の
高
弟
二
十

四
輩
の
名
を
一
覧
に
し
た
「
二
十
四
輩
牒(

に
じ
ゅ
う
よ
は
い

ち
ょ
う)

」
が
著
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
、
横
曽
根
門
徒
の
性

信
が
二
十
四
輩
中
第
一
、
高
田
門
徒
の
真
仏
が
第
二
、

鹿
島
門
徒
の
順
信
が
第
三
と
さ
れ
て
い
る
。 

「
歎
異
抄
」
に
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
そ
う

ろ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
聖
人
は
阿
弥

陀
仏
の
本
願
を
信
じ
念
仏
す
る
人
々
を
「
御
同
朋(

お
ん
ど

う
ぼ
う)

」「
御
同
行(

お
ん
ど
う
ぎ
ょ
う)

」
と
呼
ん
で
敬
愛
の
念

で
接
し
た
。
生
涯
、
一
寺
を
建
て
る
こ
と
な
く
、
教
団

化
す
る
意
志
さ
え
も
た
な
か
っ
た
。
だ
が
聖
人
滅
後
、

門
徒
集
団
は
有
力
門
弟
を
中
心
に
門
徒
教
団
と
し
て
発

展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

親
鸞
聖
人
の
門
弟
た
ち 

 

性
信(

し
ょ
う
し
ん) 

 

「
親
鸞
聖
人
の
い
る
と
こ
ろ
必
ず
性
信
あ
り
」
と
い

わ
れ
た
性
信
は
、
聖
人
よ
り
十
四
歳
年
下
で
、
鹿
島
神

宮
の
大
宮
司
、
大
中
臣(

お
お
な
か
と
み)

氏
の
系
に
生
ま
れ

た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
腕
白
で
、「
七
十
五
人
力
の
悪
太
郎
」

と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
の
怪
力
無
法
者
だ
っ
た
性
信
は
、
十

八
歳
の
と
き
、
宮
中
の
相
撲
の
会
に
召
さ
れ
、
天
覧
相

撲
に
勝
っ
て
恩
賞
を
受
け
た
。
そ
の
帰
り
、
熊
野
権
現

に
参
籠
し
夢
告
を
受
け
て
京
都
東
山
吉
水
に
法
然
上
人 
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を
訪
ね
、
専
修
念
仏
の
教
え
を
受
け
る
。
法
然
上
人
が

高
齢
だ
っ
た
た
め
、
高
弟
の
親
鸞
聖
人
に
預
け
ら
れ
、

「
性
信
」
の
法
名
を
授
か
っ
た
。
聖
人
と
性
信
の
師
弟

関
係
は
こ
こ
か
ら
始
ま
り
、
越
後
流
罪
、
常
陸
へ
の
移

住
に
も
随
行
し
、
聖
人
が
京
都
に
帰
る
ま
で
三
十
年
も

の
あ
い
だ
行
動
を
と
も
に
し
た
の
で
あ
る
。
性
信
は
聖

人
が
京
都
に
帰
る
際
に
も
同
行
し
た
が
、
聖
人
か
ら
常

陸
に
戻
っ
て
同
行
を
導
く
よ
う
に
さ
と
さ
れ
、
箱
根
山

で
涙
の
別
れ
を
す
る
。
そ
の
と
き
、
聖
人
は
「
教
行
信

証
」
草
稿
本
や
手
道
具
が
入
っ
た
笈(

お
い)

を
性
信
に
授

け
た
。
こ
の
草
稿
本
が
坂
東
本(

ば
ん
ど
う
ぼ
ん)

と
し
て
知

ら
れ
る
も
の
で
国
宝
で
あ
る
。 

親
鸞
聖
人
帰
京
後
、
晩
年
に
関
東
に
お
い
て
異
義
が

お
こ
り
、
門
弟
（
念
仏
者
）
が
鎌
倉
幕
府
に
訴
え
ら
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
る
が
、
そ
の
際
、
性
信
は
関
東
の

門
弟
た
ち
を
率
い
て
幕
府
と
対
峙
し
勝
訴
に
も
ち
こ
ん

で
い
る
。
聖
人
は
お
手
紙
の
な
か
で
性
信
の
苦
労
を
称

え
て
お
ら
れ
る
。 

 

真
仏(

し
ん
ぶ
つ) 

 

真
仏
は
下
野
国
（
栃
木
県
）
の
真
岡(

も
お
か)

城
主
大
内

春
国
の
子
と
い
わ
れ
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
と
は
三
十
五

歳
も
年
齢
が
離
れ
て
お
り
、
聖
人
が
四
十
二
歳
で
関
東

に
来
ら
れ
た
と
き
ま
だ
七
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

聖
人
が
六
十
歳
で
京
都
に
帰
っ
た
と
き
は
、
真
仏
は
二

十
五
歳
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
若
い
時
代
に
聖

人
の
門
弟
と
な
っ
た
真
仏
は
熱
心
に
勉
強
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
の
な
か
に
、
真
仏
宛

の
も
の
が
三
通
あ
る
が
、
内
容
は
教
学
的
で
非
常
に
む

ず
か
し
い
。
真
仏
は
お
手
紙
の
内
容
を
理
解
で
き
る
十

分
な
素
養
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

親
鸞
聖
人
は
、
五
十
三
歳
の
と
き
、
常
陸
国
と
下
野

国
（
栃
木
県
）
の
国
境
の
山
々
を
越
え
て
下
野
国
に
入

ら
れ
た
。
聖
人
は
稲
田
を
拠
点
と
し
て
各
地
に
出
向
い

て
布
教
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
新
た
な
地
で
念
仏
布
教

す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
聖
人
は
こ
の
地
で
夢
告
に
よ
り
、

長
野
の
善
光
寺
か
ら
一
光
三
尊
仏
を
迎
え
、
真
岡
、
真

壁
、
小
栗
の
城
主
が
協
力
し
て
高
田
の
地
に
如
来
堂
を

建
て
た
。
聖
人
は
こ
の
如
来
堂
を
拠
点
と
し
て
布
教
活

動
に
励
ま
れ
た
の
で
あ
る
。 

聖
人
が
六
十
歳
頃
京
都
に
帰
ら
れ
る
と
き
、
真
仏
に

後
を
託
さ
れ
た
。
如
来
堂
は
専
修
寺
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
聖
人
か
ら
受
け
継
い
だ
真
仏
は
、
娘
婿
で
あ

る
顕
智(

け
ん
ち)

と
協
力
し
て
念
仏
布
教
に
尽
力
し
た
。
こ

の
専
修
寺
を
核
と
し
て
発
展
し
た
の
が
「
高
田
門
徒
」

で
あ
り
、
性
信
を
中
心
と
す
る
横
曽
根
門
徒
、
順
信
を

中
心
と
す
る
鹿
島
門
徒
と
並
び
称
せ
ら
れ
る
関
東
の
有

力
門
徒
の
一
つ
と
な
っ
た
。 

真
仏
は
、
親
鸞
聖
人
に
先
立
ち
、
五
十
歳
で
亡
く
な

っ
て
し
ま
い
、
そ
の
と
き
聖
人
は
八
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

力
に
し
て
い
た
真
仏
を
失
い
、
聖
人
は
ず
い
ぶ
ん
と
嘆

か
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
真
仏
は
仏
光
寺
派
の
親
鸞
上
人

に
つ
ぐ
歴
代
の
第
二
代
に
な
っ
て
い
る
。 

 

順
信(

じ
ゅ
ん
し
ん) 

 

順
信
は
正
式
に
は
順
信
房
信
海
と
い
い
、
鹿
島
神
宮

の
神
官
の
息
子
で
あ
っ
た
。
順
信
に
は
お
も
し
ろ
い
い

い
伝
え
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
の
稲
田
の
草
案
に
毎
日
通

う
白
髪
の
老
人
が
い
た
。
百
日
間
の
日
参
を
終
え
た
老

人
が
、
念
仏
の
仲
間
に
加
え
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
、

聖
人
は
「
信
海
」
と
い
う
法
名
を
授
け
る
が
、
実
は
そ

の
老
人
は
鹿
島
明
神
の
化
身
だ
っ
た
。
神
殿
の
戸
帳
の

な
か
に
そ
の
法
名
を
見
つ
け
た
宮
司
の
信
親
は
「
こ
れ

は
鹿
島
明
神
が
親
鸞
聖
人
に
帰
依
し
た
に
違
い
な
い
」

と
親
鸞
聖
人
の
偉
大
さ
に
驚
き
「
私
は
神
に
仕
え
、
子

供
は
仏
に
仕
え
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
出
る
。
そ
こ
で
聖

人
は
そ
の
子
に
「
順
信
房
信
海
」
の
法
名
を
授
け
た
と

い
う
の
で
あ
る
。 

当
時
、
鹿
島
神
宮
に
は
神
宮
寺
と
い
う
神
社
に
付
属

す
る
お
寺
が
あ
り
、
経
典
を
多
く
所
有
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
聖
人
は
稲
田
か
ら
た
び
た
び
鹿
島
・
行
方(

な
め
か

た)

地
方
を
訪
れ
て
い
た
。
順
信
は
そ
の
と
き
聖
人
か
ら

教
え
を
受
け
、
聖
人
と
共
に
こ
の
地
方
の
布
教
に
力
を

尽
し
た
の
で
あ
る
。 

 

唯
円(

ゆ
い
え
ん) 

 

唯
円
は
俗
名
を
北
条
平
次
郎
と
い
い
、
か
つ
て
は
信

仰
心
の
な
い
乱
暴
者
だ
っ
た
と
い
う
。
平
次
郎
の
妻
は

親
鸞
聖
人
の
熱
心
な
信
者
で
、
稲
田
の
草
庵
に
し
ば
し

ば
参
詣
し
て
い
た
。
聖
人
は
そ
ん
な
妻
に
自
筆
の
名
号

を
渡
し
た
と
い
う
。
あ
る
と
き
夫
の
留
守
中
に
名
号
に

向
っ
て
念
仏
を
称
え
て
い
る
と
、
平
次
郎
が
突
然
帰
っ

て
き
て
、
名
号
を
他
の
男
か
ら
の
恋
文
だ
と
勘
違
い
し
、

怒
り
心
頭
に
き
て
妻
を
切
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
死
骸

を
竹
藪
に
埋
め
て
家
に
戻
る
と
、
な
ん
と
死
ん
だ
は
ず

の
妻
が
出
迎
え
た
。
驚
い
て
竹
藪
を
掘
り
起
こ
す
と
、

そ
こ
に
は
血
に
染
ま
っ
た
聖
人
自
筆
の
名
号
が
あ
っ
た
。

唯
円
は
こ
の
一
件
で
目
が
覚
め
、
聖
人
の
弟
子
と
な
っ

た
と
い
う
。 

有
名
な
「
歎
異
抄
」
は
唯
円
が
著
し
た
も
の
と
い
わ

れ
、
第
三
条
の
「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ

ん
や
悪
人
を
や
」
の
お
こ
と
ば
は
、
唯
円
の
深
い
罪
業

感
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

（
住
職
） 
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母 

を 

想 

う 
 

こ
の
三
月
で
、
母
が
九
十
一
歳
で
往
っ
て
四
年
に
な
り
ま

す
。
一
月
の
秋
廻
り
の
報
恩
講
に
、
若
さ
ん
か
ら
「
も
う
四

年
で
す
ね
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
な
ど
何
か
書
い
て
」
と

の
お
話
を
頂
き
ま
し
た
。
今
ま
で
も
、
一
周
忌
、
三
回
忌
、

毎
年
の
秋
廻
り
の
報
恩
講
に
と
、
顔
を
合
わ
せ
る
度
に
そ
の

話
で
、「
や
っ
ぱ
り
書
か
ん
と
い
か
ん
か
な
」
と
い
う
気
に
さ

せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

紙
と
ペ
ン
を
出
し
て
、
さ
あ
書
こ
う
か
と
思
い
返
し
て
み

て
、
い
く
ら
思
い
返
し
て
み
て
も
、
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
は

母
か
ら
「
し
て
も
ら
っ
た
事
」
ば
か
り
で
す
。 

二
十
歳
で
兄
嫁
の
兄
へ
嫁
い
で
（
夫
の
妹
が
母
の
兄
嫁
な

の
で
す
）
、
四
年
半
で
夫
を
戦
病
死
で
失
い
、
四
歳
九
カ
月
の

私
、
二
歳
三
カ
月
の
長
女
、
生
後
三
か
月
の
次
女
の
三
人
の

子
供
を
育
て
る
の
は
ど
ん
な
だ
っ
た
か
、
私
達
に
は
と
う
て

い
理
解
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

二
十
五
歳
で
後
家
と
な
り
、
気
苦
労
か
ら
二
十
代
、
三
十

代
は
「
神
経
性
心
臓
病
（
今
の
ウ
ツ
病
と
思
わ
れ
ま
す
）
」
で
、

日
赤
に
入
退
院
を
く
り
か
え
し
て
い
ま
し
た
。 

私
達
が
成
人
し
て
か
ら
、「
子
供
三
人
と
ひ
き
か
え
で
も
父

さ
ん
に
生
き
て
い
て
欲
し
か
っ
た
」
と
何
度
も
聞
き
ま
し
た
。

本
当
に
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
子
供
三
人
と
数
珠

つ
な
ぎ
に
な
っ
て
大
味
の
浜
に
入
ろ
う
か
と
何
遍
も
思
う

た
」
と
も
幾
度
も
聞
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
育
っ
て
き
た

自
分
が
、
母
親
に
ど
ん
な
事
を
し
て
あ
げ
ら
れ
た
か
、
い
く

ら
思
い
返
し
て
も
一
つ
も
思
い
当
た
る
こ
と
が
な
い
の
で

す
。
な
ん
て
ダ
メ
な
バ
カ
息
子
だ
っ
た
の
か
と
い
う
事
ば
か

り
が
思
い
お
こ
さ
れ
、
こ
み
あ
げ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

前
立
腺
と
共
に
劣
化
し
て
い
る
涙
線
の
バ
ル
ブ
が
、
こ
の

度
著
し
く
刺
激
さ
れ
大
変
困
り
ま
し
た
。
予
想
は
し
て
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
は
想
定
外
で
し
た
。 

一
つ
だ
け
良
か
っ
た
な
ー
と
思
う
こ
と
は
、
親
よ
り
先
に

往
く
事
な
く
、
父
親
の
五
十
回
忌
、
母
親
の
葬
儀
、
そ
し
て

三
回
忌
ま
で
出
来
た
事
で
す
。
愛
す
る
、
大
事
な
息
子
に
先

立
た
れ
る
と
い
う
逆
縁
に
合
わ
れ
た
叔
母
二
人
を
み
て
い
ま

す
が
、
哀
れ
で
可
哀
想
で
、
か
け
る
言
葉
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
か
ら
。 

「
親
の
葬
儀
を
す
る
な
ん
て
こ
と
は
当
た
り
前
で
」「
大
し

た
こ
と
で
も
何
ん
で
も
な
い
事
」 

た
だ
の
慰
め
で
あ
り
、

自
己
満
足
に
す
ぎ
ん
の
だ
と
、
又
々
涙
線
が
モ
ゾ
モ
ゾ
し
て

来
ま
す
。 

 
「
西
雲
寺
の
若
様
を
恨
み
倒
し
て
」
ペ
ン
を
置
き
ま
す
。 

 

武
周
町 

佐
々
木 

靖
夫 
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心
の
痛
み 

 
正
月
早
々
、
ふ
く
ら
は
ぎ
の
肉
離
れ
を
や
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
理
由
は
、
近
所
の
子
供
と
駆
け
っ
こ
を
し
た
の
で
す
。
元
来

が
負
け
ず
嫌
い
で
す
か
ら
、
勝
つ
つ
も
り
で
一
歩
を
踏
み
出
し
た

と
た
ん
、
激
痛
で
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

さ
あ
、
そ
れ
か
ら
が
大
変
で
す
。
痛
く
て
、
歩
け
な
い
の
で
す
。

事
は
自
業
自
得
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
辛
抱
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
見
か
ね
た
友
人
が
、
良
い
腕
の
指
圧
師
が
居
る
か
ら
と
、
車

に
乗
せ
て
、
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

幸
い
、
正
月
明
け
で
空
い
て
し
ま
し
た
か
ら
、
待
つ
ま
で
も
無

く
、
奥
か
ら
先
生
が
現
れ
ま
し
た
。
如
何
に
も
力
の
強
そ
う
な
巨

漢
で
す
。
事
情
を
お
話
し
「
お
願
い
し
ま
す
」
な
ど
と
言
い
な
が

ら
マ
ッ
サ
ー
ジ
台
の
上
に
う
つ
伏
せ
に
な
り
ま
し
た
。
施
術
前
に

「
少
し
痛
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
、
元
来
我
慢

強
い
！ 

し
か
し
、
ま
さ
か
一
番
痛
い
所
に
指
を
突
っ
込
ん
で
、
渾
身
の

力
で
押
さ
れ
る
と
は
、
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
果
、
数

十
回
の
悲
鳴
と
数
回
の
失
神
を
繰
り
返
し
た
の
で
す
。
「
終
わ
り

ま
し
た
よ
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
意
識
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。 

目
か
ら
吹
き
出
た
汗
を
拭
き
な
が
ら
、
友
人
の
車
で
帰
り
ま
し

た
が
、
ど
の
様
な
道
を
通
っ
て
く
れ
た
の
か
、
覚
え
が
あ
り
ま
せ

ん
。
お
蔭
様
で
、
翌
日
か
ら
何
と
か
歩
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

痛
み
は
あ
り
ま
す
が
、
日
に
日
に
良
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、

特
に
不
自
由
無
く
過
ご
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
と
、
そ
の
様
に
過

ご
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
事
へ
の
感
謝
を
忘
れ
て
い
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
、
肩
こ
り
や
捻
挫
な
ど
、
体
に
痛
み
が
生
じ
た
場
合
、

そ
の
治
療
方
法
は
、
幾
つ
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
案
外
す
ぐ
に

気
づ
か
な
い
の
が
、
心
の
痛
み
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
身
の
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る

い
は
、
家
族
や
友
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
事
は
あ
り
ま
す
。 

今
回
の
私
の
け
が
の
場
合
は
、
原
因
と
痛
み
が
は
っ
き
り
し
て

お
り
、
今
後
、
そ
の
様
な
事
に
注
意
を
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
、

防
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
自
身
で
あ
れ
他
人
で
あ
れ
、

心
の
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
事
を
防
ぐ
に
は
、
ど
の
様
な
事

に
注
意
を
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

答
え
は
、
最
も
身
近
な
所
に
あ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
常
に 

弥
陀
の
働
き
か
け
の
中
で
、
生
か
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。 

弥
陀
は
、
何
時
も
、
そ
れ
で
良
い
の
か
と
問
う
て
お
ら
れ
ま
す
。 

気
づ
け
と
、
申
さ
れ
て
い
ま
す
。 

私
が
救
う
と
、
申
さ
れ
て
い
ま
す
。 

あ
り
難
い
の
は
、
こ
の
働
き
か
け
に
一
度
気
付
か
せ
て
頂
く
と 

弥
陀
は
二
度
と
お
見
放
し
に
な
り
ま
せ
ん
。 

弥
陀
に
、
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。 

あ
あ
、
今
日
も
気
付
か
せ
て
頂
い
た
。 

今
も
気
付
か
せ
て
頂
い
た
。 

お
礼
の
言
葉
は
、
心
の
中
で
、
南
無
と
た
て
ま
つ
る
。 

何
時
も
、
南
無
と
た
て
ま
つ
る
。 

吹
田
市 

鈴
木 

法
雲 
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父は、１年８ヶ月前に、末期の肺がんと診断されました。  
私はその時、とうとう我々にも、つらい看病生活がきたと思いました。担当医が手術はで

きないと言った時、目の前が真っ暗になりました。立ちくらみみたいな、初めて感じた強い
ものでした。 

ただ一つ、手術はできないがイレッサという肺がんに良くきく薬があるといわれました。
８mm ぐらいの赤いツブの薬でした。毎日一錠飲んでくれと言われ、私は、そんな薬でガンに
勝てるのかと疑いました。しかしビックリする事に、半年飲み続けた父の肺がんが半分に小
さくなりました。日赤の先生には、感謝の気持ちで一杯でした。  

でも１年が過ぎた頃、夕食を食べたくないと急に言う様になりました。私は少しでもいい
から食べてくれと言いました。父を日赤へ連れて行ったところ、腎臓や肝臓に転移していま
した。イレッサの薬の効用は 10 カ月程度だそうです。残る手段は抗ガン剤治療だけだと…。
また私の目の前が真っ暗になりました。  

でも、よくここまで頑張った父は、強い男だと思いました。  
一度だけ抗ガン剤治療をしたところ、はきけや微熱が下がらず、１回でやめる事にし、そ

の後、退院して自宅でみる事にしました。なぜか、少しずつではあるが、食欲がでてきたの
で、本当にうれしかった。その後、家族皆んなで看病し、とうとう 1 月 11 日午後 21 時 3 分
に亡くなりました。 

義母の忌明けの次の日に、義父が他界した。そして、その２週間後

に私は仕事に復帰した。 

約２ヵ月ぶりの仕事は疲れた。ほんの２か月前までは、帰宅すれば

両親がむかえてくれた。今では、仕事から帰っても台所は暗く、寒い。

お仏壇で手を合わせ、「お父さん、お母さん帰りました。ありがとうご

ざいました」と言うと、今は本当に二人ともいないのだと思うと、さ

びしくて涙があふれてくる。  

思い出すのは、窓側のソファーにちょこんとすわり、手には大好物

の甘いもの、TV で歌謡ショーでもやっていたなら、それはもう本当に

嬉しそうに笑っていた母。その傍らで寝そべって同じく笑っていた父。

よく１年８ヶ月もがんばって生きた、その父は私にとってすごくか
っこよく、強く、また世界で一番尊敬できる人です。本当に今まであ
りがとう。そしてさようなら。また、あの世で会ったら、一緒にお酒
を飲みたいです。            福井市 島田薫（長男） 

その光景を思い出すと、日がたった今のほうがつらい。  

周りの人はよく「大変だったね。ご苦労さんやったね」と言ってくれたけど、両親とも私

には何の苦労もかけずに逝ってしまった。  

母は末期のすい臓がん。在宅医療の準備も整いあと一週間で退院という時、母は逝ってし

まった。私に苦労をかけるのが悪いと思ったのか…。母の看病にと申請した介護休暇はその

まま父のためにとり、在宅医療の準備もそのまま父用に変わった。父のために母が準備した

かのようだった。在宅医療は本当に素晴らしかった。介護ベッドも借りれ、毎日のように点

滴もしてくれた。週に一度はお医者さんもみてくれ、看護師さんは毎日よくしてくれた。お

風呂に入れてくれたり、体をもんでくれたり、いたれりつくせりだった。病院ではできない

ことをしてもらい、本当に普段通りの生活をしていた。母にできなかったことを父にできた

ことが、せめてもの私の救いだった。またそれも母の望んでいたことかもしれない。父を家

でみることで、弟家族が毎日のように見舞ってくれ、また私をも気遣ってくれた。母の葬儀

の時からも良くしてくれ、協力し合って有難かった。両親にとって、私たち家族と弟家族が

仲良くやっていくことが一番喜んでくれることだったと、今さらながら気づいた。  

そしてもう一つ、七日参りのお寺様に教えて頂いた「南無阿弥陀仏」の意味、「南無阿弥

陀仏」には感謝と懺悔の二つの意味が込められていること、毎日仏壇に手を合わせ、心の中

でくり返す、「お父さん、お母さん、ありがとう。そして、何も恩返しができずにごめんな

さい」そんな思いを込めて「なんまんだぶ 南無阿弥陀仏」ととなえている。  

浩美（長男の妻） 

温かな 

お育て 
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する姿に「忍」を学びました。 陽気で、まぶしい太陽ではあるが、
気弱な影の一面も見せた母。「一礼して、会社に入りなさい。」「太陽
さんを拝んで一日を過ごしなさい」と「感謝の心」を教わりました。 
 ２人ともありがとう。２人のおかげで家内とも出逢えて、４人の子
供にも恵まれました。本当に感謝です。母の死後、絶望で悔やみきれ
ない後悔の日々でしたが、何故か分からないのですが、父を看病・看
取るうちに気持ちが安らかに、軽くなっていきました。私の心を救っ
てくれたのも父のおかげかと思います。合掌   雄二（次男・50 歳） 

昨年の３月、両親と私達夫婦と娘の５人で、大阪へ相撲を観に行き

ました。それが母とも最後の旅行になるとは、その時は誰も思ってい

ませんでした。父だけでなく母までもが末期のがんと告知され、家族

全員の一人一人のショックは、言葉にしないものの、とても大きなも

のでした。 

がんと言われてから母は気弱になり、よく私達の前で涙を流してい

ました。その姿を見るのが、とても辛かったです。主人は、朝夕病院

へ通い母の世話をしていました。子ども達も、それぞれが時間を作っては見舞いに行ってく

れました。私も、病室で母と色んな話をしました。今までの事やこれからの事沢山話しまし

た。病室が孫達でいっぱいになる事が多くありました。そんな日々も僅か２か月で終わって

しまいました。母の最期の日には、父も痛い身体で病室まで杖をついて来てくれました。本

当に多くの人が見舞いに来て、たくさんの孫たちに囲まれて母は逝きました。皆本当にいっ

ぱい泣きました。 

その後、父は訪問看護サービスをうけ、病院ではなく自宅で過ごしていました。病院とは

違い、私達は時間に関係なく、いつでも父の顔を見に行く事が出来、一緒にテレビを見たり、

大きな声で話したり、笑ったり、爺ちゃんのベッドで寝たり…。小学生の娘は、お姉さんが

入浴の介助をしているのを見て、私も！と、ズボンをまくり浴室へ。爺ちゃんの背中を楽し

そうに洗っていました。父が亡くなる日の午前中には、看護師さんに教わりながら、孫達が

身体を拭いたり、口腔ケアをしたり。そんな、子ども達の優しい姿を見ていると、それは、

父や母が今まで孫達にしてくれた事、教えてくれた事がそうさせているのだと思い、父や母

に感謝の気持ちでいっぱいです。父は、母の四十九日法要と孫の成人式に行く姿を見届けホ

ッとしたのか、母の死後 45 日目に母のところに逝きました。  

両親が一度に亡くなる事はとても辛く悲しい事です。しかし、私は多くの人に、両親仲が

良かったのですねと言われました。本当にそうかもしれません。きっと、両親は二人で何時

までも仲良く遠くから、私達家族を生前と変わらぬ温かい眼差しで見守ってくれていると思

います。両親に見守られて、皆仲良く暮らしていきたいです。      一美（次男の妻） 

 

厳粛で 

 父が肺がん末期のため治療を諦めた際、母に「母ちゃんしか家で看る者がえんのやでしっか
り看病して、優しくしてやらなあかんぞ」とあおりたて、父の死に向きあうようにしました。
1 年余りが過ぎ、今度は母が突然すい臓がん末期の宣告。今、思い出すと、知った時が今迄で
最悪の絶望を感じました。不安で不安で夜は寝れず、夢は怖いものばかり。両親に対して今ま
でしてきた親不孝や、いやらしさが頭に浮かび、後悔と懺悔の日々でした。  
 母の病気は、壮絶なもので入院２ヶ月弱でしたか、つらく暗い思い出ばかり。病と闘わせる
為に怒った事もありました。治るはずもないのに励ましたり、勇気づけたり、ウソをつくのが
嫌で嫌で、ひとりになる車の中では、声を出して泣く日もありました。病院生活が寂しいだろ
うと、毎日足を運びましたが、病は進行し、苦しみながら 77 歳で他界。気力も体力も失せて、
元気も無くなってしまいました。母の死は思っていた通り悲しかったです。  
 しかし、父がまだ闘病中でしたから、母にしてあげれなかった“自宅で看とる”という目標
で在宅医療に切りかえました。義姉の絶大な協力、在宅医療の先生、看護師さん、皆が密に連
絡して１ヶ月余り“１日でも長く少しでも楽に穏やかに”と父の世話や看病をしてくれました。
母の入院闘病生活からは考えられないくらい理想の看護で、私は悲しみの涙ではなく、ありが
たさや感謝の涙があふれ胸がいっぱいになりました。在宅医療から１ヶ月半、父は安らかに苦
しまずに８１歳で他界。顔は何か笑っている様にさえ見ることができました。  
 生前の父は職人気質で無口な人。若い頃３ヶ月位一緒に仕事をして、物言わず黙々と仕事を

最期の 
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今
日
、
お
念
仏
の
声
が
聞
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
何
故
で

し
ょ
う
か
。
何
か
自
尊
心
の
よ
う
な
も
の
が
邪
魔
を
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。 

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
は
名
と
な
っ
て
下
さ
っ
た
如
来
さ

ま
で
す
。
如
来
さ
ま
と
い
っ
て
も
私
た
ち
は
見
る
こ
と
も
触
れ

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
如
来
さ
ま
は
南
無
阿
弥
陀
仏

と
い
う
み
名
と
な
っ
て
、
そ
の
み
名
に
如
来
さ
ま
の
願
い
を
込

め
て
、
ど
う
か
み
名
を
称
え
て
、
わ
が
願
い
に
目
覚
め
て
ほ
し

い
と
呼
び
か
け
て
下
さ
る
の
で
す
。 

如
来
さ
ま
の
願
い
と
は
、
如
来
さ
ま
の
大
悲
で
荘
厳
さ
れ
た

ま
こ
と
の
い
の
ち
の
世
界
、
お
浄
土
へ
迷
い
の
私
た
ち
を
呼
び

返
し
て
、
本
当
の
い
の
ち
の
よ
ろ
こ
び
と
安
ら
ぎ
を
与
え
よ
う

と
さ
れ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
長
い
間
娑
婆
に
お
い
て
い
た
だ

い
て
本
当
の
い
の
ち
の
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
何
か
虚
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

称
名
は
聞
名
と
い
わ
れ
ま
す
。
称
名
念
仏
し
て
、
私
に
か
け

ら
れ
た
如
来
さ
ま
の
願
い
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

(
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次世代の方、分家された方に！ 
お寺から郵送いたします。どうぞ

ご遠慮なくお申し出下さい。 

 

みなさんの声 大募集！ 
原稿や作品はもちろん、ご意見、

ご感想など、どしどしお寄せ下さい。

郵送でもメールでも構いません。お

待ちしております。  
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5 月 30 日(土) 

バ
ス
が
出
ま
す 

ど
な
た
も
ぜ
ひ
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