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か
ら
の
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正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』
第
四
二
回
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　

  　

今
朝
起
き
る
と
一
封
の
手
紙
を
受
取
つ
た
。
そ
れ
は
本
郷
の
某
氏
よ
り
来
た
の
で
余
は
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
は
大
略
左

の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

拝
啓
昨
日
貴
君
の
「
病
牀
六
尺
」
を
読
み
感
ず
る
所
あ
り
左
の
数
言
を
呈
し
候
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第
一
、
か
か
る
場
合
に
は
天
帝
ま
た
は
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
安
ん
ず
べ
し

　
　
　
　

第  

二
、
も
し
右
信
ず
る
こ
と
能
は
ず
と
な
ら
ば
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
た
だ
現
状
に
安
ん
ぜ
よ
現
状
の
進
行
に

任
ぜ
よ
痛
み
を
し
て
痛
ま
し
め
よ
大
化
の
な
す
が
ま
ま
に
任
ぜ
よ
天
地
万
物
わ
が
前
に
出
没
隠
現
す
る
に
任
ぜ
よ

　
　
　
　

第
三
、
も
し
右
二
者
共
に
能
は
ず
と
な
ら
ば
号
泣
せ
よ
煩
悶
せ
よ
困
頓
せ
よ
而
し
て
死
に
至
ら
む
の
み

　
　
　
　

  

小
生
は
か
つ
て
瀕
死
の
境
に
あ
り
肉
体
の
煩
悶
困
頓
を
免
れ
ざ
り
し
も
右
第
二
の
工
夫
に
よ
り
て
精
神
の
安
静
を
得
た
り
こ
れ

小
生
の
宗
教
的
救
済
な
り
き
知
ら
ず
貴
君
の
苦
痛
を
救
済
し
得
る
や
否
を
敢
て
問
ふ
病
間
あ
ら
ば
乞
ふ
一
考
あ
れ
（
以
下
略
）1 

　

こ
の
手
紙
は
「
本
郷
の
某
氏
」
か
ら
来
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
手
紙
の
差
出
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
名
前
は
「
清
沢
満
之
」
だ
っ

た
だ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る2

。 

　

右
の
引
用
文
は
、
一
九
〇
二
年
六
月
二
一
日
の
日
記
の
一
部
で
あ
る
。
六
月
二
一
日
の
「
今
朝
」
に
子
規
が
手
紙
を
受
け
と
っ
た
と
し

て
、
こ
の
手
紙
の
「
昨
日
貴
君
の
「
病
牀
六
尺
」
を
読
み
感
ず
る
所
あ
り
」
の
「
昨
日
」
は
当
然
、
六
月
二
〇
日
以
前
を
指
す
。
こ
の
手

紙
が
い
つ
書
か
れ
て
い
つ
投
函
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
入
り
こ
む
の
は
避
け
る
が
、
六
月
一
九
日
と
六
月
二
〇
日
に
新
聞
『
日

本
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
病
牀
六
尺
』
の
文
章
に
は
確
か
に
、
こ
の
手
紙
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る3

。 

　

六
月
一
九
日
掲
載
の
、
第
三
八
回
の
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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爰
に
病
人
あ
り
。
体
痛
み
か
つ
弱
り
て
身
動
き
殆
ど
出
来
ず
。
頭
脳
乱
れ
や
す
く
、
目
く
る
め
き
て
書
籍
新
聞
な
ど
読
む
に
由
な

し
。
ま
し
て
筆
を
執
つ
て
も
の
を
書
く
事
は
到
底
出
来
得
べ
く
も
あ
ら
ず
。
而
し
て
傍
に
看
護
の
人
な
く
談
話
の
客
な
か
ら
ん
か
。

如
何
に
し
て
日
を
暮
す
べ
き
か
、
如
何
に
し
て
日
を
暮
す
べ
き
か
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続
く
、
六
月
二
〇
日
掲
載
の
第
三
九
回
の
記
事
で
は
、
よ
り
悲
痛
な
調
子
が
増
す
。

　
　

  　

病
床
に
寝
て
、
身
動
き
の
出
来
る
間
は
、
敢
て
病
気
を
辛
し
と
も
思
は
ず
、
平
気
で
寝
転
ん
で
居
つ
た
が
、
こ
の
頃
の
や
う
に
、

身
動
き
が
出
来
な
く
な
つ
て
は
、
精
神
の
煩
悶
を
起
し
て
、
殆
ど
毎
日
気
違
の
や
う
な
苦
し
み
を
す
る
。
こ
の
苦
し
み
を
受
け
ま
い

と
思
ふ
て
、
色
々
に
工
夫
し
て
、
あ
る
い
は
動
か
ぬ
体
を
無
理
に
動
か
し
て
見
る
。
い
よ
い
よ
煩
悶
す
る
。
頭
が
ム
シ
ヤ
ク
シ
ヤ
と

な
る
。
も
は
や
た
ま
ら
ん
の
で
、
こ
ら
へ
に
こ
ら
へ
た
袋
の
緒
は
切
れ
て
、
遂
に
破
裂
す
る
。
も
う
か
う
な
る
と
駄
目
で
あ
る
。
絶

叫
。
号
泣
。
ま
す
ま
す
絶
叫
す
る
、
ま
す
ま
す
号
泣
す
る
。
そ
の
苦
ぞ
そ
の
痛
何
と
も
形
容
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
真
の

狂
人
と
な
つ
て
し
ま
へ
ば
楽
で
あ
ら
う
と
思
ふ
け
れ
ど
そ
れ
も
出
来
ぬ
。
も
し
死
ぬ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
そ
れ
は
何
よ
り
も
望
む
と

こ
ろ
で
あ
る
、
し
か
し
死
ぬ
る
こ
と
も
出
来
ね
ば
殺
し
て
く
れ
る
も
の
も
な
い
。
一
日
の
苦
し
み
は
夜
に
入
つ
て
や
う
や
う
減
じ
僅

か
に
眠
気
さ
し
た
時
に
は
そ
の
日
の
苦
痛
が
終
る
と
共
に
は
や
翌
朝
寝
起
の
苦
痛
が
思
ひ
や
ら
れ
る
。
寝
起
ほ
ど
苦
し
い
時
は
な
い

の
で
あ
る
。
誰
か
こ
の
苦
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
か
、
誰
か
こ
の
苦
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
か
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「
本
郷
の
某
氏
」
か
ら
の
手
紙
は
、
こ
の
ど
ち
ら
に
対
す
る
応
答
と
し
て
も
読
め
る
。「
第
一
に
、
か
か
る
場
合
に
は
」
の
「
か
か
る
場

合
」
は
、
第
三
八
回
と
第
三
九
回
、
ど
ち
ら
の
記
述
を
指
し
て
も
不
自
然
で
は
な
く
、
よ
り
漠
然
と
、
病
床
に
あ
る
子
規
の
状
態
一
般
を

指
す
も
の
と
し
て
も
読
め
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
ど
ち
ら
か
一
つ
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
第
三
九
回
の
記
事
の
方
に
、
手
紙
の
内
容
と
の
よ
り

直
接
的
な
つ
な
が
り
が
見
出
さ
れ
る
。「
知
ら
ず
貴
君
の
苦
痛
を
救
済
し
得
る
や
否
を
」
と
い
う
記
述
は
、
こ
の
手
紙
が
何
よ
り
も
、
子

規
の
感
じ
て
い
る
苦
痛
を
念
頭
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
ま
た
「
号
泣
」
や
「
煩
悶
」
と
い
う
言
葉
遣
い
も
、
当
該
の

手
紙
と
『
病
牀
六
尺
』
第
三
九
回
と
で
共
通
し
て
い
る
。「
誰
か
こ
の
苦
を
助
け
て
く
れ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
子
規
の
悲
痛

な
訴
え
に
対
し
て
、「
本
郷
の
某
氏
」
が
「
こ
れ
小
生
の
宗
教
的
救
済
な
り
き
」
と
自
分
の
体
験
を
書
き
送
っ
た
、
と
い
う
の
が
、
ま
ず

は
素
朴
な
読
み
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る6

。

【
正
岡
子
規
の
応
答
】

　

こ
の
手
紙
か
ら
の
引
用
に
続
け
て
、
子
規
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

  　

こ
の
親
切
な
る
か
つ
明
鬯
平
易
な
る
手
紙
は
甚
だ
余
の
心
を
獲
た
も
の
で
あ
つ
て
、
余
の
考
も
殆
ど
こ
の
手
紙
の
中
に
尽
き
て
居

る
。
た
だ
余
に
あ
っ
て
は
精
神
の
煩
悶
と
い
ふ
の
も
、
生
死
出
離
の
大
問
題
で
は
な
い
、
病
気
が
身
体
を
衰
弱
せ
し
め
た
た
め
で
あ

る
か
、
脊
髄
系
を
侵
さ
れ
て
居
る
た
め
で
あ
る
か
、
と
に
か
く
生
理
的
に
精
神
の
煩
悶
を
来
す
の
で
あ
つ
て
、
苦
し
い
時
に
は
、
何
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と
も
彼
と
も
致
し
や
う
の
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
生
理
的
に
煩
悶
す
る
と
て
も
、
そ
の
煩
悶
を
免
れ
る
手
段
は
固
よ
り
「
現
状

の
進
行
に
任
せ
る
」
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
号
泣
し
煩
悶
し
て
死
に
至
る
よ
り
ほ
か
に
仕
方
の
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
へ
他

人
の
苦
が
八
分
で
自
分
の
苦
が
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
人
も
自
分
も
一
様
に
あ
き
ら
め
る
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
に
あ
き
ら
め
方
は

な
い
。
こ
の
十
分
の
苦
が
更
に
進
ん
で
十
二
分
の
苦
痛
を
受
く
る
や
う
に
な
つ
た
と
し
て
も
や
は
り
あ
き
ら
め
る
よ
り
ほ
か
は
な
い

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
肉
体
の
苦
で
あ
る
上
は
、
程
度
の
軽
い
時
は
た
と
へ
あ
き
ら
め
る
事
が
出
来
な
い
で
も
、
な
ぐ
さ
め

る
手
段
が
な
い
事
も
な
い
。
程
度
の
進
ん
だ
苦
に
至
つ
て
は
、
啻
に
な
ぐ
さ
め
る
事
の
出
来
な
い
の
み
な
ら
ず
、
あ
き
ら
め
て
居
て

も
な
ほ
あ
き
ら
め
が
つ
か
ぬ
や
う
な
気
が
す
る
。
け
だ
し
そ
れ
は
や
は
り
あ
き
ら
め
の
つ
か
ぬ
の
で
あ
ら
う7

。 

　

子
規
は
「
余
の
考
も
殆
ど
こ
の
手
紙
の
中
に
尽
き
て
居
る
」
と
し
た
上
で
、
手
紙
と
は
異
な
る
自
分
の
考
え
と
し
て
、
①
自
分
に
と
っ

て
の
「
精
神
の
煩
悶
」
は
「
生
死
出
離
の
大
問
題
」
で
は
な
く
、
②
身
体
の
衰
弱
な
ど
に
よ
っ
て
「
生
理
的
に
精
神
の
煩
悶
を
来
す
」
に

す
ぎ
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
③
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
他
は
な
い
こ
と
、
等
々
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
三
点
（
①
〜
③
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
手
紙
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
在
り
方
を
簡
略
化
し
て
示
し
、

略
号
（
Ａ
〜
Ｃ
）
を
付
し
て
お
く
。

　
　

Ａ　

第
一　

天
帝
・
如
来
と
共
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
安
ん
じ
る
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Ｂ　

第
二　

現
状
に
安
ん
じ
、
現
状
の
進
行
に
任
せ
る

　
　

Ｃ　

第
三　

号
泣
し
て
煩
悶
し
、
死
に
至
る

　

こ
の
手
紙
の
目
的
が
「
貴
君
の
苦
痛
を
救
済
」
す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
仮
定
し
て
お
く
と
し
て
、
手
紙
の
差
出
人
の
考
え
る
救
済
は
Ａ

と
Ｂ
に
あ
り
、
Ｃ
は
む
し
ろ
救
済
の
失
敗
を
示
し
て
い
る
、
と
読
め
る
。
他
方
、
子
規
は
こ
の
手
紙
を
「
甚
だ
余
の
心
を
獲
た
も
の
」
と

評
し
、
一
見
そ
の
内
容
に
賛
同
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
号
泣
し
煩
悶
し
て
死
に
至
る
よ
り
ほ
か
に
仕
方
の
な
い
」
と
も
書
い
て
、

Ｃ
を
否
応
の
な
い
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

手
紙
の
差
出
人
と
子
規
の
考
え
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

①
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
何
よ
り
も
ま
ず
、「
苦
痛
」
や
「
煩
悶
」
の
捉
え
方
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
子

規
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
精
神
の
煩
悶
」
は
「
生
死
出
離
の
大
問
題
」
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。「
生
死
出
離
」
は
仏
教
的
な
文

脈
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
彼
は
、
手
紙
の
差
出
人
に
と
っ
て
の
救
済
が
「
宗
教
的
救
済
」
で
あ
り
、

故
に
苦
痛
・
煩
悶
も
ま
た
宗
教
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
に
抗
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
苦
痛
・
煩
悶
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と

主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う8

。 

　
『
病
牀
六
尺
』
第
四
〇
回
、
六
月
二
一
日
掲
載
の
記
事
の
冒
頭
に
も
、
宗
教
に
関
連
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
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「
如
何
に
し
て
日
を
暮
ら
す
べ
き
」「
誰
か
こ
の
苦
を
救
ふ
て
く
れ
る
者
は
あ
る
ま
い
か
」
此
に
至
つ
て
宗
教
問
題
に
到
着
し
た
と

宗
教
家
は
い
ふ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
宗
教
を
信
ぜ
ぬ
余
に
は
宗
教
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
基
督
教
を
信
ぜ
ぬ
者
に
は
神
の
救
ひ

の
手
は
届
か
な
い
。
仏
教
を
信
ぜ
ぬ
者
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
繰
返
し
て
日
を
暮
ら
す
こ
と
も
出
来
な
い9

。 

　

第
三
八
回
と
第
三
九
回
で
吐
露
し
た
問
い
を
繰
り
返
し
た
上
で
、
子
規
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
「
宗
教
問
題
」
と
す
る
解
釈
を
想
定
し
、

し
か
し
自
分
に
宗
教
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
と
断
言
す
る
。
直
接
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
、
宗
教
が
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
解
答
・
解
決
と
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
宗
教
が
解
答
・
解
決
と
な
ら
な
い
以

上
、
彼
の
直
面
し
て
い
る
問
い
は
、
少
な
く
と
も
彼
に
と
っ
て
「
宗
教
問
題
」
で
は
な
い
、
と
い
う
点
も
間
接
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

②
も
ま
た
、
手
紙
の
差
出
人
と
子
規
が
「
苦
痛
」
や
「
煩
悶
」
の
捉
え
方
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
該
の
手
紙
に
は

「
小
生
は
か
つ
て
瀕
死
の
境
に
あ
り
肉
体
の
煩
悶
困
頓
を
免
れ
ざ
り
し
も
右
第
二
の
工
夫
に
よ
り
て
精
神
の
安
静
を
得
た
り
」
と
書
か
れ

て
お
り
、
肉
体
の
煩
悶
と
精
神
の
安
静
と
が
、
両
立
可
能
な
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
紙
の
差
出
人
に
と
っ
て
、
自
分
の

助
言
に
よ
っ
て
救
済
し
得
る
か
も
し
れ
な
い
「
貴
君
の
苦
痛
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
精
神
の
苦
痛
・
煩
悶
で
あ
り
、
肉
体
の
苦
痛
・
煩
悶

で
は
な
い
。「
宗
教
的
救
済
」
を
語
る
彼
は
一
種
の
「
宗
教
家
」
で
あ
っ
て
医
師
で
は
な
く
、
彼
が
救
済
し
よ
う
と
す
る
苦
痛
も
精
神
的

な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。

　

他
方
、
子
規
は
、
自
分
の
苦
痛
が
生
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
身
体
の
状
態
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
精
神
的
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に
苦
痛
を
覚
え
る
の
も
「
生
理
的
に
精
神
の
煩
悶
を
来
す
」
の
で
あ
り
、「
生
理
的
に
煩
悶
」
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
中
に
は
「
肉
体
の
苦
」

と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
。「
苦
し
い
時
に
は
、
何
と
も
彼
と
も
致
し
や
う
の
な
い
」
と
書
く
子
規
は
、
肉
体
の
煩
悶
と
精
神
の
安
静
と

が
両
立
し
得
る
こ
と
に
懐
疑
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

【
正
岡
子
規
―
―
Ｂ
と
Ｃ
の
連
続
性
】

　

①
と
②
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
は
、
子
規
の
「
苦
痛
」
や
「
煩
悶
」
に
つ
い
て
、
手
紙
の
差
出
人
は
そ
の
苦
痛
を
宗
教
的
、
か
つ
精
神
的

に
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
子
規
本
人
は
自
分
の
苦
痛
を
宗
教
的
に
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
精
神
的
な
苦
痛
も
含
め
て
、
生
理
的
・

身
体
的
な
苦
痛
と
し
て
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る10

。

　
「
苦
痛
」
や
「
煩
悶
」
の
捉
え
方
の
違
い
が
、
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
方
法
の
違
い
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
違
い
は
③
に
示
さ
れ

て
い
る
。「
本
郷
の
某
氏
」
は
、
Ａ
に
せ
よ
Ｂ
に
せ
よ
、「
安
ん
ず
べ
し
」「
安
ん
ぜ
よ
」
と
述
べ
て
、「
精
神
の
安
静
」
に
救
済
を
見
出
そ

う
と
す
る
。
し
か
し
子
規
は
、「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
点
で
は
Ｂ
に
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
在
り
方
は
自
ら
選
び
と
っ

た
も
の
で
は
な
く
、
選
択
の
余
地
な
く
強
い
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
身
体
的
な
苦
痛
か
ら
区
別
さ
れ
る
精
神
的
な
苦
痛
な
ら
ば
、
あ

る
い
は
「
第
二
の
工
夫
」
な
ど
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
身
体
的
な
苦
痛
、
及
び
身
体
的
な
苦
痛
か
ら
生
じ
る
精

神
的
な
苦
痛
は
単
な
る
事
実
で
あ
っ
て
逃
れ
が
た
く
、
故
に
「
そ
の
煩
悶
を
免
れ
る
手
段
は
固
よ
り
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
よ
り
ほ

か
は
な
い
の
で
あ
る
。
号
泣
し
煩
悶
し
て
死
に
至
る
よ
り
ほ
か
に
仕
方
の
な
い
の
で
あ
る
」。
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す
な
わ
ち
正
岡
子
規
に
と
っ
て
、「
本
郷
の
某
氏
」
が
区
別
す
る
Ｂ
と
Ｃ
は
、
明
確
に
は
区
別
さ
れ
得
な
い
。
手
紙
の
差
出
人
が
、
Ａ

と
Ｂ
が
不
可
能
な
場
合
の
在
り
方
と
し
て
Ｃ
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
子
規
は
、「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
Ｂ
と
「
号
泣
し

て
煩
悶
し
、
死
に
至
る
」
と
い
う
Ｃ
と
を
連
続
的
に
捉
え
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
「
痛
み
を
し
て
痛
ま
し
め
よ
」
と
の
勧
め
は
、「
号
泣

せ
よ
煩
悶
せ
よ
」
な
ど
の
勧
め
と
矛
盾
し
な
い
。
手
紙
の
差
出
人
は
、「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
子
規
を
苦
痛

（
精
神
的
な
苦
痛
）
か
ら
救
済
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
子
規
に
と
っ
て
こ
の
方
法
は
、
そ
の
ま
ま
苦
痛
（
身
体
的
な
苦
痛
と
精
神
的
な

苦
痛
）
に
留
ま
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
し
か
も
、
留
ま
る
以
外
の
選
択
肢
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　

た
だ
し
、「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
は
い
え
、
子
規
が
医
療
行
為
の
み
を
例
外
と
し
て
、
他
の
手
段
に
よ
っ
て
苦
痛
を
全
く
軽
減

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
冒
頭
部
分
を
引
用
し
た
『
病
牀
六
尺
』
第
四
〇
回
の
記
事
の
後
半
に
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

  

い
つ
見
て
も
同
じ
病
苦
談
、
聞
く
人
に
は
馬
鹿
々
々
し
く
う
る
さ
い
で
あ
ら
う
が
、
苦
し
い
時
に
は
苦
し
い
と
い
ふ
よ
り
ほ
か
に
仕

方
も
な
き
凡
夫
の
病
苦
談
「
如
何
に
し
て
日
を
暮
ら
す
べ
き
か
」「
誰
か
こ
の
苦
を
救
ふ
て
く
れ
る
者
は
あ
る
ま
い
か
」
情
あ
る
人

0

0

0

0

我
病
床
に
来
つ
て
余
に
珍
し
き
話
な
ど
聞
か
さ
ん
と
な
ら
ば
、
謹
ん
で
余
は
た
め
に
多
少
の
苦
を
救
は
る
る
こ
と
を
謝
す
る
で
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
う
0

0
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こ
の
箇
所
で
子
規
が
求
め
て
い
る
の
は
、「
宗
教
的
救
済
」
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
全
面
的
な
「
精
神
の
安
静
」
で
も
な
く
、
来
訪

者
の
「
珍
し
き
話
な
ど
」
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
ご
く
一
時
的
に
「
多
少
の
苦
」
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

　
『
病
牀
六
尺
』
第
四
二
回
の
後
半
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。

　
　

  

笑
へ
。
笑
へ
。
健
康
な
る
人
は
笑
へ
。
病
気
を
知
ら
ぬ
人
は
笑
へ
。
幸
福
な
る
人
は
笑
へ
。（
中
略
）
年
が
年
中
昼
も
夜
も
寐
床
に

横
た
は
つ
て
、
三
尺
の
盆
栽
さ
へ
常
に
目
よ
り
上
に
見
上
げ
て
楽
し
ん
で
居
る
や
う
な
自
分
で
す
ら
、
麻
痺
剤
の
お
蔭
で
多
少
の
苦

痛
を
減
じ
て
居
る
時
は
、
煩
悶
し
て
居
つ
た
時
の
自
分
を
笑
ふ
て
や
り
た
く
な
る
。
実
に
病
人
は
愚
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
余
自

身
が
愚
な
ば
か
り
で
な
く
一
般
人
間
の
通
有
性
で
あ
る
。
笑
ふ
時
の
余
も
、
笑
は
る
る
時
の
余
も
同
一
の
人
間
で
あ
る
と
い
ふ
事
を

知
つ
た
な
ら
ば
、
余
が
煩
悶
を
笑
ふ
所
の
人
も
、
一
朝
地
を
か
ふ
れ
ば
皆
余
に
笑
は
る
る
の
人
た
る
を
免
れ
な
い
だ
ら
う
。
咄
々

大
笑12

。

　

苦
痛
や
煩
悶
は
、
や
は
り
身
体
的
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
身
体
の
状
態
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
故
に
「
麻
痺
剤
」
に
よ
っ
て
軽
減

さ
れ
る
類
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
煩
悶
し
て
居
つ
た
時
の
自
分
」
は
「
笑
ふ
て
や
り
た
く
な
る
」
対
象
で
あ
る
が
、
笑
う

自
分
も
ま
た
、
笑
わ
れ
る
自
分
と
同
一
の
人
間
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
笑
い
の
対
象
と
し
て
、「
健
康
な
る
人
」「
病
気
を
知
ら
ぬ

人
」「
幸
福
な
る
人
」
と
自
分
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
く
。
子
規
は
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
言
う
「
宗
教
的
救
済
」
に
こ
の
よ
う
な
「
大
笑
」
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を
対
置
し
て
い
る
、
と
も
読
め
る
。

　

以
上
、
主
に
三
つ
の
点
（
①
〜
③
）
か
ら
検
討
し
た
よ
う
に
、
手
紙
の
差
出
人
と
子
規
の
考
え
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
ぜ
子
規
は
「
余
の
考
も
殆
ど
こ
の
手
紙
の
中
に
尽
き
て
居
る
」
と
書
き
得
た
の
か
。

　

そ
の
理
由
は
、
様
々
な
違
い
を
含
み
な
が
ら
も
、
未
だ
両
者
が
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
求
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
本
郷
の
某
氏
」
は
こ
の
「
第
二
の
工
夫
」
に
よ
っ
て
「
精
神
の
安
静
」
を
得
た
の
で
あ
り
、
子
規
も
ま
た
こ
の
「
第

二
の
工
夫
」
以
外
の
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
子
規
に
と
っ
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
こ
と

は
「
号
泣
し
て
煩
悶
し
、
死
に
至
る
」
こ
と
と
連
続
し
て
お
り
、
手
紙
の
差
出
人
と
異
な
っ
て
、
Ｂ
と
Ｃ
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。「
現

状
の
進
行
」
に
任
せ
る
こ
と
で
「
精
神
の
安
静
」
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
な
苦
痛
も
含
め
て
「
痛
み
を
し
て
痛
ま

し
め
」
る
の
が
、
子
規
の
態
度
で
あ
る
。

【
本
郷
の
某
氏
―
―
Ａ
と
Ｂ
の
区
別
】

　

と
こ
ろ
で
、
子
規
に
お
い
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
Ｂ
が
Ｃ
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
に
、「
本
郷
の

某
氏
」
が
三
つ
の
在
り
方
（
Ａ
〜
Ｃ
）
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
に
値
す
る
。

　

子
規
と
異
な
り
、
手
紙
の
差
出
人
は
Ｂ
と
Ｃ
を
区
別
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
次
に
、
Ａ
と
Ｂ
の
区

別
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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「
本
郷
の
某
氏
」
に
と
っ
て
Ａ
と
Ｂ
は
、
共
に
「
精
神
の
安
静
」
を
も
た
ら
す
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
Ａ
に
お
い
て
は
「
天
帝
ま
た

は
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
」
安
ん
じ
、
Ｂ
に
お
い
て
は
「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
た
だ
現
状
に
」
安
ん
じ
る
。

こ
の
共
通
点
を
見
る
限
り
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
実
際
、「
天

帝
ま
た
は
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
」
を
信
じ
る
こ
と
と
、「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
」
を
悟
る
こ
と
と
は
十
分
に
両
立
可
能
で
あ
り
、

常
に
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
当
該
の
手
紙
に
お
い
て
「
第
二
の
工
夫
」
は
、
Ａ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
、
次
の
異
な
る
方
法
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
点
で
Ａ
と
Ｂ
に
は
重
大
な
違
い
が
あ
る
。「
も
し
右
信
ず
る
こ
と
能
は
ず
と
な
ら
ば
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
現
状
の
進
行

に
任
ぜ
よ
」
と
い
う
勧
め
は
、
天
帝
や
如
来
へ
の
信
仰
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
天
帝
や
如
来
へ
の
信
仰
が
可
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
」
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ず
、
Ａ
と
Ｂ
は
両
立
し

得
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
こ
の
手
紙
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
Ａ
と
Ｂ
が
両
立
可
能
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
Ａ

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
Ｂ
が
あ
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
か
ら
直
ち
に
Ｂ
も
導
か
れ
る
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
Ｂ
を
通
し

て
や
が
て
Ａ
に
至
り
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
相
互
の
関
係
へ
の
関
心
は
こ
の
手
紙
に
は
見
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
両
者

は
二
つ
の
異
な
る
選
択
肢
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

問
わ
れ
る
べ
き
は
、
な
ら
ば
「
宗
教
的
救
済
」
の
「
宗
教
的
」
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

手
紙
の
差
出
人
が
Ａ
に
よ
っ
て
「
精
神
の
安
静
」
を
得
た
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
「
宗
教
的
救
済
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
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疑
問
は
生
じ
な
い
。「
天
帝
」
が
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
仏
教
や
道
教
の
文
脈
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
、「
如
来
」

と
い
う
言
葉
遣
い
は
特
に
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
信
仰
を
指
す
の
か
、
漠
然
と
仏
教
一
般
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
等
々
、
よ
り
詳
細

な
内
容
を
問
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
手
紙
の
文
章
だ
け
か
ら
詳
細
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
せ
よ
、
天
帝
や
如
来
と
共

に
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
、
と
い
う
点
で
、
Ａ
は
確
か
に
「
宗
教
的
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
Ｂ
は
、
こ
の
Ａ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
選
択
肢
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
Ａ
の
よ
う
な
宗
教
性
の
否
定
を
孕
ん
で
い

る
。
す
な
わ
ち
Ｂ
は
、
Ａ
の
よ
う
な
意
味
で
は
宗
教
的
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
本
郷
の
某
氏
」
は
、「
第
二
の
工
夫
」
で
あ
る

Ｂ
を
「
宗
教
的
救
済
」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
の
と
き
、
Ａ
と
は
異
な
る
Ｂ
の
宗
教
性
と
は
何
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
天
帝
や
如

来
へ
の
信
仰
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
可
能
な
、
宗
教
的
救
済
と
は
何
か
。

　
「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
」
と
い
う
部
分
に
、
人
間
を
超
越
し
た
何
ら
か
の
力
の
存
在
を
信
じ
る
、
と
い
う
類
の
「
信

仰
」
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
当
該
の
力
を
天
帝
や
如
来
と
見
な
し
、
か
つ
そ
の
力
が
自
分
と
共
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
、
と
い
う
地
点

（
Ａ
）
ま
で
に
は
至
り
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
超
越
的
な
力
の
存
在
を
信
じ
、
す
べ
て
を
当
該
の
力
に
任
せ
る
こ
と
で
精
神
的

な
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
得
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
救
済
を
「
宗
教
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
必
ず
し
も
不
自
然
で
は
な
い
。「
大
化
の
な
す
が
ま

ま
に
」
や
「
天
地
万
物
わ
が
前
に
出
没
隠
現
す
る
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
個
別
の
宗
教
に
辿
り
つ
こ
う
と
試
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
や
は
り
こ
の
手
紙
の
文
章
だ
け
で
は
手
が
か
り
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
、
特
定
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

あ
る
い
は
、
Ｂ
と
い
う
救
済
方
法
の
側
で
は
な
く
、
救
済
の
対
象
と
な
る
苦
痛
の
側
に
宗
教
性
を
認
め
る
、
と
い
う
読
み
方
も
考
え
ら
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れ
る
。『
病
牀
六
尺
』
第
四
〇
回
冒
頭
で
子
規
は
、
自
分
の
問
い
を
「
宗
教
問
題
」
と
捉
え
る
よ
う
な
、
宗
教
家
の
解
釈
を
想
定
し
て
い
た
。

「
本
郷
の
某
氏
」
も
ま
た
、
子
規
の
苦
痛
や
煩
悶
を
「
宗
教
問
題
」
と
見
な
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
問
題
か
ら
の
救
済
は
、
Ａ
に
せ

よ
Ｂ
に
せ
よ
、
等
し
く
「
宗
教
的
」
と
呼
ば
れ
得
る
。
Ａ
の
「
天
帝
」
や
「
如
来
」
な
ど
、
個
別
の
宗
教
的
な
用
語
は
見
ら
れ
な
い
と
し

て
も
、
宗
教
的
な
問
題
の
解
決
方
法
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
Ｂ
を
宗
教
的
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｂ
に
見
ら
れ
る
宗
教
性
は
、
天
帝
や
如
来
へ
の
信
仰
と
は
異
な
る
。
こ
の
手
紙
に
お
い
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ

る
」
と
い
う
在
り
方
が
勧
め
ら
れ
る
の
は
、
Ａ
の
よ
う
な
仕
方
で
天
帝
や
如
来
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
救
済

に
よ
っ
て
精
神
の
安
静
を
得
た
「
本
郷
の
某
氏
」
は
同
時
に
、
Ａ
の
よ
う
な
信
仰
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
「
第
二
の
工
夫
」
を
採
用
し

た
人
物
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
故
に
こ
の
人
物
は
天
帝
や
如
来
へ
の
信
仰
を
持
っ
て
い
な
い
、
と
ま
で
結
論
し
て
し
ま
う
の
は
早
計
で

あ
る
が
、
こ
の
手
紙
で
語
ら
れ
る
「
宗
教
」
が
決
し
て
Ａ
の
み
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
は
、
十
分
に
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【
論
文
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」】

　

さ
て
、「
本
郷
の
某
氏
」
が
清
沢
満
之
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は
何
か
。

　

根
拠
と
し
て
、
こ
の
手
紙
が
、
清
沢
満
之
の
名
前
で
雑
誌
『
精
神
界
』（
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
〇
三
年
四
月
一
〇
日
発
行
）
に
掲
載

さ
れ
た
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」
と
い
う
論
文
の
内
容
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
論
文
の
題
名
が
子
規
の
『
歌
よ
み
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に
与
ふ
る
書
』
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る13

。

　

論
文
の
題
名
が
子
規
の
著
書
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
そ
の
通
り
と
し
て
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
手
紙
と
こ
の
論
文
の
内
容
と
が
類
似

し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

　

当
該
の
論
文
の
冒
頭
に
は
、「
先
日
は
亦
復
咯
血
」
し
た
ら
し
き
相
手
へ
の
私
信
の
よ
う
な
文
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

  

病
人
に
て
も
余
り
徒
然
に
て
は
却
て
種
々
の
こ
と
に
心
念
を
労
す
る
様
に
な
り
易
く
、
特
に
咯
血
状
態
の
時
は
神
経
も
一
層
過
敏
に

有
之
候
へ
ば
、
其
際
は
心
念
の
方
向
を
誤
ら
ぬ
様
注
意
致
候
事
が
、
最
も
必
要
と
存
候
。
其
心
念
の
方
向
と
申
す
は
、
兼
て
御
承
知

の
如
く
、
大
体
に
於
て
は
自
分
が
病
人
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
打
忘
れ
て
、
健
全
の
人
の
如
く
に
色
々
の
事
に
心
配
す
る
こ
と
の
な

き
様
に
す
る
こ
と
に
候
へ
ど
も
、
只
此
の
如
き
大
体
の
考
の
み
に
て
は
余
り
漠
然
と
致
居
候
ゆ
へ
、
自
然
に
忘
れ
勝
に
相
成
候
様
存

候
。
小
生
は
此
大
体
の
一
方
針
を
三
個
条
の
要
件
と
し
て
之
を
注
意
致
候
事
が
、
精
神
的
保
養
の
好
方
便
と
相
感
じ
居
候14

。 

　

誤
る
べ
か
ら
ざ
る
「
心
念
の
方
向
」
と
は
、「
大
体
に
於
て
は
自
分
が
病
人
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
打
忘
れ
て
、
健
全
の
人
の
如
く
に

色
々
の
事
に
心
配
す
る
こ
と
の
な
き
様
に
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
自
分
は
「
健
全
の
人
」
で
は
な
く
病
人
で
あ
る
と
自
覚
し
、「
健
全
の

人
」
が
心
配
す
る
類
の
様
々
な
事
柄
に
つ
い
て
心
配
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
該
の
論
文
で
述
べ
ら
れ
る
「
三
個
条
」
が
、

こ
の
漠
然
と
し
た
方
針
に
、
よ
り
具
体
的
な
条
件
を
与
え
る
。
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「
三
個
条
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

第
一
条　

人
生
の
義
務
責
任
に
就
て
安
心
す
べ
き
事

　
　

第
二
条　

医
薬
飲
食
看
護
等
の
事
に
安
心
す
べ
き
事

　
　

第
三
条　

最
後
の
救
済
に
就
て
安
心
す
べ
き
事15 

　
「
健
全
の
人
」
と
病
人
の
違
い
が
最
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
条
に
関
し
て
で
あ
る
。
当
該
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
社
会

に
貢
献
す
る
責
任
や
、
人
間
関
係
上
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、「
所
謂
忠
孝
仁
義
等
の
念
慮
よ
り
奮
発
勉
励
す
る
」
の
が
「
通
常
の
道
徳
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
を
理
想
と
し
て
努
力
す
る
こ
と
は
、「
身
体
も
健
康
に
し
て
精
神
も
強
盛
な
る
人
々
」
に
と
っ
て
は

可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
病
人
に
は
不
可
能
で
あ
る
。「
健
強
な
る
人
々
で
す
ら
充
分
に
は
実
行
の
出
来
な
い
忠
孝
仁
義
等
の
義
務
責
任

が
、
肺
病
人
抔
の
出
来
得
る
筈
が
な
い
」。
健
康
な
人
々
に
と
っ
て
も
「
世
上
の
忠
孝
仁
義
は
寧
ろ
煩
悶
の
種
と
な
る
こ
と
」
が
多
く
、

病
気
の
療
養
の
た
め
に
は
尚
更
「
世
間
の
義
理
人
情
」
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
世
事
人
情
」

に
つ
い
て
「
義
務
責
任
の
念
」
を
放
棄
す
る
こ
と
が
、「
肺
病
人
抔
」
に
必
要
な
「
大
妙
薬
」
で
あ
る
。「
道
徳
不
道
徳
の
思
想
を
超
越
し

た
る
天
地
に
其
心
を
安
ぜ
よ
」16

。 

　

第
二
条
は
、
病
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
関
わ
る
。
複
数
の
医
者
、
看
護
婦
、
看
病
人
、
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
親
類
縁
者
な
ど
、
多

16（　）

四
七
八



く
の
人
が
病
人
に
寄
り
添
う
こ
と
で
、「
却
て
色
々
の
混
雑
や
困
難
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
」。「
保
護
親
切
の
為
に
却
て
病
人
の
迷
惑
す

る
こ
と
は
少
く
は
な
い
」。
人
々
の
親
切
を
無
に
す
る
の
は
心
苦
し
く
、
医
者
や
看
護
婦
な
ど
の
指
示
に
す
べ
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
「
念
慮
を
労
す
る
」
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
肺
病
人
は
寧
ろ
自
分
の
気
儘
を
尽
し
て
差
支
な
い
も
の
で
あ

る
」。「
医
者
だ
の
薬
だ
の
、
滋
養
だ
の
、
看
護
だ
の
に
対
し
て
、
自
分
の
気
に
合
は
ぬ
も
の
を
強
て
受
用
す
る
と
云
ふ
様
な
遠
慮
心
を
拋

棄
す
る
が
肺
病
療
養
の
一
要
義
で
あ
る
」。「
自
分
の
口
や
腹
と
の
相
談
で
好
き
な
も
の
を
用
る
が
よ
い
」「
運
動
で
も
、
睡
眠
で
も
読
書

で
も
、
談
話
で
も
、
何
で
も
自
分
の
気
分
に
称
ふ
様
に
す
る
が
よ
い
」17

。

　

第
一
条
や
第
二
条
の
説
明
に
、
特
に
宗
教
的
な
発
想
は
見
ら
れ
な
い
。
第
一
条
に
関
す
る
「
道
徳
不
道
徳
の
思
想
を
超
越
し
た
る
天

地
」
と
い
う
、
幾
ら
か
宗
教
的
に
響
く
表
現
も
、
と
り
あ
え
ず
は
単
に
、
社
会
的
な
責
任
や
義
務
の
想
い
を
放
棄
す
る
こ
と
の
言
い
換
え

で
し
か
な
い
。
社
会
的
な
義
務
や
責
任
に
も
、
医
師
の
指
示
な
ど
に
も
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
安
心
す
べ
き
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、

こ
れ
ら
の
二
条
で
説
か
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。

　

第
三
条
に
関
す
る
説
明
の
後
半
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
明
ら
か
に
宗
教
的
な
発
想
が
登
場
す
る
。

　
「
世
事
人
情
に
関
す
る
念
慮
を
棄
て
ゝ
気
随
気
儘
を
尽
せ
ば
、
人
が
愛
相
を
つ
か
し
て
、
顧
み
て
呉
れ
ま
い
」
と
恐
れ
て
案
じ
る
な
ど

の
心
労
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
心
労
を
し
な
い
よ
う
に
「
最
後
の
安
心
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」。「
如
何
に
人
間
相
互
の
間
に
親

切
が
あ
つ
て
も
愛
情
が
あ
り
て
も
、
我
等
は
其
に
依
て
永
久
の
安
心
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
」。「
我
等
は
最
後
の
安
心
の
事
抔
は
中
々

思
は
ず
し
て
、
動
も
す
れ
ば
直
に
他
人
が
顧
み
て
呉
れ
る
か
呉
れ
ぬ
か
と
云
ふ
様
な
こ
と
を
心
配
し
、
或
は
我
食
物
は
あ
る
か
な
き
か
抔
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と
云
ふ
こ
と
を
心
配
す
る
こ
と
で
あ
る
」18

。 
　
「
最
後
の
安
心
」、「
永
久
の
安
心
」
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
述
は
や
や
錯
綜
し
て
お
り
、
他
の
解
釈
の
余
地
も
残
る
が
、「
人

生
の
根
本
問
題
た
る
一
大
事
件
」「
其
の
一
大
事
件
た
る
最
後
の
安
心
」「
人
生
観
の
決
定
即
ち
宗
教
の
要
義
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
人
生

の
根
本
問
題
に
関
す
る
煩
悶
を
適
切
に
解
決
し
て
人
生
観
を
定
め
る
こ
と
が
「
最
後
の
安
心
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
読
め
る19

。 

　

こ
の
解
決
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
宗
教
で
あ
る
。
宗
教
と
は
「
大
体
が
人
生
と
は
何
ぞ
や
と
云
ふ
問
題
に
就
て
、
特
に
各
個

人
に
我
生
は
是
れ
何
物
ぞ
や
と
云
ふ
問
題
に
就
て
其
決
定
を
為
さ
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
日
我
等
が
活
動
し
て
居
る
其
活
動
の
根

本
を
解
決
す
る
の
で
あ
り
て
、
其
解
決
が
自
然
に
必
然
に
我
死
と
は
何
ぞ
や
我
死
後
の
境
界
如
何
と
云
ふ
事
に
及
ぶ
の
で
あ
る
」。
人
生

と
は
何
か
、
私
の
生
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
の
が
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
解
決
か
ら
さ
ら
に
、
私
の
死
と
は

何
か
、
私
の
死
後
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
い
が
（
あ
る
い
は
、
問
い
の
み
な
ら
ず
そ
の
解
答
も
）
派
生
す
る
。
病
人
が
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
病
気
が
回
復
し
て
「
人
生
の
活
動
」
に
復
帰
す
る
場
合
に
も
有
益
で
あ
り
、「
病
気
が
漸
進
し
て
最

早
人
生
を
辞
別
せ
ん
と
す
る
」
場
合
に
は
「
実
に
最
後
の
幸
楽
を
与
ふ
る
こ
と
で
あ
る
」20

。 

　

続
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　

  

さ
て
其
最
後
の
安
心
を
確
定
す
る
方
法
は
如
何
に
と
云
へ
ば
此
は
通
常
南
無
阿
弥
陀
仏

4

4

4

4

4

4

と
云
ふ
六
文
字
の
意
義
を
聞
知
す
る
こ
と
に

よ
り
て
出
来
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
今
語
を
換
へ
て
云
へ
ば
、
我
等
は
到
底
我
等
自
ら
の
力
で
生
死
の
大
事
を
左
右
す
る
こ
と
は
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出
来
ぬ
が
故
に
、
他
の
救
済
主
の
力
に
依
る
よ
り
外
は
な
い
、
其
他
の
救
済
主
と
は
誰
な
る
や
、
則
ち
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。（
中
略
）

我
を
救
済
す
る
に
就
て
の
完
全
な
る
能
力
者
が
即
ち
阿
弥
陀
仏
で
あ
る

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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8

8

8

8

8

、
我
が
我
自
ら
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
が

4

4
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4

4
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明
に
な
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
信
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ
ば
到
底
最
後
の
安
心
の
確
定
は
出
来
ぬ
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以
上
、
清
沢
満
之
名
義
の
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」
と
い
う
論
文
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、「
本
郷
の
某

氏
」
か
ら
の
手
紙
と
の
類
似
性
は
決
し
て
自
明
で
は
な
く
、
む
し
ろ
異
な
る
点
が
目
立
つ
。

　

例
え
ば
、
当
該
の
手
紙
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
天
帝
」
や
「
如
来
」
と
い
う
用
語
は
こ
の
論
文
に
は
見
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
「
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
点
を
瑣
末
な
も
の
と
見
な
し
て
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、「
天
帝

ま
た
は
如
来
」
と
い
う
幾
ら
か
広
い
視
野
に
立
つ
「
本
郷
の
某
氏
」
と
の
違
い
は
確
か
に
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
論
文
が
『
精
神
界
』
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
文
脈
が
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

よ
り
大
き
な
相
違
は
、
手
紙
と
論
文
で
、
扱
っ
て
い
る
問
題
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。「
痛
み
を

し
て
痛
ま
し
め
よ
」「
号
泣
せ
よ
」
と
勧
め
る
当
該
の
手
紙
は
、
子
規
が
『
病
牀
六
尺
』
の
記
事
で
訴
え
た
よ
う
な
、
切
迫
し
た
眼
前
の

激
し
い
身
体
的
・
精
神
的
苦
痛
に
照
準
し
、
そ
の
苦
痛
か
ら
の
救
済
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
、『
精
神
界
』
掲
載
の
論
文
が
扱
っ

て
い
る
の
は
、「
人
生
の
義
務
責
任
」
や
「
医
薬
飲
食
看
護
等
の
事
」
な
ど
、
切
迫
の
度
合
い
や
緊
急
性
が
若
干
低
い
よ
う
に
見
え
る
諸

問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
問
題
も
ま
た
極
め
て
切
迫
し
た
苦
痛
を
も
た
ら
し
得
る
だ
ろ
う
し
、
速
断
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
が
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
語
る
「
宗
教
的
救
済
」
の
対
象
と
、
当
該
の
論
文
の
説
く
「
精
神
的
療
養
」
の
対
象
と
の
違
い
に
は
、
留

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
手
紙
で
提
示
さ
れ
て
い
た
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
Ｂ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
直
接
的

な
仕
方
で
は
、
当
該
の
論
文
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
論
文
の
勧
め
る
「
世
事
人
情

に
関
す
る
念
慮
を
棄
て
ゝ
気
随
気
儘
を
尽
す
」
と
い
う
態
度
は
、「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
こ
と
と
必
ず
し
も
矛
盾
は
し
な
い
に
せ
よ
、

言
葉
の
与
え
る
印
象
と
し
て
、
前
者
の
積
極
性
・
能
動
性
と
後
者
の
消
極
性
・
受
動
性
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

Ｂ
の
「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
」
と
い
う
部
分
に
対
応
す
る
箇
所
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
「
我
等
は
到
底
我
等
自
ら

の
力
で
生
死
の
大
事
を
左
右
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
故
に
」
と
い
う
文
章
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
文
章
は
「
他
の
救

済
主
の
力
に
依
る
よ
り
外
は
な
い
、
其
他
の
救
済
主
と
は
誰
な
る
や
、
則
ち
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
」
と
続
く
。「
本
郷
の
某
氏
」
の
手
紙
で

は
、
人
力
が
及
ば
な
い
と
悟
っ
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
こ
と
は
、
天
帝
や
如
来
へ
の
信
仰
（
Ａ
）
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
の
選
択

肢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
精
神
界
』
掲
載
の
論
文
で
は
、
自
分
の
力
の
限
界
に
関
す
る
自
覚
が
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
信
仰
に

結
び
つ
く
。「
我
が
我
自
ら
救
済
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
明
に
な
れ
ば
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
信
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
け
れ

ば
到
底
最
後
の
安
心
の
確
定
は
出
来
ぬ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
Ｂ
と
Ａ
は
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
を
区
別
す
る
手

紙
と
の
違
い
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い22

。 

　

当
然
な
が
ら
、
右
の
相
違
点
だ
け
を
根
拠
に
、「
本
郷
の
某
氏
」
は
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」
の
著
者
で
は
な
い
、
と
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結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
論
文
と
「
本
郷
の
某
氏
」
か
ら
の
手
紙
と
の
類
似
性
は
決
し
て
自
明
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。

【
清
沢
満
之
―
―
Ａ
と
Ｂ
の
連
続
性
】

　
「
本
郷
の
某
氏
」
か
ら
の
手
紙
と
論
文
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」
と
の
関
係
が
直
ち
に
、「
本
郷
の
某
氏
」
と
清
沢
満
之

の
関
係
を
意
味
す
る
と
も
限
ら
な
い
。
こ
の
論
文
は
確
か
に
清
沢
満
之
の
名
義
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
当
に
彼
自
身
が
書
い

た
文
章
な
の
か
、
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る23

。 

　

清
沢
満
之
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
す
べ
く
、
以
下
、
自
筆
原
稿
が
残
っ
て
お
り
、
本
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い

る
論
考
と
し
て
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信
念
）」
を
取
り
上
げ
る24

。 

　

冒
頭
で
「
私
の
信
念
と
は
、
申
す
迄
も
な
く
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
心
の
有
様
を
申
す
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
如
来
を
信

じ
る
こ
と
の
「
救
済
的
効
能
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。

　
　

  　

私
が
信
ず
る
と
は
ド
ン
ナ
こ
と
か
、
な
ぜ
ソ
ン
ナ
こ
と
を
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
は
ド
ン
ナ
効
能
が
あ
る
か
、
と
云
う
様
な

色
々
の
点
が
あ
り
ま
す
。
先
ず
其
効
能
を
第
一
に
申
せ
ば
、
此
信
ず
る
と
云
う
こ
と
に
は
、
私
の
煩
悶
苦
悩
が
払
い
去
ら
る
る
効
能

が
あ
る
。
或
は
之
を
救
済
的
効
能
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
兎
に
角
、
私
が
種
々
の
刺
戟
や
ら
事
情
や
ら
の
為
に
煩
悶
苦
悩
す
る
場
合

21（　）

本
郷
の
某
氏
か
ら
の
手
紙
︱
︱
正
岡
子
規
と
清
沢
満
之
︵
小
笠
原
︶

四
八
三



に
、
此
信
念
が
心
に
現
わ
れ
来
る
時
は
、
私
は
忽
ち
に
し
て
安
楽
と
平
穏
と
を
得
る
様
に
な
る
。
其
模
様
は
ド
ー
か
と
云
え
ば
、
私

の
信
念
が
現
わ
れ
来
る
時
は
、
其
信
念
が
一
パ
イ
に
な
り
て
、
他
の
妄
想
妄
念
の
立
ち
場
を
失
わ
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る

刺
戟
や
事
情
が
侵
し
て
来
て
も
、
信
念
が
現
在
し
て
居
る
時
に
は
、
其
刺
戟
や
事
情
が
チ
ッ
ト
モ
煩
悶
苦
悩
を
惹
起
す
る
こ
と
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
私
の
如
き
感
じ
易
き
も
の
、
特
に
病
気
に
て
感
情
が
過
敏
に
な
り
て
居
る
も
の
は
、
此
信
念
と
云
う
も
の
が
な
か

り
た
な
ら
ば
、
非
常
な
る
煩
悶
苦
悩
を
免
れ
ぬ
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
健
康
な
人
に
て
も
、
苦
悩
の
多
き
人
に
は
、
是
非
此
信
念
が
必

要
で
あ
る
と
思
う
。
私
が
宗
教
的
に
あ
り
が
た
い
と
申
す
こ
と
が
あ
る
が
、
其
は
信
念
の
為
に
此
の
如
く
現
実
に
煩
悶
苦
悩
が
払
い

去
ら
る
る
の
よ
ろ
こ
び
を
申
す
の
で
あ
る25

。 

　

こ
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
如
来
を
信
じ
る
こ
と
に
は
、「
私
の
煩
悶
苦
悩
」
を
払
い
去
る
と
い
う
「
救
済
的
効
能
」
が
あ
る
。
引
用
の

末
尾
で
は
、
信
念
に
よ
っ
て
苦
悩
な
ど
が
払
い
去
ら
れ
る
喜
び
に
つ
い
て
「
宗
教
的
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
救
済
」

を
「
宗
教
的
救
済
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
本
郷
の
某
氏
」
に
「
宗
教
的
救
済
」
を
与
え
た
の
が
Ａ
で
は
な
く
Ｂ

で
あ
る
の
に
対
し
、
清
沢
の
言
う
「
救
済
」
は
如
来
を
信
じ
る
こ
と
（
Ａ
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
本
郷
の
某
氏
」

の
手
紙
で
は
Ａ
が
不
可
能
な
場
合
で
も
、
Ｂ
に
よ
っ
て
精
神
の
安
静
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
右
の
文
中
で
「
此
信

念
と
云
う
も
の
が
な
か
り
た
な
ら
ば
、
非
常
な
る
煩
悶
苦
悩
を
免
れ
ぬ
こ
と
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
考
に

お
い
て
Ａ
は
、
苦
悩
な
ど
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
Ａ
な
し
に
救
済
さ
れ
る
可
能
性
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い26

。 
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Ｂ
の
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
在
り
方
に
関
し
て
も
、
対
応
す
る
箇
所
を
見
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
。
辛
う
じ
て
「
私
は

此
如
来
の
威
神
力
に
乗
托
し
て
大
安
楽
と
大
平
穏
と
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
私
の
死
生
の
大
事
を
此
如
来
に
寄
托
し
て
、
少
し
も
不

安
や
不
平
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
文
章
が
最
後
の
段
落
に
あ
り
、「
乗
托
・
寄
托
」
と
い
う
言
葉
遣
い
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
の
言
葉
の
意
味
合
い
は
Ｂ
の
「
任
せ
る
」
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る27

。 

　

最
後
の
段
落
で
、
右
の
文
章
に
先
立
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

  　

無
限
大
悲
の
如
来
は
、
如
何
に
し
て
私
に
此
平
安
を
得
せ
し
め
た
ま
う
か
。
外
で
は
な
い
、
一
切
の
責
任
を
引
受
け
て
く
だ
さ
る

る
こ
と
に
よ
り
て
私
を
救
済
し
た
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
罪
悪
も
、
如
来
の
前
に
は
毫
も
障
り
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

私
は
善
悪
邪
正
の
何
た
る
を
弁
ず
る
の
必
要
は
な
い
。
何
事
で
も
、
私
は
只
、
自
分
の
気
の
向
う
所
、
心
の
欲
す
る
所
に
順
う
て
之

を
行
う
て
差
支
は
な
い
。
其
行
い
が
過
失
で
あ
ろ
う
と
、
罪
悪
で
あ
ろ
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
入
ら
な
い
。
如
来
は
、
私

の
一
切
の
行
為
に
就
て
責
任
を
負
う
て
下
さ
る
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
只
、
此
如
来
を
信
ず
る
の
み
に
て
、
常
に
平
安
に
住
す
る
こ

と
が
出
来
る28

。 

　

Ｂ
に
お
い
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
は
、
続
け
て
「
痛
み
を
し
て
痛
ま
し
め
よ
」
と
並
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
肉
体
の
煩

悶
困
頓
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
引
用
箇
所
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
逆
に
、
自
分
の
行
為
に
関
す
る
責
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任
を
、
自
分
で
引
き
受
け
る
の
で
は
な
く
如
来
に
任
せ
る
、
と
い
う
態
度
に
他
な
ら
な
い
。「
平
安
」
を
得
る
前
の
煩
悶
と
は
、
い
わ
ば

倫
理
的
な
も
の
で
あ
り
、「
如
来
は
、
私
の
一
切
の
行
為
に
就
て
責
任
を
負
う
て
下
さ
る
る
こ
と
で
あ
る
」
と
断
言
で
き
る
に
至
っ
て
解

消
さ
れ
る
。
仮
に
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
如
来
に
「
乗
托
・
寄
托
」
す
る
こ
と
の
内
に
も
ま
た
、
Ｂ
の
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
に
似

た
内
容
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
乗
托
・
寄
托
」
は
如
来
へ
の
信
仰
を
前
提
し
て
い
る
点
で
、
Ｂ
と
異
な
る
。
Ｂ
が
、
Ａ
が
不
可

能
な
場
合
の
選
択
肢
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
如
来
へ
の
「
乗
托
・
寄
托
」
は
、
責
任
を
負
っ
て
く
れ
る
如
来
へ
の
信
仰
な
し
に
は
成
り
立

た
な
い
。

　
「
乗
托
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
清
沢
満
之
の
日
記
で
あ
る
『
臘
扇
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
り
（
一
八
九
八
年
一
〇
月

二
四
日
）、
こ
の
場
合
の
「
乗
托
」
は
Ｂ
に
比
較
的
近
い
。

　
　
　

自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。

　
　

  　

只
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
死
生
、
尚
且
つ
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
ん
や
、

此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
擯
斥
、
許
多
の
凌
辱
、
豈
に
意
に
介
す
べ
き
も
の

あ
ら
ん
や
。
否
、
之
を
憂
う
る
と
雖
ど
も
、
之
を
意
に
介
す
と
雖
ど
も
、
吾
人
は
之
を
如
何
と
も
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
我
人
は
寧

ろ
、
只
管
、
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
ま
ん
か
な29

。 
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Ｂ
に
比
べ
て
、
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が
社
会
的
な
「
事
件
」
で
あ
る
点
は
未
だ
違
い
と
し
て
残
る
が
、
自
分
に
起
こ
る
出
来
事
を
そ
の

ま
ま
受
容
す
る
、
と
い
う
態
度
は
、
痛
み
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
Ｂ
の
在
り
方
に
重
な
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
で
も
、
何
に
対
し
て
「
乗

托
」
す
る
の
か
、
と
い
う
「
乗
托
」
の
対
象
が
「
絶
対
無
限
」
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
に
と
っ
て
の
「
絶
対
無
限
」
が
如
来
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
Ｂ
と
い
う
選
択
肢
は
、
や
は
り
Ａ
な
し
に
は
提
示
さ
れ
得
な
い30

。 

　

右
記
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
る
通
り
、
Ａ
が
不
可
能
な
場
合
の
選
択
肢
と
し
て
Ｂ
を
提
示
す
る
、
と
い
う
語
り
方
は
、
幾
つ
か
の
テ
キ

ス
ト
に
見
ら
れ
る
清
沢
の
思
想
に
巧
く
合
致
し
な
い
。
清
沢
の
思
想
を
踏
ま
え
て
、「
精
神
の
安
静
」
を
得
る
た
め
に
は
「
天
帝
ま
た
は

如
来
」
へ
の
信
仰
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
Ｃ
を
避
け
る
選
択
肢
と
し
て
は
Ａ
以
外
に
あ
り
得
な
い
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
も
は
や

当
初
の
三
択
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
提
示
さ
れ
る
べ
き
は
、
信
じ
て
救
済
さ
れ
る
の
か
（
Ａ
）、
信
じ
得
ず
に
苦
し
み
続
け
る
の

か
（
Ｃ
）、
と
い
う
二
択
で
あ
り
、
こ
の
と
き
Ｂ
は
削
除
さ
れ
る
か
、
Ａ
か
Ｃ
の
ど
ち
ら
か
と
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

正
岡
子
規
な
ら
ば
、
Ｂ
と
Ｃ
を
統
合
す
る
だ
ろ
う
。
既
述
の
よ
う
に
、
子
規
に
と
っ
て
「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
こ
と
は
、「
号
泣

し
て
煩
悶
し
、
死
に
至
る
」
こ
と
と
連
続
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
子
規
と
は
異
な
り
、
お
そ
ら
く
清
沢
満
之
な
ら
ば
、
Ａ
と
Ｂ
を
統
合
す
る
だ
ろ
う
、
と
想
像
さ
れ
る
。
清
沢
の
思
想
に
即

す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
で
「
た
だ
現
状
に
安
ん
ぜ
よ
」
と
述
べ
ら
れ
る
「
精
神
の
安
静
」
は
、
Ａ
の
「
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
安

ず
べ
し
」
に
見
ら
れ
る
「
信
念
」
を
前
提
す
る
。「
本
郷
の
某
氏
」
が
Ａ
と
Ｂ
を
区
別
し
て
い
る
の
に
対
し
、
清
沢
に
と
っ
て
Ａ
と
Ｂ
は

連
続
的
で
あ
り
、
Ａ
な
し
に
Ｂ
の
み
を
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る31

。 
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先
の
『
臘
扇
記
』
か
ら
の
引
用
箇
所
に
「
吾
人
は
之
を
如
何
と
も
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
如
来
へ
の
信
仰
は
多
く
の

場
合
、
Ｂ
の
「
人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
」
に
共
通
す
る
発
想
と
共
に
語
ら
れ
る
。「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信

念
）」
に
お
い
て
も
、「
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
、
と
云
う
点
が
あ
り
ま

す
」、「
我
に
は
ナ
ン
ニ
モ
分
ら
な
い
、
と
な
り
た
処
で
、
一
切
の
事
を
挙
げ
て
悉
く
之
を
如
来
に
信
頼
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
自

分
の
能
力
に
関
す
る
限
界
を
自
覚
す
る
こ
と
か
ら
如
来
へ
の
信
仰
に
至
る
、
と
い
う
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
論
考
に
は
、

様
々
な
義
務
を
果
そ
う
と
し
て
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
「
不
可
能
」
の
苦
し
み
か
ら
宗
教
に
よ
っ
て
脱
し
た
、
と
も
書
か

れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
も
Ａ
と
Ｂ
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
若
し
此
の
如
き
「
不
可
能
」
の
こ
と
の
為
に
ド
コ
迄
も
苦
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
な
れ
ば
、
私
は
ト
ッ
ク
に
自
殺
で
も
遂
げ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
然
る
に
、
私
は
宗
教
に
よ
り
て
此
苦
み
を
脱
し
、
今
に
自
殺

の
必
要
を
感
じ
ま
せ
ぬ
。
即
ち
、
私
は
無
限
大
悲
の
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
て
、
今
日
の
安
楽
と
平
穏
と
を
得
て
居
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
」32

。 

　

清
沢
の
思
想
に
お
け
る
Ａ
の
重
要
性
に
留
ま
ら
ず
、
Ａ
と
Ｂ
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
両
者
を
連
続
的
に
捉
え
る
だ
ろ
う
清
沢
と
、
Ａ
と

Ｂ
を
区
別
す
る
「
本
郷
の
某
氏
」
と
の
間
に
は
、
や
は
り
相
応
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

【
Ｂ
の
二
面
性
】

　
「
本
郷
の
某
氏
」
か
ら
の
手
紙
を
め
ぐ
る
本
稿
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
の
は
、
元
々
は
Ａ
や
Ｃ
と
異
な
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
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た
Ｂ
に
関
し
て
、
Ｂ
と
Ｃ
を
連
続
的
に
捉
え
る
視
点
（
正
岡
子
規
）
と
、
Ａ
と
Ｂ
を
連
続
的
に
捉
え
る
視
点
（
清
沢
満
之
）
で
あ
る
。
以

下
、
試
み
に
当
該
の
手
紙
の
一
部
を
略
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
視
点
を
改
め
て
示
し
、
結
論
に
代
え
る
。

　

ま
ず
、
Ｃ
の
「
も
し
右
二
者
共
に
能
は
ず
と
な
ら
ば
」
を
略
し
、
Ｂ
に
接
続
す
る
。

　
　

  

人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
た
だ
現
状
に
安
ん
ぜ
よ
現
状
の
進
行
に
任
ぜ
よ
痛
み
を
し
て
痛
ま
し
め
よ
大
化
の
な
す
が
ま

ま
に
任
ぜ
よ
天
地
万
物
わ
が
前
に
出
没
隠
現
す
る
に
任
ぜ
よ

　
　

号
泣
せ
よ
煩
悶
せ
よ
困
頓
せ
よ
而
し
て
死
に
至
ら
む
の
み33 

　

次
に
、
Ｂ
の
「
も
し
右
信
ず
る
こ
と
能
は
ず
と
な
ら
ば
」
を
略
し
、
Ａ
に
接
続
す
る
。

　
　

か
か
る
場
合
に
は
天
帝
ま
た
は
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
安
ん
ず
べ
し

　
　

  

人
力
の
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
を
さ
と
り
て
た
だ
現
状
に
安
ん
ぜ
よ
現
状
の
進
行
に
任
ぜ
よ
痛
み
を
し
て
痛
ま
し
め
よ
大
化
の
な
す
が
ま

ま
に
任
ぜ
よ
天
地
万
物
わ
が
前
に
出
没
隠
現
す
る
に
任
ぜ
よ

　

Ｂ
と
Ｃ
を
統
合
し
た
前
者
も
、
Ａ
と
Ｂ
を
統
合
し
た
後
者
も
、
特
に
違
和
感
な
く
読
ま
れ
得
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
Ａ
・
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Ｂ
・
Ｃ
す
べ
て
を
統
合
し
て
も
、
そ
の
文
章
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
翻
っ
て
、
統
合
し
得
る
三
つ

の
在
り
方
を
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
な
る
選
択
肢
と
し
て
提
示
し
て
い
る
点
に
「
本
郷
の
某
氏
」
の
思
想
の
特
徴
が
あ
る
、
と
も
考
え
ら

れ
る34

。 

　

右
の
二
種
類
の
文
章
は
、
Ｂ
の
持
つ
二
面
性
、
す
な
わ
ち
一
方
で
は
Ｃ
と
連
続
的
に
、
も
う
一
方
で
は
Ａ
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
得

る
、
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。「
現
状
の
進
行
に
任
せ
る
」
と
い
う
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
重
層
的
な
仕

方
で
理
解
す
る
見
通
し
を
得
た
こ
と
を
以
っ
て
、
本
稿
の
一
応
の
成
果
と
す
る
。

　

結
局
「
本
郷
の
某
氏
」
と
は
誰
か
、
と
い
う
問
題
に
最
終
的
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
、
本
稿
の
範
囲
を
遥
か
に
超
え
て
い
る
が
、
こ

の
問
題
に
つ
い
て
思
想
的
に
検
討
す
る
際
に
は
、
あ
た
か
も
Ａ
な
し
の
救
済
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
方
を
、
清
沢
や
彼
の
門
人

た
ち
が
採
用
し
得
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
で
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
の
範
囲
は
極
め
て
限
定
的
で
あ

り
、
本
稿
が
な
し
得
る
の
は
、
単
に
こ
の
問
い
を
提
起
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る35

。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
七
二

－

七
三
頁
。
文
末
の
「
以
下
略
」
は
引
用
元
の
記
載
で
あ
る
。

2  

山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、
一
六
三
頁
参
照
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
手
紙
が
本
当
に
清
沢
本
人
の
書
い
た
も
の
な
の

か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
山
本
伸
裕
は
疑
問
を
述
べ
て
い
る
（
註
三
五
参
照
）。
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3  
『
病
牀
六
尺
』
の
掲
載
日
な
ど
の
情
報
は
、
岩
波
文
庫
記
載
の
日
付
に
基
づ
く
。

4  
正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
六
八
頁
。
傍
点
原
文
。

5  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
六
九
頁
。
傍
点
原
文
。

6  

六
月
二
〇
日
が
「
昨
日
」
で
あ
る
よ
う
な
手
紙
を
、
六
月
二
一
日
の
朝
、
子
規
が
起
床
し
て
受
け
と
る
ま
で
の
間
に
書
き
送
っ
た
、
と
い
う
理
解
が
、

こ
の
時
期
の
郵
便
事
情
や
手
紙
の
作
法
な
ど
を
踏
ま
え
た
上
で
妥
当
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
問
わ
な
い
で
お
く
。

　
　

山
本
伸
裕
は
、
こ
の
手
紙
の
「
読
み
感
ず
る
所
あ
り
」
の
部
分
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
が
指
す
の
は
『
病
牀
六
尺
』
第
二
一
回
、
六
月
二
日
の
記
事

で
あ
る
、
と
推
測
し
て
い
る
（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、
一
六
三

－

一
六
五
頁
参
照
）。
当
該
の
記
事
の
前
半
は
次
の
通
り
で
あ

り
、
山
本
伸
裕
も
こ
の
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　

  　

余
は
今
ま
で
禅
宗
の
い
は
ゆ
る
悟
り
と
い
ふ
事
を
誤
解
し
て
居
た
。
悟
り
と
い
ふ
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
死
ぬ
る
事
か
と
思
つ
て
居

た
の
は
間
違
ひ
で
、
悟
り
と
い
ふ
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
生
き
て
居
る
事
で
あ
つ
た
。（
正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
四
三
頁
）

　
　

山
本
伸
裕
は
、
清
沢
満
之
の
門
人
が
、
清
沢
が
「
こ
の
言
葉
に
心
を
動
か
さ
れ
た
と
推
察
で
き
る
」
よ
う
な
回
想
を
書
き
残
し
て
い
る
、
と
い
う
点

を
傍
証
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
門
人
の
証
言
か
ら
、
清
沢
が
『
病
牀
六
尺
』
第
二
一
回
の
記
事
に
「
感
ず
る
所
」
が
あ
っ
た
、

と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
手
紙
に
関
し
て
は
、『
病
牀
六
尺
』
第
二
一
回
の
記
事
と
手
紙
の
内
容
と
の
隔
た
り
が
大
き
い
た
め
、
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︱
︱
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「
昨
日
貴
君
の
「
病
牀
六
尺
」
を
読
み
感
ず
る
所
あ
り
左
の
数
言
を
呈
し
候
」
の
「
読
み
感
ず
る
所
あ
り
」
は
第
二
一
回
以
外
を
指
し
て
い
る
、
と
当
面

は
考
え
て
お
く
。

7  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
七
三

－

七
四
頁
。

8  

山
本
伸
裕
は
、『
病
牀
六
尺
』
の
「
生
死
出
離
の
大
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う
部
分
に
関
連
し
て
、「
こ
の
言
葉
を
読
ん
で
、
私
が
直
感
的
に
感
じ
る

の
は
、「
精
神
の
煩
悶
」
の
根
源
を
「
死
」
に
お
い
て
捉
え
、「
生
死
出
離
の
大
問
題
」
を
宗
教
の
重
要
な
課
題
と
見
る
の
は
、
明
ら
か
に
清
沢
の
思
想

と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。「「
生
死
出
離
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
を
つ
う
じ
て
真
宗
教
学
の
柱
と
さ
れ
て
き
た
本
願
寺

八
世
・
蓮
如
の
言
葉
で
あ
る
。
蓮
如
は
『
御
文
』
に
、「
い
ま
に
お
い
て
は
、
生
死
出
離
の
一
道
な
ら
で
は
、
ね
が
う
べ
き
か
た
と
て
は
ひ
と
つ
も
な
く
、

ま
た
ふ
た
つ
も
な
し
（
夢
幻
の
よ
う
な
今
生
に
あ
っ
て
は
、
私
た
ち
は
一
も
二
も
な
く
「
生
死
出
離
の
一
道
」
を
た
だ
ひ
た
す
ら
願
う
べ
き
だ
）」（『
真

宗
聖
典
』
八
一
七
頁
）
と
書
き
つ
け
て
い
る
。
要
す
る
に
、
死
後
に
浄
土
に
生
ま
れ
て
救
わ
れ
ん
こ
と
を
、「
生
死
の
一
大
事
」
と
捉
え
、
ひ
た
す
ら
に

「
極
楽
往
生
」
を
願
う
べ
し
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
生
死
出
離
」
の
意
味
な
の
で
あ
る
」（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、

一
六
六

－

一
六
七
頁
）。
た
だ
し
、
子
規
が
「
生
死
出
離
」
と
書
い
た
際
に
、
蓮
如
に
由
来
す
る
類
の
内
容
を
特
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
否
か
、
と

い
う
点
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。『
病
牀
六
尺
』
の
当
該
の
文
章
に
お
い
て
、「
生
死
出
離
」
と
い
う
用
語
は
単
に
漠
然
と
「
宗
教
」
を
指
す
に
す
ぎ
ず
、

こ
の
用
語
の
よ
り
詳
細
な
含
意
ま
で
も
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
く
、
か
つ
「
本
郷
の
某
氏
」
の
手

紙
の
中
で
も
、
詳
し
い
仏
教
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

9  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
六
九

－

七
〇
頁
。
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10  
『
病
牀
六
尺
』
第
六
五
回
（
一
九
〇
二
年
七
月
一
六
日
掲
載
）
で
は
「
死
生
の
問
題
は
大
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
極
単
純
な
事
で
あ
る
の
で
、
一

旦
あ
き
ら
め
て
し
ま
へ
ば
直
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
よ
り
も
直
接
に
病
人
の
苦
楽
に
関
係
す
る
問
題
は
家
庭
の
問
題
で
あ
る
、
介
抱
の
問
題
で

あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
一
〇
六

－
一
〇
七
頁
参
照
）。
本
稿
は
「
本
郷
の
某
氏
」
と
の
対
比
で
、
特
に
生
理
的
・

身
体
的
な
苦
痛
に
注
目
し
て
い
る
も
の
の
、
子
規
の
語
る
「
病
人
の
苦
楽
」
つ
い
て
は
本
来
、
よ
り
多
面
的
・
多
層
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

11  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
七
一
頁
。
傍
点
原
文
。

12  

正
岡
子
規
『
病
牀
六
尺
』、
七
四
頁
。

13  

井
上
克
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
と
も
か
く
も
「
一
封
の
手
紙
」
が
満
之
の
筆
と
見
て
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
が
『
喀
血
し

た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
書
』
と
か
な
り
類
似
し
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
書
の
題
名
自
体
、
子
規
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
」（
井
上
克
人
「
凛
風
の
精
神
：
明
治
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
」、
二
九

－

三
〇
頁
）。
こ
の
部
分
に
関
し

て
、
小
西
輝
夫
『
宗
教
に
生
き
る
』
が
参
照
要
求
さ
れ
て
お
り
、
当
該
箇
所
で
同
様
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
小
西
輝
夫
『
宗
教
に
生
き
る
』、

一
〇
二

－

一
〇
三
頁
参
照
）。
ま
た
、
や
は
り
「
本
郷
の
某
氏
」
を
清
沢
満
之
で
あ
る
と
推
定
す
る
喜
田
重
行
も
、
清
沢
の
こ
の
論
文
に
言
及
し
て
い
る

（
喜
田
重
行
『
子
規
交
流
』、
二
二

－

二
三
頁
参
照
）。

　
　

な
お
、『
精
神
界
』
の
発
行
日
な
ど
に
関
す
る
情
報
は
、『
清
沢
満
之
全
集 
第
六
巻
』
に
基
づ
く
（
三
九
一
頁
参
照
）。

14  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
〇
頁
。

15  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
〇

－

一
四
七
頁
参
照
。
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16  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
〇

－

一
四
二
頁
参
照
。

17  
清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
二

－

一
四
三
頁
参
照
。

18  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
三

－

一
四
五
頁
参
照
。

19  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
四

－
一
四
六
頁
参
照
。

20  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
六
頁
参
照
。

21  

清
沢
満
之
「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」、
一
四
六
頁
。

22  

「
咯
血
し
た
る
肺
病
人
に
与
ふ
る
の
書
」
に
は
、「
若
し
人
力
に
よ
り
て
最
後
の
安
心
が
出
来
る
も
の
な
れ
は
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
前
後

の
文
脈
か
ら
、
こ
の
仮
定
は
反
語
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
読
め
る
（
一
四
四

－

一
四
五
頁
参
照
）。

23  

山
本
伸
裕
は
当
該
の
論
文
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
諸
般
の
事
情
を
鑑
み
る
に
、
清
沢
本
人
が
執
筆
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、

『
精
神
界
』
に
発
表
さ
れ
た
晩
年
の
文
章
の
中
に
い
く
つ
か
紛
れ
込
ん
で
い
る
、
第
三
者
に
よ
る
創
作
文
の
一
つ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ

る
」（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、
一
六
五
頁
）。『
精
神
界
』
所
収
の
論
文
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
山
本
伸
裕
『「
精
神
主

義
」
は
誰
の
思
想
か
』、
第
二
章
「「
雑
誌
『
精
神
界
』
所
収
論
文
」
を
検
証
す
る
」
参
照
。

24  

本
稿
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
安
冨
信
哉
編
『
清
沢
満
之
集
』（
山
本
伸
裕
校
注
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
所
収
の
も
の
を
使
用
す
る
。
同
書
で

こ
の
論
考
の
底
本
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
清
沢
満
之
の
自
筆
原
稿
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
『
精
神
界
』
第
三
巻
第
六
号
（
一
九
〇
三
年
六
月
一
〇
日
発

行
）
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
自
筆
原
稿
と
『
精
神
界
』
掲
載
の
文
章
と
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
山
本
伸
裕
「
解
題
」、
二
六
三

－

32（　）
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二
六
四
頁
参
照
。
山
本
伸
裕
『「
精
神
主
義
」
は
誰
の
思
想
か
』、
七
三

－

八
〇
頁
参
照
）。
な
お
、
原
稿
が
暁
烏
敏
宛
に
郵
送
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
三
年

五
月
三
〇
日
の
夜
で
、
清
沢
は
一
週
間
後
の
六
月
六
日
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
原
稿
が
絶
筆
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
（
山
本
伸
裕
『「
精
神
主
義
」
は

誰
の
思
想
か
』、
七
三
‐
七
四
頁
参
照
）。

25  

清
沢
満
之
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信
念
）」、
一
五
頁
。

26  

「
私
が
如
来
を
信
ず
る
心
の
有
様
」
で
あ
る
清
沢
の
「
信
念
」
を
直
ち
に
Ａ
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
、
厳
密
に
は
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、

Ａ
の
信
仰
は
「
天
帝
ま
た
は
如
来
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
清
沢
の
信
念
は
如
来
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
Ａ
の
「
如
来
と

と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
」
と
い
う
表
現
は
、「
と
も
に
あ
る
」
と
い
う
点
で
清
沢
の
文
章
と
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
違
い
に
関
す
る
検
討
も

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
に
留
め
、
清
沢
の
信
念
と
Ａ
を
半
ば
同
一
視
し
た
上
で
、
以
下
の
議
論
を

進
め
る
。

27  

清
沢
満
之
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信
念
）」、
二
一
頁
参
照
。

28  

清
沢
満
之
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信
念
）」、
二
〇

－

二
一
頁
。

29  

清
沢
満
之
「
臘
扇
記
」、
三
六

－

三
七
頁
。

30  

上
田
閑
照
は
当
該
の
引
用
箇
所
に
関
し
て
、「「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
は
満
之
に
と
っ
て
如
来
が
現
前
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
（
上
田
閑
照
「
清
沢
満
之
―
―
絶
対
他
力
に
お
け
る
「
境
遇
と
境
涯
」」、
二
六
九
頁
参
照
）。

31  

あ
る
い
は
、
Ａ
の
「
安
ん
ず
べ
し
」
の
中
に
す
で
に
Ｂ
の
内
容
も
含
ま
れ
て
お
り
、
あ
え
て
Ｂ
を
掲
げ
る
必
要
は
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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32  

清
沢
満
之
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
ず
（
我
信
念
）」、
一
六

－

一
七
頁
、
一
九

－
二
〇
頁
参
照
。

33  
一
応
こ
の
文
章
を
、
正
岡
子
規
と
の
関
連
で
挙
げ
て
お
く
が
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
精
神
的
な
苦
痛
も
含
め
て
受
容
し
よ
う
と
す
る
は
ず
の

子
規
は
、「
安
ん
じ
る
」
と
い
う
部
分
に
同
意
し
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

34  

大
峯
顯
は
、
当
該
の
手
紙
が
清
沢
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
た
上
で
、
こ
の
三
つ
の
在
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
手
紙
は
病
苦
に
対
処
す
る
た
め
の
三
つ
の
態
度
を
述
べ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
同
じ
こ
と
を
三
通
り
の
表
現
で
言
っ
た
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
じ
っ
さ
い
子
規
は
、
第
二
と
第
三
と
を
同
じ
こ
と
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
。（
中
略
）「
如
来
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
安
心
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
病
苦
の
現
実
の
あ
る
が
ま
ま
の
進
行
に
ま
か
せ
、
痛
い
と
き
は
痛
い
と
言
い
、
苦
し
い
と
き
に
は
苦
し
い
と
言
う
こ
と
と
別
な
こ
と
で
は

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
如
来
と
共
に
あ
る
」
こ
と
を
信
じ
ら
れ
ず
、「
現
状
の
進
行
に
任
ず
る
」
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
ら
、
あ
と
は
「
号
泣

せ
よ
煩
悶
せ
よ
困
頓
せ
よ
而
し
て
死
に
至
ら
む
の
み
」
と
い
う
唯
一
つ
の
現
実
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
清
沢
は
、
人
間
存
在
の
こ
の
容
赦
な
き

最
後
の
現
実
と
い
え
ど
も
、
如
来
の
摂
取
の
圏
域
の
外
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
清
沢
が
い
う
如
来
と

は
、
そ
れ
が
な
い
と
人
間
は
生
き
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
の
名
で
あ
っ
た
」（
大
峯
顯
「
本
郷
の
某
氏
よ
り
の
手
紙
」、
三
頁
）。

　
　

仮
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
す
べ
て
を
統
合
す
る
場
合
、
お
そ
ら
く
解
釈
上
の
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、「
安
ん
ず
べ
し
」「
安
ん
ぜ
よ
」
と
「
煩
悶
せ
よ
」
と

の
整
合
性
で
あ
る
。「
本
郷
の
某
氏
」
が
「
貴
君
の
苦
痛
」
か
ら
の
救
済
を
意
図
し
て
い
る
以
上
、
Ａ
と
Ｂ
の
統
合
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、
手
紙
の
差

出
人
に
と
っ
て
「
精
神
の
安
静
」
と
「
煩
悶
」
と
の
対
立
は
最
後
ま
で
解
消
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
考
慮
し
な
い
で
お
く
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
煩
悶
」
と
両
立
し
得
る
よ
う
な
水
準
に
「
精
神
の
安
静
」
を
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
解
釈
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

34（　）

四
九
六



35  
「
本
郷
の
某
氏
」
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
解
答
は
保
留
し
た
上
で
、
幾
ら
か
付
言
し
て
お
く
。

　
　

こ
の
手
紙
は
「
清
沢
満
之
」
の
名
義
で
書
か
れ
た
、
と
前
提
さ
れ
た
上
で
、
清
沢
以
外
の
誰
か
が
こ
の
手
紙
を
書
い
た
、
と
主
張
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
長
谷
川
徹
は
「
こ
の
差
出
人
「
本
郷
の
某
氏
」
は
満
之
本
人
で
あ
る
の
か
、
そ
の
他
の
門
人
な
の
か
」
と
い
う
問
題
に
言
及
し
、
本
郷
の
「
浩
々
洞
」

関
係
者
の
名
前
を
挙
げ
、
さ
ら
に
「
本
郷
に
は
満
之
の
影
響
を
受
け
た
近
角
常
観
の
求
道
学
舎
な
ど
」
も
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
長
谷
川
徹

「
明
治
文
学
界
の
思
想
的
交
響
圏
」、
一
五
二

－

一
五
四
頁
参
照
）。
清
沢
の
関
係
者
だ
け
に
限
っ
て
も
様
々
な
可
能
性
が
あ
り
、
決
定
的
な
論
拠
を
欠
く

限
り
、
差
出
人
を
誰
か
一
人
に
特
定
す
る
の
は
難
し
い
。

　
　

山
本
伸
裕
は
、『
病
牀
六
尺
』
の
記
事
に
あ
る
「
生
死
出
離
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
死
の
直
前
ま
で
、
清
沢
が
挑

み
続
け
た
の
は
、「
生
死
出
離
」
な
ど
の
仏
教
語
、
就
中
、
蓮
如
教
学
の
隆
盛
に
よ
り
宗
教
的
生
命
を
失
い
か
け
て
い
た
旧
い
真
宗
の
用
語
を
一
切
用
い

る
こ
と
な
く
、
斬
新
な
哲
学
の
言
葉
で
宗
教
の
思
想
的
構
造
を
語
り
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
蓮
如
教
学
に
お
い

て
真
宗
の
中
心
課
題
と
見
な
さ
れ
て
い
た
「
生
死
出
離
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
清
沢
が
持
ち
出
し
て
く
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
不

自
然
で
あ
る
」（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、
一
六
七
頁
）。「
で
は
、「
生
死
出
離
」
を
宗
教
の
要
と
す
る
内
容
の
手
紙
を
正
岡
子
規

に
書
き
送
っ
た
の
が
、
清
沢
満
之
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
手
紙
を
清
沢
の
名
前
で
子
規
に
書
い
て
寄
こ
し
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
、

門
人
の
暁
烏
敏
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
て
い
る
」（
同
書
、
一
七
三
頁
）。「
本
郷
の
某
氏
」
が
暁
烏
敏
か
否
か
を
め
ぐ
る
議
論
は
と
も
か
く
、『
病
牀

六
尺
』
の
記
事
の
み
を
見
る
限
り
、「
生
死
出
離
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
は
子
規
で
あ
り
、「
本
郷
の
某
氏
」
の
手
紙
に
こ
の
言
葉
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
だ
け
を
根
拠
に
、
当
該
の
手
紙
は
清
沢
本
人
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仮
に
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差
出
人
の
名
前
が
「
清
沢
満
之
」
な
ら
ば
、
や
は
り
清
沢
自
身
が
書
い
た
、
と
い
う
可
能
性
も
未
だ
除
外
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

そ
も
そ
も
、
差
出
人
の
名
前
が
「
清
沢
満
之
」
だ
っ
た
だ
ろ
う
、
と
推
定
す
る
根
拠
は
何
か
。
子
規
は
そ
の
名
前
に
つ
い
て
「
余
は
知
ら
ぬ
人
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
子
規
の
言
葉
に
関
し
て
は
、
記
さ
れ
て
い
た
名
前
が
「
清
沢
満
之
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
子
規
は
清
沢
の
名
前
を
知
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、「
多
分
面
識
を
得
て
い
な
い
こ
と
と
、
私
信
を
公
表
す
る
配
慮
か
ら
の
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」（
井
上
克
人
「
凛
風
の

精
神
：
明
治
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
」、
二
九
頁
。
小
西
輝
夫
『
宗
教
に
生
き
る
』、
一
〇
二
頁
参
照
）
と
の
指
摘
や
、「
子
規
の
言
葉
に
は
、
明
ら
か
な
嘘
が

含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、「
師
の
名
声
を
利
用
し
て
、
自
ら
の
旧
い
真
宗
の
信
仰
の
味
わ
い
を
世
間
に
売
り
込
も
う
と
す
る
、
一
部
の
門
人
ら
の
思

惑
を
察
知
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
山
本
伸
裕
『
清
沢
満
之
と
日
本
近
現
代
思
想
』、
一
七
四

－

一
七
六
頁
参

照
）。
様
々
な
推
測
は
可
能
で
あ
る
に
せ
よ
、
子
規
の
言
葉
を
文
字
通
り
に
受
け
と
り
、
も
し
子
規
が
清
沢
の
名
前
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る

な
ら
ば
、
子
規
が
「
知
ら
ぬ
人
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
以
上
、
こ
の
手
紙
に
差
出
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
名
前
は
「
清
沢
満
之
」
で
は
な
か
っ
た
、

と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
『
病
牀
六
尺
』
の
記
事
に
お
い
て
「
以
下
略
」
と
さ
れ
た
部
分
に
何
が
書
か
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
子
規
の
記
し
た
「
大
略
」
が
、
手
紙
の

一
言
一
句
を
正
確
に
書
き
写
し
た
も
の
か
否
か
も
定
か
で
は
な
い
。「
本
郷
の
某
氏
」
に
関
し
て
現
時
点
で
与
え
ら
れ
て
い
る
情
報
は
、
そ
の
正
体
を
特

定
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
、
と
感
じ
ら
れ
る
。
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