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は
じ
め
に

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
上
田
秋
成
を
、
ま
ず
『
雨
月
物
語
』『
春

雨
物
語
』と
い
っ
た
小
説
の
作
者
と
し
て
認
識
す
る
。
同
時
代
人
は
、

国
学
者
、
歌
人
の
面
を
重
視
す
る
。
そ
れ
以
外
に
秋
成
に
は
茶
人
、

俳
人
の
面
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
秋
成
の
文
事
へ

の
評
価
で
あ
る
。

秋
成
は
実
業
の
面
で
医
者
で
あ
っ
た
。
養
子
先
で
あ
り
、
長
じ
て

そ
の
家
業
を
つ
い
だ
紙
油
商
島
屋
が
三
十
八
歳
で
類
焼
し
て
の
ち
、

医
の
修
業
を
は
じ
め
、
そ
の
の
ち
五
十
四
歳
ま
で
、
秋
成
は
医
を
生

業
と
し
た
。
紙
油
商
の
主
人
に
な
る
こ
と
は
、
養
子
で
あ
っ
た
秋
成

に
と
っ
て
、
定
め
で
あ
っ
た
。
類
焼
後
、
秋
成
は
商
人
と
し
て
の
再

出
発
は
図
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
縁
の
な
か
っ
た
医
業
を
自
ら
の
意
志
で

選
ん
だ
。
ま
た
、
そ
の
医
業
へ
生
活
の
中
の
ほ
と
ん
ど
の
精
力
を
注

ぎ
込
ん
だ
。
そ
し
て
、あ
る
時
期
に
な
り
秋
成
は
医
業
か
ら
離
れ
た
。

秋
成
に
と
っ
て
実
業
で
あ
っ
た
医
業
は
、
一
見
し
て
秋
成
の
文
事

と
関
係
が
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
医
は
科
学
で
あ
り
、

そ
の
運
用
に
は
思
想
が
付
帯
す
る
。
よ
っ
て
、
文
事
と
の
相
互
の
影

響
関
係
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
当
時
の
医
学
状
況
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
秋
成
と
医

業
に
つ
い
て
も
う
一
度
整
理
し
、
秋
成
に
お
け
る
医
業
の
意
義
を
検

討
す
る
。

秋
成
時
代
の
医
学
状
況

江
戸
時
代
の
医
学
は
、
蘭
方
を
除
く
と
、
後ご

世せ
い

派は

（
道
三
流
）
と

古
医
方
（
古
方
派
）
に
大
別
で
き
る
。
ま
ず
、
主
流
と
な
っ
た
の
は

秋
成
と
医
業

吉
丸
雄
哉
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後
世
派
で
あ
る
。
安
土
桃
山
時
代
に
田
代
三さ
ん

喜き

（
寛
正
６
―
天
文
７
）

が
明
に
渡
り
、
金
・
元
代
の
李り

東と
う
え
ん垣
・
朱し
ゅ
た
ん
け
い

丹
渓
の
流
れ
を
汲
む
医
学

を
十
二
年
間
学
ん
で
帰
国
し
、
日
本
の
医
学
に
革
新
を
起
こ
し
た
。

田
代
三
喜
に
学
ん
だ
曲ま

な

せ
直
瀬
道ど
う
さ
ん三

（
永
正
４
―
明
応
４
）
が
そ
の
教
え

を
広
め
、
一
門
を
形
成
し
た
。
十
七
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
、
大
勢

を
占
め
た
。
田
代
三
喜
が
伝
え
た
李
朱
医
学
は
そ
れ
ま
で
日
本
に
あ

っ
た
医
学
に
比
べ
て
進
ん
で
い
た
が
、
陰
陽
五
行
説
や
五
運
六
気
説

な
ど
、
観
念
的
な
思
想
を
土
台
に
論
を
組
み
立
て
る
傾
向
が
あ
っ
た

の
で
、
実
証
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
唐
・
宋
以
降
の
書
物
を
基
礎
と
し
た
金
・
元
代
の
医

学
と
違
い
、
さ
ら
に
古
い
『
傷
寒
論
』
の
よ
う
な
古
文
献
に
学
ぶ
こ

と
を
主
張
す
る
一
派
、
古
医
方
（
古
方
派
）
が
あ
ら
わ
れ
た
。
名
古

屋
玄
医
（
寛
永
５
―
元
禄
９
）
を
嚆
矢
と
し
、
後
藤
艮こ
ん
ざ
ん山

（
万
治
２
―

享
保
18
）
が
継
承
、
発
展
さ
せ
た
。

こ
の
傾
向
は
、
儒
学
に
お
け
る
古
学
と
軌
を
一
に
す
る
。
時
間
の

経
過
と
と
も
に
科
学
の
発
展
が
な
さ
れ
る
と
い
う
現
代
的
な
史
観
に

よ
れ
ば
、
古
い
時
代
の
医
書
よ
り
新
し
い
時
代
の
医
書
が
す
ぐ
れ
て

い
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、古
医
方
が
重
視
し
た
『
傷
寒
論
』

は
観
念
的
な
要
素
が
薄
く
、
経
験
に
基
づ
き
実
証
的
で
あ
り
、
の
ち

の
中
国
医
学
が
道
教
や
仏
教
の
影
響
で
、
観
念
的
な
色
彩
を
増
す
の

に
比
べ
る
と
、『
傷
寒
論
』
の
ほ
う
が
科
学
的
と
い
え
た
。

古
医
方
は
日
本
独
自
の
流
派
で
、
医
者
の
風
体
も
医
論
も
独
特
で

あ
る
。
古
医
方
医
の
外
見
の
特
徴
と
い
え
ば
、
総
髪
で
あ
る
。
後
藤

艮
山
が
僧
形
を
や
め
て
、
総
髪
・
平
服
に
す
る
ま
で
、
医
者
は
す
べ

て
僧
形
で
あ
っ
た
。
艮
山
の
影
響
の
た
め
、門
人
の
香
川
修
庵（
修
徳
）

や
山
脇
東
洋
な
ど
古
医
方
の
医
者
は
総
髪
が
多
い
。

後
藤
艮
山
の
弟
子
の
香
川
修
庵
（
天
和
３
―
宝
暦
５
）
は
、
よ
り
実

証
性
を
重
ん
じ
、『
一
本
堂
行
余
医
言
』（
天
明
８
刊
）『
一
本
堂
薬
選
』

（
上
編
享
保
16
・
下
編
同
19
頃
成
・
続
編
元
文
３
刊
）
と
い
っ
た
独
自
の

医
学
書
を
記
し
た
。
儒
学
と
医
学
と
そ
の
根
本
を
同
じ
と
す
る
儒
医

一
本
論
で
も
知
ら
れ
る
。
秋
成
の
医
学
の
師
と
目
さ
れ
る
都
賀
庭
鐘

は
香
川
修
庵
門
下
で
あ
る
。

吉よ
し
ま
す
と
う
ど
う

益
東
洞
（
元
禄
15
―
安
永
２
）
は
古
医
方
の
集
成
者
で
あ
り
、
す

べ
て
の
病
気
の
原
因
を
一
つ
と
す
る
万
病
一
毒
説
を
唱
え
、
病
因
を

知
る
た
め
に
腹
診
を
重
視
し
た
。
ま
た
、
死
体
の
解
剖
を
行
い
『
蔵

志
』（
宝
暦
４
成
、
同
９
刊
）
と
し
て
、
そ
の
所
見
を
出
版
し
た
山
脇

東
洋
（
宝
永
２
―
宝
暦
12
）
も
古
医
方
の
医
者
で
あ
る
。
十
八
世
紀
後

半
の
上
方
は
、
古
医
方
が
席
捲
し
て
い
た
。
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浮
世
草
子
『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』『
世
間
妾
形
気
』
の

中
の
医
者

秋
成
が
残
し
た
浮
世
草
子
『
諸し
ょ
ど
う
き
き
み
み

道
聴
耳
世せ

間け
ん
ざ
る狙

』（
明
和
３
刊
）『
世

間
妾て
か
け
か
た
ぎ

形
気
』（
明
和
４
刊
）
に
も
医
者
が
登
場
す
る
。
当
時
の
医
学
の

状
況
を
反
映
し
て
、
古
医
方
の
医
者
が
多
い
。

『
世
間
狙
』
四
の
三
の
中
心
人
物
で
あ
る
茨
木
屋
の
唐
土
太
夫
の

父
は
「
親
は
も
と
長
崎
の
生
れ
司し

ば馬
忠ち
う
あ
ん庵
と
い
ふ
儒じ
ゆ

医い

。
不
仕し

合
せ

よ
り
大
坂
へ
引
越
し
て
お
ら
ん
だ
流
の
外ぐ
は
い
り
や
う料

を
仕
か
け
し
に
。
幾い
く

ほ
ど
も
な
く
過
ゆ
き
け
れ
ば
」
と
古
医
方
と
蘭
方
を
学
ん
で
い
る
。

『
妾
形
気
』
一
の
二
で
、
浦
嶋
寿
斎
と
い
う
老
医
の
娘
、
お
春
の

婿
と
な
っ
た
甚
蔵
は
「
甚
蔵
養や
う

父ふ

の
医ゐ

業げ
う

を
受
つ
ぎ
て
。
忌き

中ち
う

の

月さ
か
や
き代

を
其
ま
ゝ
に
四し

方ほ
う
が
み髪

（
注
、
総
髪
の
こ
と
）
の
厚あ
つ

び
た
い
」
と
記

さ
れ
る
。
総
髪
は
、
古
医
方
の
証
し
で
あ
る
。
も
と
も
と
寿
斎
が
古

医
方
で
あ
り
、
甚
蔵
も
そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
妾
形
気
』
一
の
三
、
お
春
の
四
人
目
の
夫
も
医
者
で
あ
る
。

「
成な
れ
あ
い相
寺
の
住ぢ
う
ぢ持
の
甥を
い
た
も
ん

多
門
。
幼
少
よ
り
京
学が
く

に
の
ぼ
せ
し
が
。
今

年
廿
五
才
に
て
本
国
な
つ
か
し
く
下
り
し
を
。
す
ゝ
め
こ
み
て
伯を

父じ

坊ぼ
ん

の
媒
な
か
だ
ち

。
儒じ
ゆ

は
宇
野
三
平
が
書し
よ
せ
い生
。
医ゐ

門も
ん

は
古こ

法ほ
う

を
信し
ん

じ
て
傷
し
や
う

寒か
ん

論ろ
ん

に
億を
く
せ
つ説
の
見け
ん
し
き識
自ぢ

慢ま
ん

。
爰
ら
ま
れ
な
る
博は
く
し
き識
に
。
上か
み

京
風
の
い

た
り
仕
出
し
な
男
ぶ
り
」
と
、
古
医
方
の
儒
医
で
あ
る
。
都
で
流
行

の
古
医
方
を
学
び
、
意
気
揚
々
と
し
た
姿
で
あ
る
が
、「
さ
れ
ば
医い

者し
や

と
干ほ
し
か
ぶ
ら蕪
は
若
い
う
ち
に
は
賞し
や
う
く
は
ん翫
せ
ず
。
汗か
ん

吐と

げ下
ば
い
毒
の
古
方

は
人
恐
れ
て
。
後ご

藤と
う

流り
う

と
や
ら
い
ふ
も
の
は
。
荒あ
ら
り
や
う
じ

療
治
て
こ
わ
い
物

じ
や
げ
な
と
。
田い
な
か舎
形
気
に
か
て
つ
け
ね
ば
」
と
流
行
ら
な
い
。

貝
原
益
軒
『
養
生
訓
』（
正
徳
３
刊
）
は
、
医
学
で
十
年
、
病
功
十

年
、
合
わ
せ
て
二
十
年
か
け
て
良
医
と
な
る
と
す
る
。「
医
者
と
出

家
は
老
た
る
が
よ
し
」（『
譬
喩
尽
』
天
明
６
序
写
）
と
も
あ
り
、
経
験

を
積
ん
だ
老
医
が
よ
い
と
は
通
説
で
あ
っ
た
。
現
代
の
老
医
が
や
や

も
す
れ
ば
新
薬
や
新
療
法
に
疎
く
、
名
医
と
は
限
ら
な
い
の
と
異
な

る
。「

汗
吐
下
」
は
『
傷
寒
論
』
に
あ
る
治
療
法
で
、
発
汗
剤
・
吐
剤

・
下
剤
を
使
っ
て
体
の
老
廃
物
や
毒
素
を
出
す
こ
と
。
吉
益
東
洞
は

万
病
一
毒
説
を
と
り
、「
毒
（
薬
）
を
も
っ
て
毒
を
制
す
」
と
、
薬
に

よ
り
毒
の
排
出
を
は
か
っ
た
。
積
極
的
に
強
い
薬
を
使
う
の
で
、
効

果
が
で
や
す
い
反
面
、
体
に
負
担
が
か
か
る
と
不
安
が
ら
れ
た
。
後

藤
流
の
後
藤
は
、
後
藤
艮
山
で
あ
る
が
、
直
接
の
弟
子
で
な
い
吉
益

東
洞
も
含
め
た
古
医
方
全
般
を
こ
こ
で
は
さ
す
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
永
井
堂
亀
友
『
笑し
ょ
う

談だ
ん

医い

者し
ゃ

気か
た
ぎ質

』
二
の
二
（
安
永
３
刊
）

で
は
、剃
髪
の
医
師
が
と
っ
た
婿
養
子
が
儒
医
で
髪
を
剃
ら
な
い
が
、

儒
医
で
は
堅
苦
し
く
て
患
者
が
つ
か
な
い
。そ
こ
で
計
略
を
用
い
て
、

剃
髪
さ
せ
る
。
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江
戸
時
代
に
は
患
者
に
対
し
て
、医
療
行
為
以
外
で
収
入
を
得
る
、

い
わ
ゆ
る
幇た
い
こ間
医
者
が
い
た︶

1
︵

。
幇
間
医
者
も
秋
成
の
浮
世
草
子
に
登

場
す
る
。

『
世
間
狙
』
五
の
三
に
は
「
黒
紬つ
む
き

の
小あ
づ
き豆

色い
ろ

。
絵ゑ

し師
共
見
ゆ
る

山さ
ん
す
い水
な
医い

者し
や

」
が
登
場
し
、
勘
当
さ
れ
隠
棲
す
る
富
太
郎
に
「
扨
此

間
の
一
休き
う

の
自し

画ぐ
は

賛さ
ん

は
塩あ
ん
ば
い梅

よ
ふ
は
ま
つ
た
が
。
芭ば

蕉せ
を

の
手
紙
が
文

ン
が
う
ま
過
る
と
い
き
か
ね
る
。
も
そ
つ
と
御
気
を
付
ら
れ
い
。
是

は
其
割
符
」
と
割
り
前
の
金
一
両
を
渡
し
て
、
次
の
偽
の
書
画
づ
く

り
を
依
頼
す
る
。

の
ち
に
『
胆
大
小
心
録
』
六
十
九
（
文
化
５
成
写
）
で
「
医
に
な

る
始
に
、
願
心
を
立
て
、
金
口
入
、
た
い
こ
持
、
仲
人
、
道
具
の
取

つ
ぎ
は
せ
ま
い
と
い
ふ
て
、
一
生
せ
な
ん
だ
事
じ
や
」
と
秋
成
は
述

べ
る
が
、
医
業
以
外
で
利
益
を
得
る
こ
と
に
励
む
、
い
わ
ゆ
る
幇
間

医
者
の
実
態
を
秋
成
は
早
く
か
ら
よ
く
見
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。『

世
間
狙
』
三
の
二
は
、
軽
業
で
鍛
え
た
口
上
を
も
と
に
売
薬
を

成
功
さ
せ
る
男
を
扱
っ
た
話
だ
が
、そ
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

国
に
宰さ
い
し
や
う相

と
な
ら
ず
ば
儒じ
ゆ

医い

と
な
り
て
人
を
す
く
は
ん
と
あ

れ
ど
。
其
す
く
ふ
と
い
ふ
事
あ
み
だ
如に
よ
ら
い来
の
方
へ
ゆ
づ
り
て
。

此
度
は
愚く

老ら
う

も
大
切
に
は
存
じ
た
れ
ど
。
是
は
全
く
昨
夜
の
雨

風
で
時
気
を
う
け
ら
れ
た
と
見
へ
ま
す
と
。
い
は
る
ゝ
へ
り
口

無
理
で
な
し
。
我
ち
か
ら
一
は
い
是
で
癒
ら
ふ
と
お
も
ふ
た
所

は
い
か
に
も
薬
ち
が
ひ
で
な
い
道
理
。
十
四
経
難
経
は
よ
む
と

も
脈み
や
く

は
め
つ
た
に
見
へ
ぬ
物
じ
や
げ
な
。
人
の
手
と
ら
ま
へ

て
尺
八
籟ふ
き

の
ゆ
び
つ
か
ひ
其
間
に
心
で
は
。
こ
ゝ
は
三
分
薬
に

し
て
来
れ
ば
。陳ち
ん

皮ひ

独ど
つ
く
は
つ活
桔き
き
や
う梗
の
類た
ぐ
ひ

を
た
ん
と
も
ら
ね
ば
と
。

胸
の
内
の
十そ

露ろ

盤ば
ん

が
二
進
も
三
進
も
ゆ
か
ぬ
段
に
な
り
て
。
医ゐ

は
そ
も
薬や
く
り
や
う料

の
官
な
ん
ぞ
死し

命め
い

の
官
に
預
か
ら
ん
と
は
。
さ

り
と
は
よ
い
逃
口
な
れ
ど
。
定ぢ
や
う
ご
う業
と
い
ふ
得
心
が
あ
れ
ば
こ

そ
。
親
の
敵か
た
き

じ
や
立
上
つ
て
勝し
や
う
ぶ負

せ
い
と
い
ふ
て
く
る
人
も

な
し
。

冒
頭
部
は
宋
史
崔
与
之
伝
「
与
之
父
世
明
、
試
有
司
連
黜
、
毎
曰
、

不
為
宰
相
、
則
為
良
医
、
遂
究
心
岐
黄
之
書
（
注
、
医
書
の
こ
と
）」

に
拠
る
。
続
き
の
「
此
度
は
愚
老
」
か
ら
「
薬
ち
が
ひ
で
な
い
道
理
」

は
、診
療
中
の
患
者
の
病
気
が
治
ら
な
い
こ
と
へ
の
言
い
訳
で
あ
る
。

「
十
四
経
、
難
経
は
よ
む
と
も
脈
は
め
つ
た
に
見
へ
ぬ
物
じ
や
げ
な
」

は
、
医
書
は
読
ん
で
も
、
臨
床
に
疎
い
こ
と︶

2
︵

。
尺
八
を
吹
く
と
き
の

指
つ
き
で
、
脈
を
診
る
が
、
心
の
中
で
は
、
一
服
銀
三
分
の
薬
で
ど

う
す
れ
ば
効
率
よ
く
稼
げ
る
か
を
考
え
て
い
る
。「
医
は
そ
も
薬
料

の
官
…
…
人
も
な
し
」
は
、
古
医
方
の
中
で
特
に
影
響
力
の
あ
っ
た

吉
益
東
洞
の
見
解
を
ま
と
め
た
『
医
断
』
を
念
頭
に
お
く
。
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吉
益
東
洞
の
『
医
断
』

『
医
断
』
は
吉
益
東
洞
の
医
学
観
を
記
す
。
東
洞
の
門
人
鶴
元
逸

の
名
義
で
宝
暦
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
陰
陽
五
行
説
や
五
運
六
気
と

い
っ
た
観
念
的
な
医
説
を
退
け
、
病
理
、
診
断
、
薬
方
に
関
し
て
経

験
に
基
づ
く
科
学
的
見
解
を
述
べ
る
。
こ
の
書
は
畑
黄
山『
斥
医
断
』

（
宝
暦
12
刊
）
を
は
じ
め
、
諸
家
の
反
発
を
招
い
た
が
、
特
に
問
題
と

な
っ
た
の
は
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
司
命
」
と
「
死
生
」
で
あ
っ
た
。

東
洞
は
「
司
命
」
の
項
に
お
い
て
、
医
を
「
司
命
の
官
」
と
す
る

の
は
扁
鵲
（
古
代
中
国
の
伝
説
的
名
医
）
の
言
に
も
と
づ
き
、「
疾
は
骨

髄
に
在
り
、
司
命
と
雖
も
之
を
奈い
か
ん如

す
る
こ
と
無
し
」
が
そ
れ
に
あ

た
る
と
指
摘
す
る
が
、
扁
鵲
自
身
が
司
命
（
生
死
を
つ
か
さ
ど
る
）
で

あ
る
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
。「
死
生
」
の
項
は
長
い
が

重
要
な
た
め
全
文
を
引
用
す
る
。

死
生

死
生
は
命め

い

な
り
。
天
よ
り
之
を
作な

す
。
其
れ
唯
、
天
よ
り
之
を

作な

す
。
医
焉い
づ
く

ん
ぞ
能
く
之
を
死
生
せ
ん
や
。
故
に
仁
を
延
ば

す
こ
と
能
は
ず
。
勇
も
奪
ふ
こ
と
能
は
ず
。
智
も
測
る
こ
と
能

は
ず
。
医
も
救
ふ
こ
と
能
は
ず
。
唯た
ゞ

疾
病
に
因
つ
て
死
を
致
す

は
命
に
非
ざ
る
な
り
。
毒
薬
の
能
く
治
す
る
と
こ
ろ
の
み
。
蓋

し
死
生
は
医
の
与あ

づ

か
ら
ざ
る
所
な
り
。
疾
病
は
医
の
当ま
さ

に
治
す

べ
き
所
な
り
。
故
に
先
生
曰
く
、
人
事
を
尽
し
て
天
命
を
待
つ

と
。
苟
い
や
し
く

も
人
事
を
之
れ
尽
さ
ず
、
豈
に
命
に
委ゐ

す
る
こ
と
を

得
ん
や
。
こ
の
故
に
、
術
の
明
か
な
ら
ず
、
方
の
中あ
た

ら
ず
し
て

死
を
致
す
は
、
命
に
非
ず
。
古
の
方
を
執
て
今
の
病
に
体
し
、

能
く
仲
景
の
規
矩
に
合
し
て
死
す
る
は
、
命
な
り
。
諸こ
れ

を
鬼
神

に
質
し
て
吾わ
れ
は
づ愧

る
こ
と
無
し
。

「
死
生
命
な
り
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、『
論
語
』
顔
淵
篇
の
「
死

生
命
あ
り
、
富
貴
天
に
あ
り
」
に
基
づ
く
。
こ
れ
は
日
本
の
儒
家
の

常
識
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
太
宰
春
台
『
聖
学
問
答
』（
享
保
17
序
、

同
21
刊
）
は
「
命
尽
ざ
る
ほ
ど
は
、
必
死
の
地
に
居
て
も
死
せ
ず
。

命
尽
れ
ば
、
耆
婆
（
古
代
イ
ン
ド
の
名
医
）・
扁
鵲
が
禁
方
に
て
も
、

生し
ょ
う
じ
ん身

の
不
動
観
音
の
加
持
に
て
も
、
活
す
こ
と
能
は
ず
」
と
記
す
。

で
は
、
人
間
の
死
生
が
天
命
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
し
て
医
者
は
何

を
で
き
る
の
か
。
そ
れ
に
答
え
を
出
し
た
の
が
、
東
洞
で
あ
っ
た
。

東
洞
は
、「
死
生
命
あ
り
」
と
い
う
従
来
の
儒
説
を
尊
重
し
つ
つ
、「
唯

疾
病
に
因
つ
て
死
を
致
す
は
命
に
非
ざ
る
な
り
」「
蓋
し
死
生
は
医

の
与
か
ら
ざ
る
所
な
り
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
『
医
断
』
は
、
一
見

し
て
天
命
の
全
肯
定
の
よ
う
だ
が
、
実
際
は
、
死
生
を
医
療
行
為
と

切
り
離
し
、
医
者
に
「
人
事
を
尽
く
す
」
こ
と
を
勧
め
た
。
天
命
の

存
在
を
認
め
つ
つ
、
逆
説
的
に
医
療
に
関
し
て
「
死
生
は
医
の
与
か

ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」と
天
命
を
医
業
の
埒
外
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
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『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
の
「
医
は
そ
も
薬
料
の
官
な
ん
ぞ
死
命
の

官
に
預
か
ら
ん
」
も
、
こ
の
『
医
断
』
の
内
容
が
念
頭
に
あ
る
が
、

こ
れ
を
「
逃
口
上
」
と
し
た
の
は
秋
成
の
み
の
見
解
で
は
な
か
っ
た
。

早
く
『
医
断
』
に
論
駁
し
た
畑
黄
山
『
斥
医
断
』（
宝
暦
12
刊
）
を
は

じ
め
、
東
洞
と
同
じ
く
古
医
方
で
、
後
藤
艮
山
の
流
れ
を
汲
む
山
脇

東
門
や
亀
井
南
溟
も
、「
死
生
は
医
の
与
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」
と

い
う
見
解
が
医
者
の
責
任
逃
れ
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。

「
逃
口
上
」
に
聞
こ
え
て
も
、「
定
業
と
い
ふ
得
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
。

親
の
敵
じ
や
立
上
つ
て
勝
負
せ
い
と
い
ふ
て
く
る
人
も
な
し
」
と
い

う
の
は
、
結
局
、
普
通
の
人
々
が
天
命
（
寿
命
）
の
存
在
を
認
め
て

い
た
こ
と
で
あ
り
、ま
た
こ
れ
は
秋
成
の
見
解
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

な
お
、『
医
断
』の
浄
書
者
は
上
田
秋
成
と
い
う
同
名
異
人
で
あ
る
。

秋
成
が
開
業
後
に
秋
成
を
号
と
し
た
こ
と
が
、
偶
合
か
何
ら
か
の
効

果
を
狙
っ
て
か
、
関
連
は
不
明
で
あ
る︶

3
︵

。

『
雨
月
物
語
』「
菊
花
の
約
」
と
生
死

秋
成
に
と
っ
て
、
天
命
（
天
が
与
え
た
寿
命
）
は
重
大
な
関
心
事
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
秋
成
は
五
歳
の
と
き
に
痘
瘡
に
罹
患
し
、
生

死
の
間
を
さ
ま
よ
っ
た
。
秋
成
の
養
父
母
は
深
夜
に
加
島
稲
荷
（
香

具
波
志
神
社
）
に
参
詣
し
、
秋
成
の
助
命
を
祈
っ
た
。
す
る
と
、「
夢

に
神
告
げ
て
曰
ふ
、
汝
が
子
の
病
篤
し
、
汝
の
愛
情
の
切
な
る
に
感

じ
、当
今
死
を
免
じ
、且
つ
寿
六
十
八
を
与
へ
ん
」（『
献
神
和
歌
帖
』
序
）

と
し
て
、
一
命
を
取
り
と
め
た
と
い
う
。

な
お
、
病
弱
で
あ
っ
た
秋
成
が
自
身
の
健
康
に
関
心
を
持
ち
、
日

頃
よ
り
医
書
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、

浮
世
草
子
の
内
容
か
ら
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
素
人
な
が
ら
自
ら
医

薬
の
調
合
を
行
っ
た
経
験
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
年
に
医

業
を
選
択
す
る
下
地
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

秋
成
の
小
説
の
う
ち
、『
雨
月
物
語
』「
菊
花
の
約
」
に
は
、
病
い

と
天
命
に
ま
つ
わ
る
内
容
が
あ
る
。

簡
単
な
が
ら
、
該
当
箇
所
の
梗
概
を
述
べ
る
。

播
磨
国
加
古
の
丈
部
左
門
と
い
う
儒
者
が
、
あ
る
と
き
同
じ
里

の
あ
る
人
の
と
こ
ろ
で
昔
の
話
を
し
て
い
る
と
壁
の
向
こ
う
か

ら
人
の
苦
し
む
声
が
聞
こ
え
た
。
そ
こ
で
左
門
は
主
人
に
聞
く

と
、
あ
る
侍
風
の
旅
人
を
泊
め
た
が
、
そ
の
夜
か
ら
発
熱
し
、

起
き
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
に
な
り
、
主
人
も
困
っ
て
い
る

と
い
う
。
左
門
は
旅
人
に
同
情
し
て
、
そ
の
様
子
を
見
よ
う
と

す
る
が
、
主
人
は
「
瘟お
ん
べ
う病

（
流
行
病
）
は
人
を
過あ
や
ま

つ
物
」
と
止

め
る
。
左
門
は
笑
っ
て
「
死し

生せ
い
め
い命

あ
り
。
何
の
病
か
人
に
伝つ
た

ふ

べ
き
。
こ
れ
ら
は
愚ぐ

俗ぞ
く

の
こ
と
ば
に
て
吾
們
と
も
が
ら

は
と
ら
づ
」
と

言
い
、
患
者
を
診
た
。
そ
の
後
も
看
病
を
続
け
、
患
者
の
男
も

し
だ
い
に
回
復
し
た
。
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「
死
生
命
あ
り
」
が
『
論
語
』
に
基
づ
く
こ
と
は
既
述
。
ま
た
、「
菊

花
の
約
」
の
粉
本
に
あ
た
る
『
古
今
小
説
』「
范
巨
卿
雞
黍
死
生
交
」

の
張
劭
の
言
葉「
死
生
命
有
、安
有
病
能
過
人
之
理
、吾
須
視
之
。（
死

生
命
あ
り
、
安
ん
ぞ
病
の
能
く
人
を
過
つ
の
理
あ
ら
ん
や
、
吾
須
つ
て
こ
れ

を
視
ん
）」
に
、
左
門
の
言
葉
と
行
動
が
拠
る
の
も
よ
く
知
ら
れ
た

事
実
で
あ
る
。

ま
た
「
菊
花
の
約
」
で
、原
話
の
農
民
を
儒
者
に
変
え
た
こ
と
は
、

「
信
義
を
日
常
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
理
念
化
さ
れ
た
信
義
へ
と
絞
り
込

み
、
純
化
す
る
」
効
果
の
た
め
と
す
る︶

4
︵

。
原
話
の
科
挙
に
応
じ
よ
う

と
す
る
農
民
が
儒
者
に
な
っ
た
こ
と
で
、
よ
り
日
本
で
の
儒
者
の
状

況
に
即
し
た
と
い
え
る
。

江
戸
時
代
で
は
、
古
医
書
を
読
み
こ
な
す
た
め
に
は
、
儒
書
を
よ

み
こ
な
せ
る
の
漢
学
の
知
識
が
必
要
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
儒
者
で

あ
り
、
医
者
で
あ
る
者
が
多
か
っ
た
。
中
江
藤
樹
、
荻
生
徂
徠
、
伊

藤
仁
斎
、
太
宰
春
台
と
い
っ
た
著
名
な
儒
者
が
医
者
で
あ
っ
た
よ
う

に
、儒
者
が
医
術
を
修
め
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。「
死

生
命
あ
り
」
と
述
べ
、
治
療
に
あ
た
る
儒
者
は
、
日
本
で
の
儒
医
の

姿
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、「
菊
花
の
約
」
の
時
代
設
定
で
あ
る
戦
国

時
代
よ
り
も
、
秋
成
と
同
時
代
の
儒
医
の
姿
だ
と
い
え
る
。
こ
こ
で

の
左
門
の
行
動
も
医
者
で
あ
る
以
前
に
儒
者
の
行
動
だ
と
い
え
る
。

だ
が
、
左
門
は
「
死
生
命
あ
り
」
を
教
条
的
に
信
じ
、
自
分
に
病

気
が
う
つ
る
か
は
天
に
か
か
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
、『
論
語
』
の

「
原
理
主
義
者
」
に
と
ど
ま
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
病
気
の
感
染
の

危
険
性
を
知
り
つ
つ
、
病
人
を
見
過
ご
し
に
で
き
ず
、
主
人
の
制
止

を
ふ
り
き
る
た
め
に
「
死
生
命
あ
り
」
を
口
実
に
用
い
た
の
か
。
こ

の
場
合
、「
死
生
命
あ
り
」
と
思
い
つ
つ
、
医
術
を
知
る
も
の
と
し
て

「
人
事
を
尽
く
」
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
古
医
方
の
医
者
と
し
て
、

左
門
が
行
動
し
た
と
い
え
る
が
、
こ
れ
に
は
答
え
が
出
な
い
。

『
雨
月
物
語
』
の
脱
稿
は
明
和
五
年
三
月
で
あ
る
。
秋
成
が
火
災

で
家
財
を
失
い
、医
業
に
進
む
の
は
明
和
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
菊

花
の
約
」
を
書
い
た
時
点
で
、
秋
成
は
そ
の
後
の
人
生
を
知
る
よ
し

も
な
い
が
、
明
和
八
年
以
降
、『
医
断
』
が
抱
え
て
い
た
、
ま
た
「
菊

花
の
約
」
で
描
か
れ
た
死
生
と
天
命
の
問
題
に
日
々
向
か
い
合
う
こ

と
に
な
る
。

秋
成
の
医
学
の
師

秋
成
は
明
和
八
年
に
火
災
で
家
財
を
失
っ
た
の
ち
、医
業
を
選
ぶ
。

当
時
の
医
者
は
、
無
免
許
で
開
業
可
能
だ
っ
た
の
で
、『
万
病
回
春
』

一
冊
を
懐
に
医
者
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
秋
成
の
場

合
、
師
を
選
び
、
そ
の
学
舎
で
学
ん
で
か
ら
開
業
し
た
よ
う
で
あ
る
。

『
胆
大
小
心
録
』
十
四
で
「
我
社
友
の
医
家
あ
つ
ま
り
て
、
治
す
る

事
な
し
」と
あ
る
の
が
証
し
で
あ
る
。
師
は
今
を
も
っ
て
不
明
だ
が
、



－80－

旧
説
ど
お
り
、
大
田
南
畝
『
一
話
一
言
』
四
十
（
安
永
８
―
文
政
３
成

写
）
に
「
上
田
余
斎
は
此
人
（
注
、
都
賀
庭
鐘
）
に
学
べ
り
と
云
」
に

し
た
が
い
、
大
坂
天
満
南
木
幡
町
の
都
賀
庭
鐘
と
見
て
お
く
。
南
畝

が
秋
成
を
識
っ
た
の
は
、享
和
二
年
秋
成
六
十
九
歳
の
と
き
で
あ
る
。

そ
の
後
『
一
話
一
言
』
を
南
畝
が
記
し
た
時
点
で
、
南
畝
が
秋
成
の

医
術
の
面
を
ど
の
程
度
知
っ
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
。
医
学
の
師
が

都
賀
庭
鐘
で
な
い
可
能
性
も
十
分
あ
り
う
る
。
た
だ
し
、
呵
刈
葭
論

争
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
証
主
義
・
合
理
主
義
の
思
想
を
も
つ
秋

成
な
ら
ば
、
当
時
の
医
学
界
で
実
証
的
な
古
医
方
を
選
ぶ
と
思
わ
れ

る
秋
成
の
学
問
の
う
ち
、『
楢
の
杣
』
一
（
寛
政
12
刊
）
と
『
金
砂
』
七

（
享
和
３
成
写
）
の
「
肝
む
か
ふ
」「
む
ら
肝
の
心
」
の
解
説
に
、
秋

成
の
学
ん
だ
医
術
が
う
か
が
え
る
一
節
が
あ
る
。

上
古
の
人
々
が
体
内
の
臓
腑
の
区
分
を
細
か
く
知
ら
な
か
っ
た
の

で
す
べ
て
「
肝
」
と
解
釈
し
た
と
秋
成
は
見
る
。
そ
れ
に
医
者
の
説

を
補
っ
た
。

黄
岐
の
術
に
深
く
心
を
用
ひ
し
人
の
論
に
、
五
臓
と
云
て
名
を

分
ち
て
付
た
る
事
の
い
ぶ
か
し
き
。
人
死
て
は
必
開
臓
す
べ
き

物
な
ら
ば
、
名
も
有
べ
し
。
是
は
西
土
に
て
牛
馬
を
開
き
て
廟

に
供
ふ
る
の
事
あ
れ
ば
、
其そ
れ

に
こ
そ
名
を
付
て
、
是
は
何
、
彼

は
何
と
呼
も
習
は
し
け
ん
を
、
刀
圭
の
術
さ
か
し
く
成
ん
て
、

人
の
腹
内
を
つ
ば
ら
か
に
云
べ
き
事
と
、
此
大
牢
の
供
へ
物
の

名
を
、
仮
初
言
し
て
云
な
ら
は
せ
し
に
や
と
い
は
れ
し
。

今
も
開
臓
と
云
事
し
て
見
し
人
の
か
た
り
言
に
、
五
臓
と
て
色

も
何
も
分
明
に
は
あ
ら
で
、た
ゞ
紫
色
の
物
の
屯
か
り
た
る
は
、

魚
腸
に
異
な
ら
ず
と
云
り
。
さ
ら
は
屯ム
ラ
キ
モ肝
の
心
と
云
文
言
も
、

お
ろ
〳
〵
に
意
得
ら
る
ゝ
也
。�

（
楢
の
杣
）

或
医
士
の
説
に
。
肝
胆
肺
胃
腎
等
の
名
あ
る
は
。
其
本
牛
馬
の

臓
を
割
出
て
。
祭
奠
の
供
亨
に
用
ひ
し
故
に
。
名
も
そ
れ
〳
〵

に
つ
け
て
呼
た
ら
め
。
そ
れ
を
医
家
の
仮
托
し
て
。
論
を
設
た

る
也
。
人
は
割
あ
ば
く
べ
き
用
な
け
れ
は
。
名
を
委
し
く
云
べ

き
や
う
な
し
と
云
。
見
解
あ
る
師
の
言
也
。�

（
金
砂
）

ま
ず
、『
楢
の
杣
』
か
ら
、
秋
成
自
身
が
古
医
方
の
う
ち
、
山
脇
東
洋

門
と
い
っ
た
臓
腑
解
剖
に
積
極
的
な
学
派
に
属
さ
ず
、『
蔵
志
』、
さ

ら
に
は
『
解
体
新
書
』（
安
永
３
刊
）
と
い
っ
た
臓
器
を
描
い
た
本
を

手
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
解
剖
が
盛
ん
に
な
っ
た

医
学
状
況
も
知
っ
て
お
り
、
ま
た
臓
腑
解
剖
を
行
っ
た
医
者
と
相
識

で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

「
黄
岐
の
術
（
医
術
）
に
深
く
心
を
用
ひ
し
人
」
の
「
刀
圭
の
術
さ

か
し
く
成
」、
ま
た
「
或
医
士
」「
見
解
あ
る
師
」
の
「
人
は
割
あ
ば

く
べ
き
用
な
け
れ
は
」
は
と
も
に
、
解
剖
反
対
派
の
医
者
の
意
見
で

あ
る
。
山
脇
東
洋
は
後
藤
艮
山
門
下
の
古
医
方
の
医
者
だ
が
、
古
医
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方
の
医
者
が
す
べ
て
解
剖
に
賛
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
吉

益
東
洞
は
『
医
断
』
で
臓
腑
分
類
は
直
接
の
治
療
と
関
係
が
な
い
と

そ
の
無
意
味
を
説
い
た
。
秋
成
の
師
と
目
さ
れ
る
都
賀
庭
鐘
は
『
医

王
耆
婆
伝
』（
宝
暦
13
刊
）
と
い
う
小
説
を
残
す
。
福
田
安
典
に
よ
れ

ば
、
イ
ン
ド
の
伝
説
的
な
名
医
耆
婆
の
言
葉
を
借
り
て
、
庭
鐘
の
師

香
川
修
庵
に
批
判
的
で
あ
っ
た
山
脇
東
洋
と
『
蔵
志
』
へ
の
批
判
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う︶

5
︵

。

よ
っ
て
、『
金
砂
』『
楢
の
杣
』
で
秋
成
に
自
説
を
示
し
た
医
者
は

都
賀
庭
鐘
あ
る
い
は
そ
の
門
下
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、「
見
解
あ
る

師
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
そ
れ
ら
が
秋
成
の
医
学
の
師
だ
と
思
わ
れ

る
。疑

問
を
示
す
な
ら
、
庭
鐘
は
香
川
修
庵
に
学
ん
だ
古
医
方
の
医
者

な
の
で
、
総
髪
と
思
わ
れ
る
。
秋
成
が
庭
鐘
の
門
人
で
あ
れ
ば
、
総

髪
で
の
開
業
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
秋
成
は
僧
形
で
あ
っ
た︶

6
︵

。

こ
れ
は
古
医
方
を
気
取
る
よ
り
も
、
医
者
の
風
体
と
し
て
、
田
舎
の

人
々
に
は
慣
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
僧
形
の
ほ
う
が
信
頼
を
得
や
す
か

っ
た
か
ら
と
考
え
て
お
く
。

秋
成
の
開
業

秋
成
開
業
前
後
の
基
本
伝
記
資
料
は
『
胆
大
小
心
録
』
六
十
九
と

『
自
伝
』（
文
化
五
成
写
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
引
用
す
る
。

『
胆
大
小
心
録
』
六
十
九

翁
商
戸
の
出
身
、
放
蕩
者
ゆ
へ
、
家
財
を
つ
み
か
ね
た
に
、
三

十
八
歳
の
時
に
、
火
に
か
ゝ
り
て
破
産
し
た
後
は
、
な
ん
に
も

し
つ
た
事
が
な
い
故
、
医
者
を
先
学
ひ
か
け
た
が
、
村
居
し
て
、

先
病
を
た
ん
さ
く
（
た
く
さ
ん
）
に
見
習
ふ
た
事
じ
や
あ
っ
た
。

四
十
二
で
城
市
へ
か
へ
り
て
、
業
を
ひ
ら
い
た
か
、
不
学
不
術

の
は
つ
の
事
故
、
人
の
用
い
ぬ
事
は
し
つ
て
ゐ
る
故
、
た
ゞ
医

は
意
じ
や
と
こ
ゝ
ろ
へ
て
、
心
切
を
つ
く
す
趣
向
が
つ
い
て
、

合
点
の
ゆ
か
ぬ
症
と
思
へ
ば
、
た
の
ま
ぬ
に
日
に
二
三
べ
ん
も

見
に
い
た
事
じ
や
。
い
や
〳
〵
と
思
へ
ば
、
外
の
医
士
へ
転
じ

さ
せ
て
も
、
相
か
わ
ら
ず
日
々
見
ま
ふ
た
事
じ
や
故
、
病
人
も

よ
ろ
こ
ぶ
、
家
族
も
と
か
く
う
け
が
よ
か
つ
た
で
、
四
十
七
の

冬
、
家
を
買
て
さ
つ
ぱ
り
建
直
し
て
、
四
十
八
の
春
う
つ
つ
た
。

十
六
貫
目
入
た
が
、
な
ん
で
や
ら
出
き
た
こ
と
じ
や
。
医
に
な

る
始
に
、
願
心
を
立
て
、
金
口
入
、
た
い
こ
持
、
仲
人
、
道
具

の
取
つ
ぎ
は
せ
ま
い
と
い
ふ
て
、
一
生
せ
な
ん
だ
事
じ
や
。
そ

れ
故
癇
症
が
く
る
し
め
て
、五
十
五
の
春
か
ら
又
医
を
や
め
て
、

二
た
び
の
村
居
、
母
が
前
へ
ひ
た
い
を
つ
け
て
、
不
孝
の
罪
此

上
な
し
、と
申
た
れ
は
、は
て
、な
ん
と
し
や
う
（
と
）
あ
つ
て
、

姑
母
も
ひ
と
つ
に
し
て
、
草
庵
つ
く
り
て
住
た
事
し
や
。

『
自
伝
』
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紙
の
商
ひ
事
を
す
る
中
に
、
火
に
て
や
け
て
家
亡
び
た
れ
は
、

母
と
妻
と
を
こ
ゝ
か
し
こ
と
ま
ど
は
せ
つ
ゝ
、
四
十
よ
り
ゐ
中

す
み
し
て
、
く
す
師
を
学
ば
ん
と
思
ひ
立
た
り
。

夜
も
ね
ず
昼
は
ま
し
て
、
や
う
〳
〵
物
よ
み
な
ら
ひ
、
其
こ
ゝ

ろ
を
も
、
師
に
つ
き
て
お
ろ
そ
げ
な
か
ら
こ
ゝ
ろ
得
ぬ
。
母
に

い
さ
め
ら
れ
て
難
波
に
か
へ
り
、
く
す
師
と
也
、
病
ま
し
こ
り

て
ん
な
と
、
し
ら
ぬ
事
を
こ
か
ま
し
く
い
ひ
の
ゝ
し
り
て
人
を

い
つ
は
る
ほ
ど
に
、
福
の
神
の
つ
き
た
る
に
や
、
四
十
七
と
い

ふ
年
の
暮
に
、
家
ひ
と
つ
も
と
め
て
、
あ
ら
た
に
つ
く
り
な
を

し
、
は
し
め
て
母
の
わ
ら
ひ
顔
を
た
ま
へ
り
き
。
さ
れ
と
、
し

ら
ぬ
業
を
心
づ
か
ひ
し
た
れ
は
、
五
十
五
と
云
歳
に
病
を
う
れ

ひ
て
、
又
田
舎
に
は
い
入
た
り
。

家
財
を
焼
失
後
、
秋
成
は
師
に
つ
き
、
医
学
を
学
ん
だ
。
四
十
歳

の
秋
ま
で
に
大
坂
郊
外
の
加
島
村
に
移
り
、
開
業
す
る
。『
自
伝
』

で
は
「
四
十
よ
り
ゐ
中
す
み
し
て
、
く
す
師
を
学
ば
ん
と
思
ひ
立
た

り
」
と
、
加
島
住
居
の
の
ち
に
医
業
を
志
し
た
と
記
す
が
、
い
き
な

り
の
開
業
も
考
え
に
く
く
、『
小
心
録
』
の
内
容
を
優
先
し
て
お
く
。

加
島
村
は
、
秋
成
ゆ
か
り
の
香
具
波
志
神
社
が
あ
る
土
地
で
あ
る
。

開
業
の
際
に
、
競
争
の
激
し
い
都
市
を
避
け
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と

で
は
な
か
っ
た
。
秋
成
の
号
を
用
い
た
の
も
、加
島
住
居
の
頃
か
ら
。

師
に
つ
い
て
時
期
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
秋
成
は
医
学
で
の
門
派

意
識
が
希
薄
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
木
村
兼
葭
堂
を

た
び
た
び
訪
れ
て
い
る
が
、
本
草
の
知
識
を
え
る
こ
と
も
目
的
の
一

つ
で
あ
っ
た
（
あ
し
か
び
の
こ
と
ば
）。

四
十
三
歳
で
大
坂
尼
崎
一
丁
目
に
移
る
。
借
屋
で
の
開
業
か
ら
、

四
十
七
歳
の
冬
に
大
坂
淡
路
町
切
町
に
家
を
購
入
し
改
築
、
翌
四
十

八
歳
の
春
に
移
る︶

7
︵

。
淡
路
町
切
町
は
尼
崎
一
丁
目
の
近
辺
で
あ
る
。

『
小
心
録
』
五
十
に
秋
成
の
貸
家
に
住
む
人
々
が
登
場
す
る
の
で
、

貸
家
ま
で
有
し
た
。
晩
学
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
者
と
し

て
順
調
な
出
世
を
し
た
と
い
え
よ
う
。

医
者
と
し
て
の
秋
成

大
坂
時
代
の
秋
成
に
つ
い
て
、『
胆
大
小
心
録
』
五
か
ら
も
様
子
が

わ
か
る
。

我
も
そ
の
比
は
く
す
士
の
業
を
つ
と
め
て
、
日
々
東
西
南
北
と

立
走
り
し
か
ば
、
又
よ
き
師
に
つ
き
て
と
も
思
は
す
、
四
十
三

歳
よ
り
五
十
五
歳
ま
て
怠
り
な
く
つ
と
め
し
か
ば
、
稚
き
よ
り

習
は
ぬ
事
に
て
、
つ
い
に
病
に
係
り
て
、
田
舎
へ
養
生
の
た
め

隠
居
せ
し
。

「
日
々
東
西
南
北
と
立
走
り
し
」
と
忙
し
さ
が
う
か
が
え
る
。『
文

反
古
』
上
（
文
化
５
刊
）
に
も
「
伊
勢
人
末
偶
へ
答
市
の
中
な
る
く

す
し
は
。
日
々
東
西
南
北
の
人
と
指
さ
ゝ
る
に
は
。
夜
か
け
て
立
走
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つ
ゝ
。
御
こ
た
へ
怠
り
は
べ
る
」
と
の
一
節
が
あ
る
。
な
お
、
江
戸

時
代
は
基
本
的
に
往
診
で
あ
っ
た
。

医
業
へ
の
態
度
は
「
た
ゞ
医
は
意
じ
や
と
こ
ゝ
ろ
へ
て
…
…
家
族

も
と
か
く
う
け
が
よ
か
つ
た
で
」か
ら
う
か
が
え
る
。「
医
は
意
な
り
」

と
は
『
旧
唐
書
』「
許
胤
宗
伝
」
に
見
え
る
、
名
医
胤
宗
の
言
葉
で

あ
る
。
人
に
著
述
を
勧
め
ら
れ
た
際
、「
医
は
意
也
、
思
慮
精
な
れ
ば

則
ち
之
を
得
ん
、
口
の
宣
ぶ
る
能
は
ず
（
医
は
意
で
あ
る
。
思
慮
が
精

し
け
れ
ば
医
学
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
。
口
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）」

と
胤
宗
が
述
べ
た
こ
と
に
基
づ
く
。
医
術
は
思
慮
と
工
夫
に
よ
り
上

達
す
る
の
で
あ
り
、
話
や
本
で
は
そ
の
奥
義
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
い

う
、
医
術
の
奥
深
さ
を
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
日
本
で
も
亀
井
南
溟

『
古
今
斎
伊
呂
波
歌
』（
天
保
10
刊
）「
医
は
意
な
り
意
と
云
ふ
も
の
を

得
と
く
せ
よ
手
に
も
取
れ
ず
画
に
も
か
か
ら
ず
」
と
、
原
意
ど
お
り

伝
え
る
例
も
あ
る
。

だ
が
、
誠
心
誠
意
患
者
の
面
倒
を
見
る
こ
と
が
秋
成
の
基
本
方
針

で
あ
り
、
採
算
を
度
外
視
し
て
、
患
者
を
日
に
何
度
も
見
舞
っ
た
。

自
分
の
力
が
及
ば
ね
ば
他
の
医
者
を
紹
介
す
る
こ
と
も
行
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
病
気
を
知
る
た
め
に
患
者
を
見
舞
う
こ
と
を
続
け
た
。
他

の
医
者
を
紹
介
す
る
の
も
、
紹
介
後
も
患
者
を
訪
れ
る
の
も
異
例
で

あ
っ
た
。

幇
間
医
者

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
医
に
な
る
始
に
、
願
心
を
立
て
、
金
口
入
、

た
い
こ
持
、
仲
人
、
道
具
の
取
つ
ぎ
は
せ
ま
い
と
い
ふ
て
、
一
生
せ

な
ん
た
事
し
や
」（
小
心
録
六
十
九
）
が
秋
成
の
基
本
態
度
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
幇
間
医
者
が
た
い
へ
ん
多
か
っ
た
の
が
現
実
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
医
者
を
秋
成
は
よ
く
見
て
い
た
。

『
書か
き

初ぞ
め

機き

嫌げ
ん
か
い海

』
中
（
天
明
７
刊
）

我
ら
が
所し
よ
げ
う業
と
て
も
そ
の
通
り
。
病べ
う
か家
と
云
が
よ
り
親
に
て
。

薬く
す
り

の
功こ
う
げ
ん験

は
さ
し
お
き
。
心
や
す
う
て
よ
い
の
。
話は
な
し

が
お
か

し
い
の
と
。
皆
あ
ち
の
な
ぐ
さ
み
に
な
る
か
ら
の
は
や
り
医い

し

や
。
大た
い
べ
う病

に
な
り
て
の
し
ん
せ
つ
と
云
は
。
出
入
婆か
ゝ

な
み
の
夜

と
ぎ
の
事
。
又
は
一い
つ
し
ゅ
と
う
ら
い

種
至
来
と
い
ふ
て
時
々
の
亭て
い
し
ゆ主

ぶ
り
。

暑し
よ
か
ん寒
の
付
と
ゞ
け
の
外
に
。
髪か
み

お
き
じ
や
の
元げ
ん
ぶ
く服
じ
や
の
。
年ね
ん

賀が

法
事
は
さ
て
お
き
。
か
ひ
猫ね
こ

の
子
を
産う
ん

だ
ま
で
ぬ
か
ら
ず
酒

さ
か
な
を
お
く
る
事
の
心
が
け
。
傷し
や
う

寒か
ん

金き
ん

匱き

の
考か
う
さ
く索
よ
り
も

第
一
な
り
。
又
時
々
金
銀
の
小こ

無む

心し
ん

。
遠ゑ
ん
ら
い来
の
塩し
ほ
か
ら辛
の
所し
よ
も
う望
。

酒
の
乞こ
ひ
の
み飲

な
ど
も
あ
い
そ
と
な
る
。
是
ら
の
事
を
た
し
な
み
て

せ
ぬ
は
。
療り
や
う

治ぢ

の
巧よ
し
あ
し拙
は
さ
し
お
き
。先
は
我
医い

し士
也
と
云
て
。

少す
く

名な

彦ひ
こ

に
も
神し
ん
の
う農

に
も
申
わ
け
は
有
べ
し
。

『
癇く
せ
も
の
が
た
り

癖
談
』
上
（
寛
政
３
成
、
文
政
５
刊
）
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医
師
も
む
か
し
も
て
は
や
さ
れ
し
た
ぐ
ひ
の
人
は
。
世
に
あ
ら

で
。
う
ち
む
か
ふ
に
。
賑
は
し
く
。
も
の
よ
く
い
ひ
と
り
て
。

病
る
人
。
看
病
の
人
の
こ
ゝ
ろ
を
も
。
う
ち
た
の
ま
せ
。
人
の

い
へ
の
。
よ
ろ
こ
び
か
な
し
み
。
人
よ
り
さ
き
に
使
し
て
。
物

を
贈
り
つ
ゝ
。
酒
さ
か
な
調
し
て
。
を
り
〳
〵
呼
む
か
へ
。
茶

の
湯
な
ど
し
て
。
呼
ひ
よ
ば
れ
す
る
門
に
は
。
人
の
出
い
り
お

ほ
く
。
家
居
ひ
ろ
く
住
な
し
。
蔵
た
か
く
つ
く
り
。
薬
種
は
。

と
き
を
は
か
り
て
か
ひ
い
れ
。
其
益
を
見
る
。
さ
は
か
り
な
ら

ぬ
も
。
嫁
と
り
の
な
か
だ
ち
。
茶
器
の
と
り
う
り
。
茶
屋
あ
げ

や
の
。
ふ
み
か
よ
は
す
る
中
や
ど
す
る
は
。
愛
敬
を
専
ら
と
す

れ
ば
。
お
の
づ
か
ら
。
に
ぎ
は
し
き
ぞ
か
し
。

二
作
品
と
も
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
、
当
時
の
医
者
が
描
か
れ
、

諷
刺
さ
れ
る
が
、
秋
成
の
意
見
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
病
気
を
治
す

こ
と
よ
り
も
、
患
者
と
そ
の
家
族
と
の
や
り
と
り
で
流
行
医
と
な
る

こ
と
が
批
判
さ
れ
る
。

『
養
生
訓
』
も
「（
無
学
を
開
き
直
っ
て
公
言
す
る
一
方
で
）
人
情
に

な
れ
、
世
事
に
熟
し
、
権
貴
の
家
に
へ
つ
ら
ひ
ち
か
づ
き
、
虚
名
を

得
て
、
幸
に
し
て
世
に
用
ひ
ら
る
る
者
多
し
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
を

「
福ふ
く

医い

」「
時じ

い医
」
と
呼
び
、「
良
医
」
で
は
な
い
と
す
る
。

だ
が
、「
心
や
す
う
て
よ
い
の
。
話
が
お
か
し
い
の
と
。
皆
あ
ち
の

な
ぐ
さ
み
に
な
る
か
ら
の
は
や
り
医
し
や
」（
機
嫌
海
）
や
「
賑
は
し

く
。
も
の
よ
く
い
ひ
と
り
て
。
病
る
人
。
看
病
の
人
の
こ
ゝ
ろ
を
も
。

う
ち
た
の
ま
せ
」
る
医
者
（
癇
癖
談
）
は
絶
対
的
な
悪
と
断
じ
て
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
に
比
べ
て
、
秋
成
の
時
代
の
医
療
は
確
実
性
が
低
く
、
医
療

に
よ
っ
て
治
せ
な
い
患
者
が
大
勢
い
た
。
現
在
で
も
、
す
で
に
治
ら

な
い
と
決
ま
っ
た
患
者
に
は
医
療
よ
り
も
心
の
手
当
が
必
要
な
よ
う

に
、
医
療
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
交
流
を
患
者
と
そ
の
家
族
が
求
め

て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
、
技
量
面
で
は
未
熟
な
医
者
で

さ
え
、「
流
行
医
」
と
な
る
だ
け
の
理
由
は
あ
っ
た
。

『
春
雨
物
語
』「
二
世
の
縁
」
で
は
「
こ
の
里
の
長
の
母
の
、
八
十

ま
で
生
て
、
今
は
重
き
病
に
て
死
ん
ず
る
」
に
、
死
後
の
こ
と
を
次

の
よ
う
に
医
者
に
頼
む
。

や
う
〳
〵
思
知
た
り
し
か
ど
、
い
つ
死
ぬ
と
も
し
れ
ず
。
御
薬

に
今
ま
で
生
し
の
み
也
。
そ
こ
に
は
、
年
月
た
の
も
し
く
て
い

き
か
ひ
た
ま
ひ
し
が
、
猶
御
齢
の
か
ぎ
り
は
、
ね
も
ご
ろ
に
て

来
た
ら
せ
よ
。
我
子
六
十
に
近
け
れ
ど
、猶
稚
き
心
だ
ち
に
て
、

い
と
お
ぼ
つ
か
な
く
侍
る
。
時
々
意
見
し
て
、
家
衰
へ
さ
す
な

と
、
示
し
た
ま
へ
。

ま
た
、『
胆
大
小
心
録
』
二
十
に
は
「
出
入
医
者
百
舌
春
沢
、
日
々

の
見
舞
、
お
茶
い
た
ゞ
き
ま
し
よ
と
、
又
ち
と
お
か
わ
り
申
し
ま
し

ょ
、
と
手
ま
へ
い
と
静
也
。」
と
、
茶
人
め
い
た
医
者
が
記
さ
れ
る
。
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お
そ
ら
く
、「
二
世
の
縁
」
の
医
者
も
百
舌
春
沢
も
、
患
者
と
そ
の

家
族
に
と
っ
て
、
心
の
助
け
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

秋
成
の
筆
致
は
あ
く
ま
で
中
立
で
、
そ
れ
ら
を
否
定
的
に
描
き
は
し

な
い
も
の
の
、肯
定
的
に
描
い
て
い
る
と
も
い
い
が
た
い
。『
癇
癖
談
』

上
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

ま
た
医
者
の
。
漢
魏
見
識
も
お
な
じ
事
（
身
の
程
知
ら
ず
の
思
い

上
が
り
）
な
が
ら
。
仲
景
。
孫
思
邈
。
東
垣
。
丹
渓
も
。
瘧を
こ
り

を

ま
じ
な
ふ
八
は
ら
ひ
の
そ
ろ
ば
ん
。
爺
も
猿
が
餅
に
。
な
ほ
す

が
正
銘
。
そ
れ
を
お
き
て
は
。
引
経
運
気
論
も
。
病
因
随
症
も
。

筆ふ
で
さ
き
く
ち
さ
き

端
辨
正
は
。
木
太
刀
の
芝
居
事
。
い
づ
れ
其
の
し
る
し
を
見

ず
に
は
。
信
じ
ら
れ
ぬ
事
ど
も
な
り
け
り
。

結
局
、
秋
成
に
と
っ
て
医
者
は
病
気
を
早
期
に
治
す
こ
と
が
第
一
な

の
で
あ
る
。

『
養
生
訓
』
は
「
一
た
び
医
と
な
り
て
は
、
ひ
と
へ
に
人
の
病
を

い
や
し
、
命
を
助
く
る
に
、
心
専
一
な
る
べ
き
事
」「
凡
そ
医
は
、

医
道
に
専
一
な
る
べ
し
。
他
の
珍
好
あ
る
べ
か
ら
ず
。
専
一
な
ら
ざ

れ
ば
、
業
精
し
か
ら
ず
」
と
記
す
。
こ
れ
は
世
間
に
幇
間
医
者
が
多

か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
が
、秋
成
の
医
療
に
対
す
る
態
度
は
『
養
生
訓
』

を
地
で
い
く
真
摯
な
も
の
で
あ
っ
た
。

医
者
を
や
め
た
理
由

秋
成
は
淡
路
町
の
家
を
売
り
、
五
十
四
歳
に
あ
た
る
天
明
七
年
四

月
二
十
日
か
ら
、
大
坂
近
郊
の
淡
路
庄
村
へ
と
移
り
住
み
、
医
者
と

し
て
第
一
線
を
退
く
こ
と
に
な
る
。

医
業
を
や
め
た
理
由
と
し
て
有
名
な
の
は
『
自
伝
』
の
次
の
一
節

だ
ろ
う
。

我
家
を
失
ひ
て
、
く
す
師
の
業
を
十
五
年
が
あ
ひ
だ
つ
と
め
し

に
、
若
き
よ
り
学
ひ
し
（
ら
）
ぬ
事
な
れ
ば
、
さ
ぐ
る
〳
〵
お

ぼ
つ
か
な
き
事
の
み
な
り
き
。
行
は
れ
ぬ
が
幸
ひ
な
り
。
中
に
、

走
馬
疳
を
見
あ
や
ま
り
て
、
い
た
い
け
（
な
）
る
娘
ひ
と
り
を

こ
ろ
し
た
り
。
親
は
我
見
あ
や
ま
り
と
も
し
ら
で
、
定
業
と
て

後
々
ま
で
も
し
た
し
く
招
か
れ
し
は
、
心
中
い
と
は
づ
か
し
き

事
也
し
。
拙
業
な
れ
は
、
わ
づ
か
の
年
を
わ
た
り
て
や
め
ら
れ

て
は
、
世
の
の
ら
者
と
な
り
。

濱
光
治
『
浪
速
の
町
医
者
上
田
秋
成
』（
思
文
閣
出
版
、
平
成
１
）「
秋

成
は
な
ぜ
医
業
を
廃
め
た
か
…
…
」
に
よ
れ
ば
、
走
馬
疳
は
稀
な
外

科
の
病
気
で
、
い
わ
ゆ
る
口
内
壊
疽
と
す
る
。
水
癌
な
の
で
早
い
も

の
で
二
、
三
日
、
遅
い
も
の
で
も
十
日
で
死
亡
す
る
の
で
、
誤
診
と

し
て
も
医
者
を
や
め
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
う
が
、
患
者
の
病
気
が

思
う
よ
う
に
治
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
生
来
潔
癖
で
あ
っ
た
秋
成
に
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と
っ
て
、
医
業
を
や
め
た
い
と
思
う
こ
と
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、

と
す
る
。

現
代
の
医
療
技
術
な
ら
さ
て
お
き
、江
戸
時
代
の
医
療
技
術
で
は
、

そ
の
病
因
す
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
病
気
が
多
く
、
走
馬
疳
も

そ
の
一
つ
だ
っ
た
。
秋
成
は
早
期
診
断
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
自

分
の
誤
診
と
し
て
、
責
任
を
感
じ
た
が
、
親
は
「
定
業
」
だ
と
思
い
、

秋
成
に
罪
を
着
せ
な
か
っ
た
。

『
胆
大
小
心
録
』「（
幇
間
医
者
の
よ
う
な
こ
と
は
）
一
生
せ
な
ん
だ

事
じ
や
。
そ
れ
故
癇
症
が
く
る
し
め
て
」
あ
る
い
は
『
自
伝
』「
し

ら
ぬ
業
を
心
づ
か
ひ
し
た
れ
ば
、五
十
五
と
云
歳
に
病
を
う
れ
ひ
て
」

と
あ
る
よ
う
に
、精
神
的
な
要
因
か
ら
医
業
を
退
い
た
と
見
る
の
は
、

『
胆
大
小
心
録
』『
自
伝
』
か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
の
よ
う
に
見
え

る
。秋

成
の
医
業
へ
の
真
摯
な
態
度
は
前
項
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
診
療
の
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
、
治
癒
率
の
低
い
時
代
で
あ
っ
た

た
め
、
患
者
の
治
癒
の
み
に
専
念
し
て
い
た
秋
成
に
と
っ
て
、
診
療

は
た
だ
で
さ
え
、
心
労
が
増
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
吉
益

東
洞
は
「
死
生
は
医
の
与
か
ら
ざ
る
所
な
り
」
と
述
べ
、
秋
成
も
そ

れ
を
信
じ
れ
ば
、
気
鬱
も
晴
れ
た
だ
ろ
う
が
、『
世
間
狙
』
以
来
の
逃

口
上
と
い
う
意
識
は
払
拭
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

精
神
的
な
要
素
以
外

も
っ
と
も
、
精
神
的
な
要
素
に
す
べ
て
の
原
因
を
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
。
高
田
衛
は
『
癇
癖
談
』
下
で
秋
成
を
モ
デ
ル
に
し
た
登
場

人
物
に
つ
い
て
「
こ
の
あ
る
じ
は
、
も
と
み
や
こ
の
人
な
る
が
、
う

ま
れ
つ
き
て
こ
ゝ
ろ
せ
ば
く
、
世
を
わ
た
ら
む
と
す
れ
ば
、
お
ひ
か

り
の
お
そ
ろ
し
く
（
借
金
が
お
そ
ろ
し
い
）」
と
あ
る
の
で
、
負
債
の

存
在
が
市
井
生
活
を
厭
わ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
す︶

8
︵

。
ま

た
、
先
の
『
自
伝
』
や
『
胆
大
小
心
録
』
五
「
四
十
三
歳
よ
り
五
十

五
歳
ま
で
怠
り
な
く
つ
と
め
し
か
ば
、
稚
き
よ
り
習
は
ぬ
事
に
て
、

つ
い
に
病
に
係
り
て
、
田
舎
へ
養
生
の
た
め
隠
居
せ
し
」
か
ら
「
中

年
か
ら
医
業
に
従
事
し
た
た
め
の
過
労
や
気
づ
か
れ
な
ど
か
ら
き
た

病
弱
は
、
基
本
的
な
理
由
」
と
す
る
。

ま
た
、
高
田
は
『
自
伝
』
お
よ
び
『
小
心
録
』
五
で
も
「
医
を
廃

し
た
と
は
い
っ
て
い
な
い
」「
退
隠
は
事
実
上
廃
業
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
医
家
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い︶

9
︵

」

と
し
て
、
曽
谷
学
川
編
『
浪
華
郷
友
録
』（
寛
政
二
年
刊
）
の
「
医
家

之
部
附
録
」
に
名
が
載
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
世
間
で
は
ま
だ
医
師
と

し
て
通
っ
て
い
た
と
み
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
治
療
が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
を
気
に
病
む
生

活
が
続
き
、
つ
い
に
一
つ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
医
者
を
や
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め
た
、
と
は
断
定
で
き
な
い
。
急
患
は
救
急
車
と
当
番
医
に
任
せ
れ

ば
よ
い
現
代
と
違
っ
て
、
江
戸
時
代
の
医
者
は
夜
中
に
呼
ば
れ
れ
ば

行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
走
り
回
る
」と
秋
成
が
表
現
し
た
の
は
、

激
務
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
体
力
的
な
問
題
、
ま
た
生
来
病
弱
で

あ
っ
た
こ
と
も
理
由
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
病
気
は
病
気
で
も
心
の
病

に
一
元
化
す
る
必
要
は
な
い
。

秋
成
を
も
っ
と
も
よ
く
知
る
人
物
で
あ
る
妻
の
瑚
璉
尼
は
『
藤
簍

冊
子
』
に
収
め
ら
れ
た
「
夏
野
の
露
」
で
「
身
の
病
は
た
さ
ん
ほ
ど

を
、
い
と
か
り
初
な
る
い
ほ
り
し
て
住
け
り
」
と
、
具
体
的
に
は
述

べ
な
い
も
の
の
病
気
を
隠
棲
の
理
由
と
見
て
い
た
。

『
小
心
録
』『
自
伝
』、
と
く
に
『
自
伝
』
が
示
す
の
は
、
天
命
に

対
す
る
人
為
の
敗
北
で
あ
る
。
自
分
の
努
力
が
天
命
に
及
ば
な
い
こ

と
悟
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
天
明
七
年
の
時
点

で
認
識
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
秋
成
は
医
療
行
為
そ
の
も
の
を
や
め

て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

一
つ
に
せ
よ
、
複
数
に
せ
よ
、
事
実
と
し
て
誤
診
だ
け
が
医
業
を

廃
し
た
理
由
だ
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
が
理
由
な
ら
ば
、
天
命
に
対

す
る
人
為
の
敗
北
で
あ
り
、
天
命
に
対
す
る
医
業
の
無
力
を
悟
っ
た

こ
と
に
な
る
。
河
喜
多
真
彦
『
近
世
三
十
六
家
集
略
伝
』（
嘉
永
三
年

刊
）
に
は
、
難
痘
を
病
ん
だ
子
ど
も
を
治
療
で
き
な
け
れ
ば
、
親
と

再
会
し
な
い
と
秋
成
が
述
べ
た
も
の
の
、
治
療
で
き
ず
、
そ
れ
を
親

に
詰
問
さ
れ
た
た
め
、
家
具
調
度
す
べ
て
お
い
た
ま
ま
に
し
て
、
飛

び
出
し
、
医
者
を
や
め
て
し
ま
っ
た
と
記
す
。
こ
れ
は
虚
構
と
み
て

よ
い
が
、「
治
療
が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
を
気
に
病
む
生
活
が
続
き
、

つ
い
に
一
つ
の
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
医
者
を
や
め
た
」
の
が

本
当
な
ら
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
お
き
て
も
、
お
か
し
く
な
か
っ
た
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
加
島
隠
棲
後
も
、
秋
成
は
医
療
行
為
を
続
け
て
お

り
、
友
人
や
病
気
の
子
に
薬
を
出
し
て
、
治
療
に
当
た
っ
て
い
る︶
₁₀
︵

。

命
禄
と
医
業

こ
こ
に
お
い
て
、『
胆
大
小
心
録
』
や
『
自
伝
』
の
内
容
を
疑
っ
て

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

秋
成
の
思
想
や
認
識
の
中
で
「
命
禄
」「
遇
・
不
遇
」
が
重
要
な

言
葉
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
王
充
『
論
衡
』

の
影
響
で
あ
る
こ
と
は
長
島
弘
明
の
論
文
が
紹
介
す
る︶
₁₁
︵

。

以
下
、
長
島
論
文
を
簡
単
に
説
明
す
る
。
秋
成
の
思
想
に
影
響
を

与
え
た
の
は
「
命
禄
」
で
あ
る
。「
命
禄
篇
」
に
は
「
凡
人
遇
偶
及

遭
二
累
害
一
、
皆
由
レ
命
也
。
有
二
死
生
寿
夭
之
命
一
亦
有
二
貴
賤
貧
富

之
命
一
」
と
あ
り
、「
命
」
に
よ
っ
て
「
死
生
寿
夭
」「
貴
賤
貧
富
」

が
決
ま
る
と
す
る
。
ま
た
、「
命
」
は
「
人
が
最
初
か
ら
持
っ
て
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
り
、「
性
」
と
同
時
に
受
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

「
禄
」
は
「
盛
衰
興
廃
に
関
わ
る
も
の
」
で
あ
り
、「「
命
」
と
連
接
す
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る
、
も
し
く
は
「
命
」
に
包
摂
さ
れ
る
概
念
」
と
説
明
さ
れ
る
。
秋

成
が
自
己
の
不
遇
薄
命
を
切
実
に
悟
っ
た
の
は
五
十
七
歳
、
寛
政
二

年
夏
の
左
目
の
失
明
以
後
と
さ
れ
る
。
秋
成
に
命
禄
を
認
識
さ
せ
、

自
ら
の
文
事
を
「
発
憤
」
か
ら
「
安
不
遇
」
の
た
め
の
も
の
と
す
る

見
方
へ
移
ら
せ
た
の
は
、
妻
の
死
去
、
両
眼
の
失
明
、
迫
り
来
る
老

い
と
貧
窮
だ
け
で
は
な
く
、
分
度
意
識
に
由
来
す
る
と
い
う
。
晩
年

の
秋
成
に
と
っ
て
、
こ
の
「
命
禄
」「
遇
・
不
遇
」
の
論
は
、
人
間

の
境
涯
を
は
じ
め
、
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
及
ん
で
「
歴
史
解
釈

の
原
理
そ
の
も
の
」
と
な
っ
た
と
い
う
。『
春
雨
物
語
』
も
「
自
ら

の
境
遇
を
通
し
て
『
命
禄
』
の
存
在
を
認
識
し
た
秋
成
が
、『
命
禄
』

と
は
何
か
と
自
ら
に
問
い
か
け
た
物
語
」
で
あ
っ
た
と
の
見
通
し
を

長
島
は
示
す
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
秋
成
と
医
業
を
考
え
る
と
、
治
療
で
患
者
を
救

え
な
い
こ
と
か
ら
く
る
焦
り
や
心
の
痛
み
は
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
人
に
は
命
禄
が
あ
り
、
お
の
れ
の
医
術
で
は
い
か
ん
と
も
し

難
い
と
い
う
無
力
感
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
医
業
を
廃

し
た
要
因
の
な
か
で
大
き
な
も
の
と
は
い
え
た
。
し
か
し
、
秋
成
自

身
、
そ
の
よ
う
な
原
因
で
医
業
を
廃
す
の
だ
と
は
、
加
島
隠
棲
の
時

点
で
は
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
医
断
』
は
天
命
を
切
り
離
し
、
人
事
を
尽
す
こ
と
で
、
天
命
に

抗
す
る
術
を
教
え
た
。『
胆
大
小
心
録
』
や
『
自
伝
』
の
内
容
を
そ

の
ま
ま
受
取
る
な
ら
ば
、
秋
成
の
医
業
の
挫
折
は
「
死
生
命
あ
り
」

と
い
う
命
禄
へ
の
敗
北
と
い
え
る
。

秋
成
自
身
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
具
体
的
に
認
識
さ
れ
た
の
は
、
む

し
ろ
の
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
秋
成
晩
年
の
意
識
と
同

調
し
、
命
禄
を
悟
る
こ
と
で
の
医
業
か
ら
の
撤
退
だ
っ
た
と
、
過
去

へ
の
理
由
づ
け
が
秋
成
の
中
で
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
秋
成
の
最
晩

年
に
書
か
れ
た
『
胆
大
小
心
録
』
や
『
自
伝
』
は
純
粋
な
事
実
を
伝

え
る
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
最
晩
年
の
秋
成
に
と
っ
て
、
自

分
の
過
去
で
す
ら
、『
春
雨
物
語
』
な
ど
と
同
じ
く
、
命
禄
に
ま
つ
わ

る
一
つ
の
物
語
と
し
て
見
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
か
。

引
用
に
あ
た
り
、『
医
断
』
は
『
近
世
漢
方
医
学
書
集
成
』
12
（
名
著
出
版
、

昭
和
55
）
所
収
の
影
印
本
を
読
み
下
し
、
適
宜
ふ
り
が
な
を
振
っ
た
。
秋
成

関
連
の
資
料
は
『
上
田
秋
成
全
集
』（
中
央
公
論
社
）
を
底
本
と
し
、
引
用

に
あ
た
っ
て
、
句
読
点
な
ら
び
に
濁
点
・
半
濁
点
を
適
宜
お
ぎ
な
っ
た
。

︻
注
︼

（
１
）
吉
丸
雄
哉
「
近
世
小
説
の
中
の
医
者
」（「
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養

部
研
究
紀
要
」
39
、
平
成
21
・
３
）。
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（
２
）「
十
四
経
」
を
森
山
重
雄
『
上
田
秋
成
初
期
浮
世
草
子
評
釈
』（
国
書

刊
行
会
、
昭
和
52
・
４
）
は
「
十
三
経
に
大
戴
礼
を
加
え
た
も
の
」

と
し
、
経
書
と
見
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
難
経
と
並
ぶ
の
で
、
中
国

元
代
の
滑
伯
仁
『
十
四
経
発
揮
』
あ
る
い
は
岡
本
一
抱
子
『
十
四
経

絡
発
揮
和
解
』（
元
禄
六
刊
）
と
い
っ
た
、
経
絡
に
関
す
る
医
書
で
あ

ろ
う
。

（
３
）
大
礒
義
雄
「
上
田
秋
成
は
二
人
い
た
」（『
蕪
村
・
一
茶
そ
の
周
辺
』

八
木
書
店
、
平
成
10
・
９
。
初
出
は
「
国
語
国
文
学
報
」
13
、
昭
和

36
・
２
）。

（
４
）
長
島
弘
明
『
雨
月
物
語
の
世
界
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
10
・
４
）

115
頁
。

（
５
）
福
田
安
典
「
都
賀
庭
鐘
『
通
俗
醫
王
耆
婆
伝
』
小
考
」（『
読
本
研
究
』

４
上
、
平
成
２
・
６
）。

（
６
）
蕪
村
の
安
永
五
年
二
月
十
八
日
付
正
名
宛
書
簡
に
秋
成
を
「
蚊
し
ま

法
師
」
と
呼
ぶ
例
が
見
ら
れ
る
。『
蕪
村
全
集
』
５
（
講
談
社
、
平
成

20
・
11
）
参
照
。

（
７
）『
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』（
大
阪
図
書
出
版
業
組
合
編�

、
昭

和
11
）
の
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』
開
板
目
録
。

（
８
）
高
田
衛
『
上
田
秋
成
年
譜
考
説
』（
明
善
堂
、
昭
和
39
）
144
頁
。

（
９
）
同
右
、
146
頁
。

（
10
）
同
右
書
に
よ
れ
ば
、寛
政
五
年
四
月
に
隣
家
の
幼
児
の
治
療
に
あ
た
る
。

寛
政
六
年
正
月
に
小
沢
芦
庵
に
薬
を
贈
る
。
同
年
、神
楽
岡
で
山
礬（
薬

草
）
を
採
集
。

（
11
）
長
島
弘
明
「
秋
成
と
「
命
禄
」」（『
秋
成
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、

平
成
12
・
９
）。


