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歌

人
上

田
三

四

二
、

要

旨

「
た
ま
も

の
と

し

て

の
四
十
代
」

大*

町

公

上
田
三
四
二
は
医
者

で
あ
り
、
戦
後
を
代
表
す
る
歌
人

の

一
人
で
も
あ

っ
た
。
彼
は

四
十
二
歳

の
時

、
結

腸
ガ

ン
を
病
み
、
手
術

の
た
め
入
院
し
た
。
昭
和
四
十

一
年

の
こ

と
で
、
ま
だ
ガ

ン
が
近
い
将
来

の
死
を
意
味
す
る
時
代
で
あ

っ
た
。
彼
も

一
時
は
死
を

覚
悟
し
た
が
、
手
術
は
成
功
し
、
幸
運
に
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
。

エ

ッ
セ
ー

の
題
が
示
す

よ
う
に
、
彼

に
と

っ
て
は
ま
さ
に

「
た
ま
も

の
と
し
て
の
四
十
代
」
で
あ

っ

た
。し

か
し
、
ガ

ン
は
い

つ
再
発

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
よ
う
な
恐
れ

の
下
で
、
彼

は
ど

の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た

の
か
。
彼
を
再
び
生

の
世
界

へ
と
導
い
た

の
は
、
兼

好

の

「
時
間
論
」

と
、

上
田
自

身

の
自
然

へ
の
著
し
い
傾
斜
で
あ

っ
た
。
拙
論
で
は
、

評
論

俗
と
無
常
-
徒

然
草

の
世
界
』
と

『

あ
る
こ
と
に
気
が

つ
か
な
か

っ
た
。
四
十
代
で
は
仕
事
が
い
ま
だ
半
ば
で
あ
る
、

子
供
が
成
人
し
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
人
生
に
強
い
強
い
執
着
が
あ
る
分
、

「闘
病
記
」
は
そ
れ
だ
け
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
展
開
を
す
る
。
そ
れ
が
読
む
者
を
惹

き

つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
医
者
に
し
て
歌
人
、
上
田
三
四

二
も
ま
た
四
十
代
で
ガ
ン
と
の
闘
い
を
強
い
ら
れ
た
。
昭
和
五
十
年
、
彼
は
四
十

　
　

　

一
年
よ
り
八
年
半
の
歌
九
百
首
足
ら
ず
を
ま
と
め
、
歌
集

『
湧
井
』
を
出
版
し
た
。

四
十
代
の
ほ
と
ん
ど
、
よ
り
詳
し
く
は
入
院
以
後
四
十
代
の
す
べ
て
の
歌
が
含
ま

れ
る
。
そ
の
付
録
と
し
て
付
さ
れ
た
の
が

エ
ッ
セ
ー
、

「た
ま
も
の
と
し
て
の
四

十
代
」 　

ヨ

　

で
あ
る
。
拙
論
で
は
、
本
歌
集
を
検
討
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
先
ず

こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
手
が
か
り
に
、
闘
病
生
活
が
い
か
に
し
て
始
ま

っ
た
か
を
見
て

行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、

「
先
途
な
き
生
」

上
田
は
昭
和
四
十

一
年
、
結
腸
ガ
ン
の
た
め
入
院
し
た
。
四
十
二
歳
の
言
わ
ば

働
き
盛
り
で
あ

っ
た
。
当
時
、
上
田
は
国
立
療
養
所
東
京
病
院
に
勤
務
し
て
い
た

が
、
年
明
け
早
々
よ
り
約
二
ヵ
月
、
他
の
国
立
療
養
所
の
手
伝
い
を
名
目
に
、
佐

渡
に
過
ご
し
た
。
前
歌
集

『
維
』
出
版
の
あ
と
、
歌
風
の
展
開
を
求
め
て
の
こ
と

で
あ

っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
便
に
異
常
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

「医

者
に
も
あ
る
ま
じ
き
臆
病
な
心
根
か
ら
、
目
を
つ
ぶ

『
う

つ
し
み

こ

の
内
な
る
自
然
』
、
ガ

ン

を
患

っ
て
以
降
、
四
十
代
全
体

に
わ
た
る
歌
集

『
湧
井
』
等
を
検
討
す

る
こ
と

に
よ
り
、

四
十
代

に
得

た
彼

の
死
生
観
を
見
て
行
き
た
い
。

は
じ
め
に

以
前
、
筆
者
は
、
西
川
喜
作
、
原
崎
百
子
、
千
葉
敦
子
三
人
の
ガ
ン

「
闘
病
記
」

　
　

　

を
取
り
上
げ
、
拙
論
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る
。
印
象
に
残

っ
た
作
品
を
集
め
た

だ
け
な
の
だ
が
、
う
か
つ
に
も
書
き
終
え
る
ま
で
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
四
十
代
で

っ
て
や
り
過
ご
し
て
き
た
。
」
平成7年9月30日 受理*倫 理学研究室
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三
月
三
日
、
東
京
の
癌
研
究
所
を
訪
れ
た
が
、
胃
潰
瘍
の
診
断
を
受
け
る
。
回
復

の
兆
し
が
な
く
、
五
月
二
十

一
日
再
び
癌

研
究
所
を
訪
ね
、

「横
行
結
腸
が
下
行

結
腸
に
移
る
、
そ
の
起
始
部
の
と
こ
ろ
に
著
し
い
狭
窄
」
が
あ
る
と
わ
か
る
。
診

　　
　

察
し
た
医
師
の

「
切
り
ま
す
か
。
」
の
言
葉
に
、
ガ
ン
で
あ
る
こ
と
を
了
解
す
る
。

「意
外
な
、
信
じ
が
た
い
こ
と
が
起
き
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
動
顛
し
な
が
ら
、
選

ば
さ
れ
て
し
ま

っ
た
そ
の
運
命
を
否
定
す

る
ど
ん
な
根
拠
も
見
当
ら
な
か

っ
た
。

電
車

の
中
で
も
、
食
堂
で
も
、
相
客
が
急

速
に
背
景
に
退
き
、
私
の
足
は
宙
に
浮

　　
　

い
て
、
い
わ
ば
外
界
は
私
の
前
か
ら
消
え

て
い
た
。」

当
時
は
ま
だ
ガ
ン
誓
死
を
意
味
し
た
時

代
で
あ

っ
た
。
医
者
の
上
田
に
す
ら
正

式
な
病
名
は

つ
い
に
知
ら
さ
れ
な
か

っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。

入
院
ま
で
の

一
週
間
、
上
田
は

「窓
に
向
か

っ
て
据
え
た
小
机
の
前
に
膝
を
揃

え
て
、
沈
欝
に
頭
を
垂
れ
て
い
た
。
」

「
そ
う
だ

っ
た
の
か
、
や

っ
ぱ
り
、
そ
う

だ

っ
た
の
か
」
。
そ
ん
な
言
葉
が

「
胸

の
底
か
ら
お
の
ず
か
ら
湧
い
て
出
た
」
。

「
信
じ
ら
れ
な
い
気
持
の
中
か
ら
、
否
応
な
し
に
恐
ろ
し
い
真
実
の
競
り
上
が

っ

　　
　

て
く

る

坤

き

」

で
あ

っ
た
。

そ

の
辺

り

の
歌

を

い
く

つ
か

紹

介

し

よ

う

。

告
げ
ら
れ
て
顔
よ
り
汗

の
噴
き
い
つ
と
お
も
ふ
そ
れ
よ
り
動
悸
し
て
お
り

(五
月
二
十

一
日
以
後
)

壮
年
の
わ
が
う

つ
し
み
は
若
や
ぎ

つ
つ
い
つ
よ
り
ぞ
死
を
育
み
ゐ
し
は

た
す
か
ら
ぬ
病
と
知
り
し
ひ
と
夜
経

て
わ
れ
よ
り
も
妻
の
十
年
老
い
た
り

本
読
み
て
こ
こ
ろ
鎮
め
ん
と
直
居
れ
ど

い
つ
し
か
膝
が
ふ
る
へ
て
を
り

動
揺
の
の
ち
に
し
づ
ま
る
こ
こ
ろ
な
ら
夜
は
安
ら
け
く
眠
ら
ん
も
の
を

何
も
知
ら
ぬ
子
が
甘
え
よ
る
い
ひ
が
た
く
そ
の
や
は
ら
か
き
髪
も
て
あ
そ
ぶ

死
は
そ
こ
に
抗
ひ
が
た
く
立

つ
ゆ
ゑ

に
生
き
て
ゐ
る

一
日

一
日
は
い
つ
み

教
科
書
に
は
な
き
幸
運

の
除
外
例
あ
る

い
は
良
性
の
も

の
か
も
知
れ
ぬ

あ
か

つ
き
の
目
覚
め
は
汗
を
と
も
な

ひ
て
感
情
は
夢
の
な
か
も
波
立
ち
ぬ

五
月
下
旬
、
癌
研
究
所
附
属
病
院
外
科
に
入
院
。
六
月
初
旬
、
手
術
。
月
末
に

退
院
。
そ
の
頃
の
歌
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

こ
の
い
の
ち
ま
な
く
消
ゆ
る
と
い
ふ
こ
と
も
人
の
う
へ
の
ご
と
く
思
ふ
と
き
あ

り

(入
院
前
後
)

四
階
よ
り
勤
め
に
い
つ
る
人
の
行
き
を
み
て
を
り
窓

へ
だ
て
世
を

へ
だ

つ
思
ひ

にゆ
る
び
た
る
時
計

の
ね
ぢ
を
巻
き
て
眠
る
な
ほ
い
の
ち
あ
る
明
日
を
た
の
み
て

術
後
の
身
浮
く
ご
と
く
朝
の
庭
に
た

つ
生
き
て
あ
ぢ
さ
ゐ
の
花
に
あ
ひ
に
し

(過
去
)

た
ま
し
ひ
の
よ
ろ
こ
び
の
ご
と
宵
闇
の
庭
に
く
ち
な
し
の
花
暮
れ
の
こ
る

術
後
、
彼
は
好
ん
で
野
歩
き
、
村
歩
き
を
行
な

っ
た
。
そ
の
頃
上
田
は
、
北
多

摩
清
瀬
町

(当
時
)
に
住
ん
で
い
た
。
武
蔵
野
の
面
影
を
わ
ず
か
に
残
し
た
地
で

あ

っ
た
。
上
田
に
は
二
人
の
男
の
子
が
あ

っ
た
が
、
夏
以
降
、
当
時
小
学

一
年
生

だ

っ
た
次
男
が
せ
が
ん
で

つ
い
て
来
た
。
回
顧
し
て
言
う
。

「よ
く
喋
る
子
供
だ

っ
た
。
喋
り
な
が
ら
、
手
を

つ
な
い
だ
り
、
後
に
な

っ
た
り
、

先
に
な

っ
た
り
し
て
随
い
て
く
る
腰
の
あ
た
り
ま
で
の
小
童
の
影
を
想
像
の
う
ち

に
甦
ら
せ
て
み
る
と
、
父
親
に
と

っ
て
、
こ
の
と
き
野
の
上
に
あ

っ
た
二
つ
の
影

　　
　

ほ
ど
幸
せ
な
も

の
は
な
か

っ
た
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。」

四
季
は
速
や
か
に
、
し
か
も
容
赦
な
く
過
ぎ
て
行
く
。

「
瞬
間
よ
と
ど
ま
れ
。
」、

　　
　

「わ
が
身
よ
、
此
処
に
と
ど
ま
れ
。」
そ
れ
が
、
野
歩
き
、
村
歩
き
の
道
す
が
ら
、

口
を

つ
い
て
出
て
く
る
祈
り
で
あ

っ
た
。

「止
ま
ら
ぬ
時
間
を
止
め
て
で
も
生
き

　　
　

た

い

と

思

っ
た

」

と

言

う

。　ゆ
　

「
後

世

を

信

じ

る

こ

と

の

で
き

な

い
私

に
と

っ
て
、

こ
の
世
こ
そ
す
べ
て
て
あ
」

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
歌
を
紹
介
す
る
と
、
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お
ぼ
ろ
夜
と
わ
れ
は
お
も
ひ
き
あ
た
た
か
き
う

つ
し
み
抱
け
ば
う

つ
し
み
の
香

や

(え
こ
の
花
)

み
つ
か
ら
の
に
ほ
ひ
も
淡
く
な
り
た
り
し
手
術

の
の
ち
の
吾
を
思
ひ
出
づ

病
名
に
触
れ
て
く
る
と
き
微
妙
な
る
反
応
を
い
く
た
び
か
人
の
う

へ
に
見
き

子
の
手
ひ
き
入
日
の
野
路
を
た
ど
る
と
き
何
に
涙
ぐ
む
こ
こ
ろ
と
お
も
ふ

(虫
眼
鏡
)

黒
枠
の
は
が
き
が
と
ど
き
不
意
に
し

て
古
き
傷
み
は
灸
り
い
だ
さ
れ
ぬ

(檸
檬

一
穎
)

さ
て
、

「
た
ま
も
の
と
し
て
の
四
十
代
」
に
戻
る
と
、
手
術
し
て
約
二
年
後
を

次
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

「
生
き
得
た
喜
び

の
底
に
再
発
の
お
そ
れ
を
畳
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
確
実
に
回

復

に
向
か

っ
て
ゆ
く
自
分
の
肉
体
を
自
覚
す
る
の
は
頼
も
し
か

っ
た
。
た
ま
も
の

の
語
が
、
か
り
そ
め
な
ら
ぬ
実
感
と
し

て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
そ

の
こ
ろ
か
ら
だ
が
、
そ
う
い
う
生
命
感
が
、
四
季
自
然
の
風
物

の
中
に
融
け
こ
ん

で
、

一
種
透
明
と
も
お
も
わ
れ
る
よ
う
な
韻
き
を
立
て
は
じ
め
た
と
感
じ
た
の
は
、

術
後
の
二
年
目
、
昭
和
四
十
三
年
に
入

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
歌
は
、

ど
こ
か
ま
だ
無
力
感
が

つ
き
ま
と

っ
た
。
そ
の
無
力
感
を
放
念
に
転
じ
た
昭
和
四

　　
　

十
三
年
の

「山
塊
」
の

一
連
は
、
私
に
と

っ
て
は
重
い
意
味
を
も

っ
て
い
る
。」

術
後
二
年
が
た
ち
、
上
田
に
も
よ
う
や
く

「生
き
得
た
喜
び
」
が
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
。
心
の
底
に
な
お

「再
発

の
お
そ
れ
」
が
秘
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、

「
肉
体
」
の
方
は

「確
実
に
回
復
に
向
か

っ
て
ゆ
く
」

の
が
自
覚
さ
れ
、

「頼
も

し
」
く
思
わ
れ
る
。
こ
の
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
た

「肉
体
」
は
、
の
ち
に

「内
な
る

自
然
」
と
捉
え
ら
れ
、
上
田
に

『
う

つ
し
み

こ
の
内
な
る
自
然
』
を
書
か
せ
る

(
1

瓢

2

)

こ
と
に
な
る
。

「
山
塊
」
五
十
首
中
に
は
次
の
よ
う
な
作
品
が
見
受
け
ら
れ
る
。

用
な
く
て
歩
む
は
た
の
し
雲

の
ご
と
き
か
の
遠
山
も
け
ふ
晴
れ
わ
た
る

麦
刈
ら
れ
た
る
畦
間
に
は
や
も
生
ひ
い
で
て
陸
稲
は
う
す
き
み
ど
り
の
そ
よ
ぐ

六
月
の
こ
こ
ろ

つ
つ
ま
し
わ
が
い
の
ち
を
亡
き
も
の
と
し
て
か

つ
て
嘆
き
き

つ
ゆ
雲
の

一
角
き
れ
て
西
の
か
な
た
茜
さ
す
は
か
な
し
み
の
記
憶
の
ご
と
し

つ
ゆ
の
晴
れ
間
よ
ろ
こ
び
て
ゆ
く
市
路
に
は
す
で
に
寝
其
産
が
売
ら
れ
て
ゐ
た

りこ
れ
ま
で
の
歌
に
つ
き
ま
と

っ
て
い
た

「
無
力
感
を
放
念
に
転
じ
」
、

「
か
な

し
み
」
を
も
は
や
過
去
の
も

の
と
し
、
生
き
て
い
る
喜
び
を
歌
う
よ
う
に
な
る
。

上
田
の
病
後
の
大
き
な
転
機
を
示
す
、
そ
の

「
山
塊
」

一
連
の
初
め
に
、
上
田
は

『徒
然
草
』
よ
り
、

「
わ
が
生
す
で
に
蹉
毘
た
り
。
諸
縁
を
放
下
す
べ
き
時
な
り
。」

(第
百
十
二
段
)
を
引
い
た
。
再
出
発
に
際
し
、
限
り
あ
る
時
間
を
大
切
に
し
た

い
、
義
理
の
付
き
合
い
な
ど
で
時
間
を
決
し
て
無
駄
に
す
ま
い
と
心
に
誓

っ
た
の

で
あ
る
。
回
復
が
確
実
に
感
じ
ら
れ
て
後
、
上
田
は
兼
好
を
範
と
し
て
生
き
よ
う

と
決
心
す
る
。
ガ
ン

「再
発
の
お
そ
れ
を
畳
み
な
が
ら
」
生
き
て
行
こ
う
と
す
る

上
田
は
、
遠
く
中
世
の
兼
好
の
生
き
方
に
こ
そ
最
も
近
し
い
も
の
を
覚
え
た
の
で

あ
る
。

　お
　

上
田
は

「
ち

っ
と
も
死
後
を
信
じ
て
い
な
い
。
」
で
は
、
い

つ
再
発
す
る
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
状
況
の
下
で
、
彼
は
ど
う
生
き
た
の
か
。
限
ら
れ
た
生
、

「
先

途
な
き
生
」
を
い
か
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
か
。
し
か
し
、
生
が
限
ら
れ
て
い
る

の
は
何
も
上
田
ば
か
り
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
生
も
限
ら
れ
て
い
る
。
い

つ
終

わ
る
か
も
知
れ
ぬ
生
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
田
の
闘
い
は
、
本
来
わ
れ
わ

れ
も
ま
た
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
闘
い
な
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
も
四
十
代
の
半
ば
を
迎
え
、
こ
の
闘
い
に
は
切
実
な
関
心
を
持

つ
。
拙
論

は
、

『
俗
と
無
常
1
・徒
然
草
の
世
界
』
に
、
そ
の
跡
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
書
は
昭
和
五
十

一
年
刊
で
、
上
田
の
五
十
二
歳
の
時
に
出
版
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
が

(正
確
に
は
、
約

一
年
前
、
ま
ず

い
く

つ
か
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
て
い

3
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る
)
、
兼
好
論
の
モ
チ
ー
フ
は
す
で
に
四
十
代
に
で
き
上
が
り
、
四
十
代
後
半
に

は
、
彼
の
生
を
支
え
て
い
た
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

上
田
は
後
年
、

『俗
と
無
常
』
の

「あ
と
が
き
」
、
ま
た

「
『
学
術
文
庫
』
の

た
め

の
ま
え
が
き
」
で
、
闘
病

の
頃
を

回
想
し
て
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

「
十
年
の
昔
に
な
る
が
、
私
は
大
病
に
見
舞
わ
れ
て
い

っ
た
ん
生
を
諦
め
た
こ
と

が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
希
有

の
強
運
が
私
を
も
う
い
ち
ど
こ
の
世
に
連
れ
も
ど
し

て
く
れ
た
」
。

『徒
然
草
』
は
そ
れ
ま

で
に
も
読
ん
で
は
い
た
が
、
そ
の

「生
死

の
覚
悟
」
、

「生
き
方

の
極
意
」
は
他
人
ご
と
で
あ

っ
た
。

=

度
、
こ
の
世
の

果
て
を
う
か
が
う
よ
う
な
事
柄
に
立
ち
会

っ
て
、

『徒
然
草
』
は
よ
う
や
く
私
の

　レ
　

心
に
入

っ
て
き
た
と
思
わ
れ
た
。」

『
徒
然
草
』
に
惹
か
れ
た
の
は
、
上
田

「自

身
の
深
い
内
面
的
な
要
求
」
か
ら
で
あ

っ
た
。

「隠
遁

へ
の
誘
惑
」
が
あ

っ
た
こ

と
も
そ
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
本
書
に
あ

る
種
の
魅
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
兼
好
を

単
な
る
知
的
な
理
解
で
な
く
、

「
み
ず

か
ら
に
お
け
る
生
死
の
問
題
に
重
ね
て
捉

　ま

え
た
」
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
う
上
田
が
言
う
時
、
彼
の
兼
好

「
解
釈
」
は
、

『徒
然

草
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
よ

っ
て
限
定

さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ

っ
て

触
発
さ
れ
、
ま
た
形
成
さ
れ
た
上
田
自
身

の
考
え
で
も
あ
る
と
言

っ
て
い
い
だ
ろ

う
。

二
、
兼
好

の

「
時
間
論
」

『俗
と
無
常
-
徒
然
草
の
世
界
』
の
中

心
は
、
上
田
自
身
も
言
う
よ
う
に
、
第
三

章

「兼
好
と
時
間
」
で
あ
る
。

「兼
好
と
時
間
」
に
よ
れ
ば
、
兼
好
は

「後
世
者
」
で
は
な
い
。
こ
こ
に
上
田
の

兼
好
理
解

の
根
底
が
あ
る
。

「後
世
者
」

と
は
、
浄
土
に
お
け
る
死
後
の
生
活
こ

そ
が
真
実

の
生
で
あ
る
と
し
、
後
世
で
の
安
楽
を
得
る
た
め
、
現
世
を
否
定
し
、

ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
後
世
を
完
全
な
形
で
迎
え
入
れ
よ
う

と
す
る
者
で
あ
る
。
他
方
、
兼
好
は
あ
く
ま
で

「
此
岸
の
人
」
、

「現
世
者
」

(上
田
の
造
語
-
筆
者
注
)
で
あ
り
、
後

世
を
頼
み
に
し
て
い
な
い
。

「
死
す
べ

き
、
有
限
の
、

つ
ま
り
は
無
常
の
人
間
の
荷
う
時
間
と
い
う
難
問
を
、
彼
岸
の
た

よ
り
と
い
う
救
済
の
項
抜
き
で
解
こ
う
と
す
る
」
蛤㌍
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
に
よ

る

「
救
済
」
と
は
無
関
係
に
、
先
途
な
き
生
を
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
問
題
を
考

え
た
の
で
あ
る
。
上
田
の
人
生
に
対
す
る
姿
勢
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

「老
来
り
て
、
始
め
て
道
を
行
ぜ
ん
と
待

つ
こ
と
な
か
れ
。
古
き
墳
、
多
く
は
こ

れ
少
年
の
人
な
り
。
は
か
ら
ざ
る
に
病
を
受
け
て
、
忽
ち
に
こ
の
世
を
去
ら
ん
と

す
る
時
に
こ
そ
、
始
め
て
、
過
ぎ
ぬ
る
方
の
誤
れ
る
事
は
知
ら
る
な
れ
。
誤
り
と

い
ふ
は
、
他
の
事
に
あ
ら
ず
。
速
に
す
べ
き
事
を
暖
く
し
、
暖
く
す
べ
き
事
を
急

ぎ

て
、
過
ぎ
に
し
事
の
悔
し
き
な
り
。
そ
の
時
悔
ゆ
と
も
、
か
ひ
あ
ら
ん
や
。

人
は
、
た
ゴ
、
無
常
の
、
身
に
迫
り
ぬ
る
事
を
心
に
ひ
し
と
か
け
て
、
束
の
間

も
忘
る
ま
じ
き
な
り
。
さ
ら
ば
、
な
ど
か
、
こ
の
世
の
濁
り
も
薄
く
、
仏
道
を
勤

む
る
心
も
ま
め
や
か
な
ら
ざ
ら
ん
。」

(第
四
十
九
段
)

こ
の
段
の
主
旨
は
、

「道
」
、

つ
ま
り
仏
道
の
勧
め
で
あ
り
、
根
底
に
は
、
人

は
死
が
身
近
か
に
迫

っ
て
い
る
、
常
に
死
に
曝
さ
れ
て
い
る
と
の
無
常
観
が
潜
む
。

そ
の
こ
と
を
い
つ
も
意
識
し
、
束
の
間
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。

し
か
し
、
兼
好
は
「後
世
に
つ
い
て
は
…
…
ほ
と
ん
ど
、
何
事
を
も
語
ら
な
い
。」

　
り
　

「
彼
の
眼
は
、
た
え
ず
死
を
見
詰
め

つ
つ
、
死
の
向
こ
う
側
の
時
間
に
及
ぶ
こ
と

　ま

は
な
い
。
」
兼
好
は

「後
世
者
」
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
上
田
の
確
信
で
あ

っ

た
。
死
の
到
来
が
近
い
と
の
予
感
は
、
い

っ
そ
う
彼
に
現
世
の
認
識
を
切
実
に
さ

せ
る
の
で
あ
る
。

「世
捨
て
人
」
兼
好
は
、
確
か
に
出
家
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
を
、
現
世
を
捨

て
た
。
い
や
、
よ
り
正
確
に
は
、

「現
世
の
二
次
的
な
部
分
を
捨
て
る
こ
と
に
よ

っ

て
・
現
世
の
も

っ
と
も
本
質
的
な
部
分
の
う
ち
に
と
ど
ま

っ
た
」、
㌍
現
世
の

「
二

次
的
な
部
分
」
で
あ
る

「
諸
縁
」
を
放
下
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
世
の

「
も

っ
と
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も
本
質
的
な
部
分
」
、
す
な
わ
ち

「
時
間
」
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
儀
式
、
い
つ
れ
の
事
か
去
り
難

か
ら
ぬ
。
世
俗
の
黙
し
難
き
に
随
ひ
て
、

こ
れ
を
必
ず
と
せ
ば
、
願
ひ
も
多
く
、
身
も
苦
し
く
、
心
の
暇
も
な
く
、

一
生
は
、

雑
事
の
小
節
に
さ

へ
ら
れ
て
、
空
し
く
暮
れ
な
ん
。
日
暮
れ
、
塗
遠
し
。
吾
が
生

既
に
蹉
毘
た
り
。
諸
縁
を
放
下
す
べ
き
時
な
り
。
信
を
も
守
ら
じ
。
礼
儀
を
も
思

は
じ
。
こ
の
心
を
も
得
ざ
ら
ん
人
は
、
物
狂
ひ
と
も
言

へ
、
う

つ

な
し
、
情
け

な
し
と
も
思

へ
。
殿
る
と
も
苦
し
ま
じ
。
誉
む
と
も
聞
き
入
れ
じ
。
」

(第
百
十

二
段
)

上
田
が

「山
塊
」
に
掲
げ
た
の
は
、

こ
の

「吾
が
生
既
に
蹉
跣
た
り
。
諸
縁
を

放
下
す
べ
き
時
な
り
。
」
で
あ

っ
た
。
自

分
の
人
生
は
う
ま
く
行

っ
て
い
な
い
。

今
こ
そ

「諸
縁
」
を
捨
て
る
べ
き
時
だ
。

「諸
縁
」
と
は
、
世
間
の
義
理
の
付
き

合
い
、
社
交
的
儀
礼
等
、
世
間
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
わ
り
を
さ
す
。
世
間
の
付
き
合

い
に
か
ま
け
て
い
れ
ば
、

つ
ま
ら
ぬ
雑
事
に
追
わ
れ
て
、
何
も
せ
ぬ
う
ち
に
人
生

は
終
わ

っ
て
し
ま
う
。
勇
気
を
ふ
り
し
ぼ

っ
て
、
世
間
と
の
関
わ
り
合
い
を
断
ち

切
る
べ
き
時
だ
。
こ
れ
こ
そ
上
田
が
再
出
発
に
あ
た

っ
て
、
自
ら
に
課
し
た
第

一

の
格
率
で
あ

っ
た
。

x

「
物
皆
幻
化
な
り
。
何
事
か
暫
く
も
住
す
る
。
」

(第
九
十

一
段
)

「如
幻

の
生

の
中
に
、
何
事
を
か
な
さ
ん
。
す
べ
て
、
所
願
皆
妄
想
な
り
。」

(第
二
百
四
十

一
段
)
と
あ
る
よ
う
に
、
人
生
を
幻
と
す
る
点
で
は
兼
好

の
無
常
観
は
後
世
者
と

同
じ
だ
が
、
兼
好
は
そ
れ
に
代
わ
る
価
値
を
、
後
世
に
見
出
そ
う
と
は
し
な
い
。

　　
　

「
彼
は
否
定
す
べ
き
現
世
に
、
否
定
を
心
に
抱
い
た
ま
ま
、
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。」

「
諸
縁
」
を
放
下
し
、

「現
世
の
二
次
的
な
部
分
」
を
身
ぐ
る
み
剥
い
で
行
く
時
、

兼
好
は

「透
明
な

一
本
の
筒
」
と
化
し
、
そ
こ
に
は

「時
間
だ
け
が
詰
ま

っ
て
い

る
。」　

ぬ
　

「
透
明
な
時
間
の
筒
」
の
、
筒
と
は
身
体
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
時
間
と

は
兼
好
の

「
心
そ
の
も

の
」
に
他
な
ら
な
い
。
兼
好
に
と

っ
て
、
現
世
で
幻
で
な

い
実
在
は
こ
の

「時
間
」
の
み
で
あ
る
。

「
死
に
よ

っ
て
切
断
さ
れ
る
時
間
の
ご

く
短
い
線
分
」
盟

言
い
換
え
れ
ば
後
世
な
き
生
・
先
途
な
き
生
を
ど
う
生
き
る
の

か
。
有
限
の
時
間
の
中
に
、
心
の
拠
り
所
を
見
つ
け
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な

の
か
。
し
か
も

「
死
期
は
序
を
待
た
ず
。
」
で
あ
る
。

「春
暮
れ
て
後
、
夏
に
な
り
、
夏
果
て
て
、
秋
の
来
る
に
は
あ
ら
ず
。
春
は
や
が

て
夏
の
気
を
催
し
、
夏
よ
り
既
に
秋
は
通
ひ
、
秋
は
即
ち
寒
く
な
り
、
十
月
は
小

春
の
天
気
、
草
も
青
く
な
り
、
梅
も
蕾
み
ぬ
。
木
の
葉
の
落

つ
る
も
、
先
ず
落
ち

て
芽
ぐ
む
に
は
あ
ら
ず
、
下
よ
り
萌
し
つ
は
る
に
堪

へ
ず
し
て
落

つ
る
な
り
。
迎

ふ
る
気
、
下
に
設
け
た
る
故
に
、
待
ち
と
る
序
甚
だ
速
し
。
生

・
老

・
病

・
死
の

移
り
来
る
事
、
ま
た
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
り
。
四
季
は
、
な
ほ
、
定
ま
れ
る
序
あ
り
。

死
期
は
序
を
待
た
ず
。
死
は
前
よ
り
し
も
来
ら
ず
、
か
ね
て
後
に
迫
れ
り
。
人
皆

死
あ
る
事
を
知
り
て
、
待

つ
こ
と
し
か
も
急
な
ら
ざ
る
に
、
覚
え
ず
し
て
来
る
。

沖
の
干
潟
遥
か
な
れ
ど
も
、
磯
よ
り
潮
の
満

つ
る
が
如
し
。
」

(第
百
五
十
五
段
)

死
と
は
、
今
は
彼
方
に
あ
る
が
、
い
つ
か
必
ず
や

っ
て
来
る
と
い

っ
た
も
の
で

は
な
い
。
死
は
い

つ
何
時
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
死
は
不
意
に
わ

れ
わ
れ
を
襲
う
。

「
死
は
前
よ
り
し
も
来
ら
ず
、
か
ね
て
後
に
迫
れ
り
。
」
で
あ

る
。

「
沖
の
干
潟
遥
か
な
れ
ど
も
、
磯
よ
り
潮
の
満

つ
る
が
如
し
。
」
な
の
で
あ

る
。「寸

陰
惜
し
む
人
な
し
。
こ
れ
、
よ
く
知
れ
る
か
、
愚
か
な
る
か
。
愚
か
に
し
て

怠
る
人
の
た
め
に
言
は
ば
、

一
銭
軽
し
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
重
ぬ
れ
ば
、
貧
し

き
人
を
富
め
る
人
と
な
す
。
さ
れ
ば
商
人
の
、

一
銭
を
惜
し
む
心
、
切
な
り
。
刹

那
覚
え
ず
と
い

へ
ど
も
、
こ
れ
を
運
び
て
止
ま
ざ
れ
ば
、
命
を
終
ふ
る
期
、
忽
ち

に
至
る
。

さ
れ
ば
、
道
人
は
、
遠
く
日
月
を
惜
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
ゴ
今

の

一
念
、
空
し

W

5
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く
過
ぐ
る
事
を
惜
し
む
べ
し
。
も
し
、
人
来
り
て
、
我
が
命
、
明
日
は
必
ず
失
は

る
べ
し
と
告
げ
知
ら
せ
た
ら
ん
に
、
今
日

の
暮
る

間
、
何
事
を
か
頼
み
、
何
事

を
か
営
ま
ん
。
我
等
が
生
け
る
今
日
の
日
、
何
ぞ
、
そ
の
時
節
に
異
な
ら
ん
。

一

日
の
う
ち
に
、
飲
食

・
便
利

・
睡
眠

・
言
語

・
行
歩
、
止
む
事
を
得
ず
し
て
、
多

く
の
時
を
失
ふ
。
そ
の
余
り
の
暇
幾
ば
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
、
無
益
の
事
を
な
し
、

無
益
の
事
を
言
ひ
、
無
益
の
事
を
思
惟
し
て
時
を
移
す
の
み
な
ら
ず
、
日
を
消
し
、

月
を
亙
り
て
、

一
生
を
送
る
、
尤
も
愚
か
な
り
。」

(第
百
八
段
)

死
を
先
の
こ
と
だ
と
思

っ
て
は
い
け
な

い
。
死
は
明
日
か
も
し
れ
な
い
し
、
今

日
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思

っ
て
今
を
、
こ
の

一
瞬
を
大
事
に
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

「
た
父
今
の

一
念
、
空
し
く
過
ぐ
る
事
を
惜
し
む
べ
し
。
」
も

し
、
人
が
や

っ
て
来
て
、
私
の
命
が
翌

日
に
必
ず
失
わ
れ
る
と
告
げ
た
な
ら
、
そ

x

の
日
が
暮
れ
る
ま
で
の
問
に
、
私
は
い

っ
た
い
何
を
期
待
し
、
何
を
す
る
だ
ろ
う

か
。
今
日
と
い
う
日
が
、
ど
う
し
て
そ

の
日
と
違
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
死
は
い
つ

何
時
に
や

っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

兼
好
は
先
途
な
き
生
を
、

「
寸
陰
愛
惜
」
で
も

っ
て
処
す
。

「た
父
今
の

一
念
」
、

ご
く
わ
ず
か
な
時
間
で
す
ら
も
惜
し
ん

で
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
。

「
念
々
、
ま

た
念

々
、
時

々
、
ま
た
時
々
、
彼
は
み
ず

か
ら
の
心
を
も

っ
て
み
ず
か
ら
の
心
を

覗
き
込
み
、
み
ず
か
ら
の
時
間
を
も

っ
て
み
ず
か
ら
の
時
間
を
覗
き
込
む
」
。
上

田
は

「
蛇
が
自
分
の
尾
を
呑
み
込
む
よ
う
な
」
行
為
と
喩
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

「直
線
的
に
流
れ
て
や
ま
な
い
時
間
を
、
瞬
間
、
瞬
間
に
お
い
て
完
結
さ
せ
、
凍

　　

結
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
」
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

上
田
が
再
起
す
る
に
当
た

っ
て
、
自
ら

に
課
し
た
第
二
の
格
率
は
こ
の

「寸
陰

愛
惜
」
で
あ

っ
た
。

「瞬
間
よ
と
ど
ま
れ
」
、

「
わ
が
身
よ
、
此
処
に
と
ど
ま
れ
」

と
い
っ
た
、
野
歩
き
、
村
歩
き
で
の
祈
り

の
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

術
後
、
い
つ
再
発
す
る
か
も
し
れ
ぬ
と

の
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
上
田
の
願
い
は
、

時
間
の
流
れ
を
塞
き
止
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
ば
、
流
れ
を

で
き
る
限
り
暖
や
か
に
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
手
段
が

「寸
陰
愛
惜
」
で
あ

る
。
先
途
な
き
生
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
間
に
は
、
そ
れ

へ
の
抵
抗
と
し
て
、
死

ま
で
の
限
り
あ
る
時
間
を
ば
何
ら
か
の
仕
方
で
引
き
伸
ば
そ
う
と
す
る
以
外
、
ど

の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う
。

兼
好
に
お
け
る
時
間
と
は
、
図
式
化
す
る
と
こ
う
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

蛇
の
喩
え
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
間
は

「瞬
間
と
い
う
時
間
の
微
小

線
分
が
円
環
を
な
し

つ
つ
そ
れ
が
鎖
状
に
な

っ
て
」
い
る
の
で
あ
る
が
、

「円
環

は
み
な
そ
の

一
端
を
開
い
て
連
続
し
、
螺
旋
を
な
し
、
そ
の
螺
旋
が
じ

つ
に
緻
密

で
あ
る
た
め
に
円
環
の
重
な
り
と
見
え
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
時
間
」
で
あ
る
。

「
そ
の
流
れ
の
形
は
、
外
観
に
お
い
て
は
直
線
的
な
時
間
の
流
れ
と
同
じ
長
さ
で

あ
る
が
、
し
か
し
兼
好
の
意
識
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の
螺
旋
に
巻
く
有

限
の
時
間

の
両
端
を
持

っ
て
引

っ
張
れ
ば
、
そ
れ
は
、
有
限
の
中
に
ほ
と
ん
ど
無

限
の
時
間
を
巻
き
収
め
て
い
る
の
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
長
さ
と
し
て
、
存
在

　ヨ

す
る
。
」

上
田
が

『
俗
と
無
常
ー
徒
然
草
の
世
界
』
の
中
で
最
も
熱

っ
ぽ
く
語
る
の
は
こ

の
あ
た
り
で
あ
る
。
必
死
に
な

っ
て
自
ら
を
説
得
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け

る
。
そ
れ
だ
け
に
言
い
回
し
が
難
解
で
あ
る
。
そ
れ
が
魅
力
に
な

っ
て
い
る
と
も

言
え
る
が
、
筆
者
の
理
解
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。

さ
て
、
兼
好
は
こ
う
い
う

「時
間
の
構
造
」
を
手
に
入
れ
、
そ
こ
に

「彼
の
心

術

の
中
心
」
を
置
い
て
い
た
。
こ
の

「時
間
の
構
造
」
ゆ
え
に
、
兼
好
は

「寸
陰

愛
惜
」

の
張
り
詰
め
た
中
で
も
、
心
の
柔
軟
さ
を
失
わ
な
い
。

「
両
端
を
持

っ
て
引

っ
張
れ
ば
、
そ
れ
は
、
有
限
の
中
に
ほ
と
ん
ど
無
限
の
時
間

を
巻
き
収
め
て
い
る
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
上
田
は
先
の

「
円
環
」
は

「
円
環
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

「
四
季
的
自
然

の
回
帰
的
時
間
」
に
照
応
す
る
と
言
う
。

「
死
す
べ
き
、
有
限
の
、
線
分
的
時
間
は
、
そ
の
極
微
の
形
態
を
瞬
間
に
見
い
だ

す
と
こ
ろ
か
ら
、
ふ
た
た
び
、
照
応
に
よ
る
回
帰
的
時
間

へ
の
通
路
が
生
じ
て
、

氷
結
に
ま
で
わ
が
心
を
追
い
つ
め
て
い
っ
た
兼
好
の
時
間
に
、
あ
る
和
ら
ぎ
が
還

っ
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て
く

る
。
」
そ

の
和

ら
ぎ

の
表

現

が

、

「
し

ば

ら

く

楽

し
ぶ

」

な

の
で

あ

る

。

「未
だ
ま
こ
と
の
道
を
知
ら
ず
と
も
、
縁
を
離
れ
て
身
を
閑
か
に
し
、
事
に
あ
つ

か
ら
ず
し
て
心
を
安
く
せ
ん
こ
そ
、
し
ば
ら
く
楽
し
ぶ
と
も
言
い

つ
べ
け
れ
。

『
生
活

・
人
事

・
伎
能

・
学
問
等
の
諸
縁
を
止
め
よ
』
と
こ
そ
、
摩
詞
止
観
に
も

侍
れ
。」

(第
七
十
五
段
)

「所
願
を
成
じ
て
後
、
暇
あ
り
て
道
に
向
は
ん
と
せ
ば
、
所
願
尽
く
べ
か
ら
ず
。

如
幻
の
生
の
中
に
、
何
事
を
か
な
さ
ん
。
す
べ
て
、
所
願
皆
妄
想
な
り
。
所
願
心

に
来
た
ら
ば
、
妄
心
迷
乱
す
と
知
り
て
、

一
事
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。
直
に
万
事

を
放
下
し
て
道
に
向
ふ
時
、
障
り
な
く
、
所
作
な
く
て
、
心
身
永
く
閑
か
な
り
。
」

(第
二
百
四
十

一
段
)

兼
好
の
心
術
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
こ
の

「心
身
永
閑
」
で
あ

っ
た
。
身
も
心
も

と
も
に
長
く
安
静
で
い
ら
れ
る
こ
と
。
身
に
お
け
る

「諸
縁
放
下
」
と
、
心
に
お

け
る

「寸
陰
愛
惜
」

の
両
者
の
上
に
な
る
こ
の

「
心
身
永
閑
」

の
境
地
こ
そ
、
兼

好
の

「
生
き
方
の
極
意
」
で
あ

っ
た
。

そ
う
上
田
は
解
釈
す
る
。
こ
の
兼
好
の

「生
き
方
の
極
意
」
は
ま
た
同
時
に
、
上
田
の
希
求
す
る
生
き
方
で
あ

っ
た
に
ち

が
い
な
い
。

三
、

『
う

つ
し
み

こ

の
内
な
る
自
然
』

へ

昭
和
四
十
八
年
、
術
後
七
年
目
、
上

田
は

「大
方
病
気
を
忘
れ
る
ま
で
に
な

っ

て
い
た
」
が
、
四
月
、

「
便
の
異
常
」
を
見
、
再
び
癌
研
究
所
附
属
病
院
に
て
精

密
検
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
七
年
目
の
騒
動
は
さ
い
わ
い
大
事
に
い
た
ら
ず
に
済
ん
だ
が
、
病
気
以
来
、

私
の
胸
に
宿

っ
て
い
た
無
常
の
思
い
を
濃
く
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

一
つ
の
決

意
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

一
口
に
い

っ
て
、
そ
れ
は
隠
遁
の
志
と
い

っ
た

も
の
で
あ
る
。
私
は
あ
く
せ
く
す
る
こ
と
な
し
に
生
き
た
い
と
思

っ
た
。
私
が
命

拾
い
を
し
て
よ
り
の
ち
の
歳
月
を
余
生
と
思
い
定
め
た
の
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し

て
も
、
元
気
を
と
り
戻
し
て
か
ら

の
生
活
は
、
い
つ
し
か
も
と
の
煩
雑
な
生
活

へ

の
復
帰
で
あ
り
、
煩
雑
の
度
合
い
は
年
と
と
も
に
加
わ

っ
て
い
た
。
私
は
五
十
歳

に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
五
十
と
い
う
男
の
年
齢
が
、
普
通
に
世
に
処
し
て
行
く

の
に
ど
ん
な
多
忙
を
強
い
ら
れ
る
か
、
若

い
時
に
は
思

っ
て
も
み
な
か

っ
た
。
そ

こ
に
は
閑
暇
と
は
逆
の
、
い
く
ら
振
り
払

っ
て
も
払
い
切
れ
な
い
雑
事
と
い
う
も

の
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
た
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
私
は
医
者
を
や
め
た
い
と
、

　　

そ
の
こ
と
ば
か
り
を
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」

こ
の

「
騒
動
」
に
よ
り
、
兼
好

の
あ
の

「
吾
が
生
既
に
蹉
毘
た
り
。
諸
縁
を
放

下
す
べ
き
時
な
り
。」
と
い
う
言
葉
が
、
以
前
に
も
増
し
て
切
実
に
響
い
て
き
た
。

　　
　

「
ほ
と
ん
ど
、
お
び
や
か
し
を
も

っ
て
迫

っ
た
と
言

っ
て
い
い
。
」
上
田
は

つ
い

　　

に
医
者
を
や
め
る
決
心
を
固
め
る
。

「
隠
遁
の
志
は
定
ま

っ
た
。
」
と
言
う
。
翌

年
七
月
ま
で
延
び
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
五
十

一
歳
の
誕
生
日
後
ま
も
な
く
、
二

十
二
年
間
勤
め
た
国
立
東
京
病
院
を
退
職
す
る
の
で
あ
る
。

上
田
が

「
兼
好
の
隠
棲
は
、
こ
の
よ
う
な
内
部
の
時
間
を
覗
き
込
む
た
め
の
も

　お
　

の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
条
件
づ
く
り
だ

っ
た
。」
と
言
う
時
、
上
田
の

意
図
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

っ
た
。
そ
の
年
の
暮
に
、
退
職
金
を
も
と
に
し
て

庭
に

「
小
屋
」
を
建
て
た
。

「優
游
居
」
と
名
付
け
ら
れ
た
、
上
田
自
身
の

「
草

庵
」
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
最
初
の
仕
事
が
、

『
俗
と
無
常
ー
徒
然
草

の
世
界
』
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

「優
游
」
と
は
、
辞
書
に

「
暇
が
あ

っ
て
の
ど
か
な
る
さ
ま
」
と
あ
り
、

「永
閑
」

に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
語
は
良
寛

の
詩

の

一
節

「
優
游

又

優
游

薄
か
言
に

今
農
を
永
う
す
」
か
ら
取
ら
れ
た
の
だ
が
、
上
田
は
こ
れ
を

「
良
寛

の
出
家
の
心

情
を
い
う
の
に
も

っ
と
も
相
応
し
い
も
の
」
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
庵
は
、

北
宋
の
詩
人
、
蘇
転
の

「無
事

此
に
静
座
す
れ
ば

一
日
は
両
日
に
似
た
り
」

　　

か
ら
取

っ
て
、

=

日
両
日
庵
」
と
も
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
こ
に
も
上
田
の
希
求
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し
た
も
の
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

上
田
は
五
十
年
三
月
刊
の
歌
集

『
湧
井
』

の

「あ
と
が
き
」
で
、

「
こ
の
時
期
、

覚
悟
の
重
患
よ
り
癒
さ
れ
、
四
季
自
然
と

の

一
体
感
の
う
ち
に
存
命
の
よ
ろ
こ
び

を
歌
に
し
て
き
た
私
は
、
地
よ
り
湧
く
清
水
の
生
命
感
に
、
わ
が
生
の
祈
念
す
る

　
れ
　

と
こ
ろ
を
見
て
き
た
と
言

っ
て
い
い
。」
と
書
い
て
い
る
。

「
山
塊
」
以
後
、
四
十

代
の
上
田
を
支
え
て
き
た
の
は
、
兼
好
よ
り
学
び
取

っ
た

「
時
間
論
」
と
、
こ
の

「
四
季
自
然
と
の

一
体
感

の
う
ち
に
」
見
出
し
た

「存
命

の
よ
ろ
こ
び
」
で
あ

っ

た
。

『
俗
と
無
常
-
徒
然
草

の
世
界
』
の
二
年
余
り
後
、
上
田
は

『
う

つ
し
み

こ
の

内
な
る
自
然
』
を
書
い
た
。
そ
の

「
あ
と
が
き
」
に
は
、

「
病
気
は
私
に
、
身
体

が
い
か
に
自
然

の

一
部
で
あ
る
か
を
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
せ
た
。
そ
れ
が
第

一
章

で
あ
る
。
第
二
章
以
下
に
お
い
て
、
私
は
身
体
を
外
な
る
自
然
に
対
す
る
内
な
る

自
然
と
し
て
捉
え
、
そ
の
内
な
る
自
然
を
外
な
る
自
然
に

つ
な
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て

次
の
三
つ
の
問
題
を
解
こ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
別
の
身
体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

他
者
と
の
和
解
と
、
わ
が
身
体
に
お
け

る
精
神
の
正
当
な
位
置
づ
け
と
、
そ
し
て

最
後
に
、
内
、
外

の
自
然
を
貫
く
時
間

の
観
相
を
と
お
し
て
得
ら
れ
る
べ
き
、
内

　
お
　

な
る
自
然
の
無
常

の
克
服
で
あ
る
。」
と
あ

る
。

今
度
は
身
体
を
中
心
に
し
、
そ
の
身
体
を

「内
な
る
自
然
」
と
捉
え
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
先
途
な
き
生
と
し
て
の
人
間

の
生
死
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
。
こ

れ
が
上
田
に
課
せ
ら
れ
た
五
十
代
前
半

の
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
ろ
う
。
四
十

代
に
お
い
て
上
田
を
支
え
た
、
兼
好
の

「時
間
論
」
と

「
四
季
自
然
と
の

一
体
」

化
の

「
よ
ろ
こ
び
」
の
両
者
に
、
身
体
を
中
心
に
据
え
て
統

一
を
計
ろ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

拙
論
で
の
筆
者
の
意
図
は
、
上
田
の
最
終
的
な
死
生
観
を
見
定
め
る
こ
と
で
は

な
く
、
四
十
二
歳
の
時
結
腸
ガ
ン
を
患

っ
て
後
、
ど
の
よ
う
な
考
え
に
支
え
ら
れ
、

ど
う
生
き
て
き
た
の
か
を
探
る
こ
と
で
あ

っ
た
。

『
う

つ
し
み

こ
の
内
な
る
自

然
』

の
主
た
る
議
論
に
は
こ
れ
以
上
立

ち
入
ら
な
い
。

お
わ
り
に

上
田
は
先
に
引
用
し
た

『
う

つ
し
み

こ
の
内
な
る
自
然
』
の

「あ
と
が
き
」

に
も
、
解
こ
う
と
す
る
三

つ
の
問
題
の
最
後
に
、

「内
な
る
自
然
の
無
常
の
克
服
」

を
挙
げ
た
。
上
田
の
テ
ー

マ
は

一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
兼
好
の

「時
間
論
」

の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、

「死
す
べ
き
、
有
限
の
、

つ
ま
り
は
無
常
の
人

間

の
荷
う
時
間
と
い
う
難
問
を
、
彼
岸
の
た
よ
り
と
い
う
救
済
の
項
抜
き
で
解
」

く
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
的
立
場
に
よ

ら
ず
に
、
永
閑
の
境
地
を
獲
得
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
田
は
兼
好
を

「
後
世
者
」
で
は
な
く
、

「現
世
者
」
と
捉
え
、
そ
の
上
で
そ

の

「
生
き
方
の
極
意
」
を
学
び
取
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、

『う

つ
し
み

こ
の

内
な
る
自
然
』
に
お
い
て
、
こ
う
書
く
。

「
先
途
な
き
生
ー
そ
の
限
定
さ
れ
た
短
い
時
間
の
中
に
身
を
浮
べ
て
、
閑
居
の
無

事
と
い
う
立
場
が
自
己
救
済
の
役
を
果
す
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は

救
済
と
ま
で
は
い
わ
ぬ
に
し
て
も
す
く
な
く
と
も
自
己
慰
撫
の
役
を
果
す
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
く
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ

　
お
　

う
。」上

田
が

『徒
然
草
』
か
ら
学
び
取

っ
た
も
の
、
彼
が
兼
好
の

「
生
き
方

の
極
意
」

と
呼
ん
だ
も
の
は
、

「
心
理
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
」
く
、

「
自
己
慰
撫
の

役
を
果
す
」
に
止
ま
る
だ
ろ
う
と
言
う
。
こ
の
こ
と
は
、
上
田
が
意
図
し
た
も
の

が
挫
折
に
終
わ

っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。

上
田
は

「現
世
者
」
に
徹
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

「後
世
者
」
を
超
え
よ
う
と

し
た
。

「後
世
者
」
は
現
世
に
お
け
る
生
の
意
味
を
否
定
し
、
後
世
に
お
け
る
生

を
夢
見
、
心
は
す
で
に
浄
土
に
向

っ
て
飛
ん
で
い
る
。

「後
世
者
は
本
質
に
お
い

　
ぬ
　

て
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
る
。」
宗
教
的
立
場
に
立

つ
か
立
た
な
い
か
よ
り
も
、
も

っ

と
大
切
な
の
は
、
こ
の
世
を
ど
う
生
き
る
か
で
は
な
い
の
か
。
上
田
は
後
世
を
信

じ
て
い
な
か

っ
た
が
、
信
じ
ま
い
と
し
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
信
じ
ら
れ
な
か

っ
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た
の
で
あ
る
。
上
田
の
描
く
兼
好
に
、
後
世
は

「
絶
た
れ
て
い
な
い
ま
で
も
、
そ

れ
は
思
案
の
外
に
置
か
れ
て
、
現
世

の
生
を
規
正
す
る
力
を
持
た
な
い
。
」
兼
好

　お
　

に
お
い
て
、

「死
後
は
侍
み
が
た
」
い

の
で
あ
る
。
上
田
も
ま
た
そ
う
で
あ

っ
た

ろ
う
。
た
だ
、
上
田
に
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
自
分
を
ど
う
こ
う
し
よ
う
と
い
う
考

え
は
な
か

っ
た
。

上
田
は

「
『
湧
井
』
の
最
後
に
お
い

て
私
は
五
十
の
坂
に
さ
し
か
か

っ
た
。
恐

　み
　

う
し
い
ほ
ど
の
、
早
い
日
の
過
ぎ
ゆ
き
で
あ

っ
た
と
思
う
。」
と
書
く

一
方
で
、

「
稀
有
に
し
て
い
の
ち
な
が
ら
え
、
そ

の
後
の
十
何
年
か
の
あ
い
だ
に
、
私
は
拾

　サ
　

い
も
の
の
人
生
に
し
て
は
思
い
が
け
な

い
ほ
ど
の
充
実
し
た
時
間
に
恵
ま
れ
た
」

と
も
書
い
て
い
る
。
両
者
に
矛
盾
は
な

い
だ
ろ
う
。

「
思
い
が
け
な
い
ほ
ど
の
充
実
し
た
時
間
」
の
例
を

一
つ
挙
げ
よ
う
。
上
田
は
昭

和
四
十
四
年
、
吉
野
に
旧
友
前
登
志
夫
を
訪
ね
、
花
を
楽
し
ん
だ
。
病
気
を
し
て

以
来
初
め
て
の
旅
と
言

っ
て
い
い
。
死
は
未
だ
片
時
も
念
頭
を
離
れ
な
か

っ
た
で

あ
ろ
う
。
病
よ
り
三
年
、

「山
塊
」
を
発
表
し
て
か
ら

一
年
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

代
表
作

「花
信
」
は
そ
こ
で
生
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

さ
び
し
さ
に
耐
へ
つ
つ
わ
れ
の
来
し
ゆ
ゑ
に
満
山
明
る
こ
の
花
ふ
ぶ
き

中
千
本
上
千
本

の
花
の
ふ
ぶ
き
ひ
と

つ
ま
ぼ
ろ
し
を
伴
ひ
ゆ
け
ば

ち
る
花
は
か
ず
か
ぎ
り
な
し
こ
と
ご

と
く
光
を
ひ
き
て
谷
に
ゆ
く
か
も

吉
野
山
花
ど
き
お
そ
き
夕
ま
ぐ
れ
こ
こ
に
葬
る
べ
き
こ
こ
ろ
ひ
と

つ
を

ち
り
み
だ
る
る
夕
山
桜
い
ひ
が
た
き
未
練
は
花
の
し
た
か
げ
あ
ゆ
む

前
は
上
田
が
ガ
ン
の
手
術
を
受
け
た

こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
。
上
田
の
死
後
そ

の
時
の
こ
と
を
回
想
し
、

「
あ
の
と
き

の
上
田
君
は
本
当
に
淋
し
そ
う
だ

っ
た
。

も
の
を
い
う
の
も
煩
わ
し
い
よ
う
な
風
で
、
花
に
魂
を
う
ば
わ
れ
た
風
情
だ

っ
た
。

こ
の
誠
実
な
歌
び
と
に
何
か
悲
し
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
な
と
い
う
こ
と
を
直
感
し

　　

て
い
た
。
」
と
書
い
て
い
る
が
、
興
味
深

い
。

昭
和
五
十
九
年
七
月
、
上
田
は
六
十

一
歳
の
誕
生
日
の
直
前
、
前
立
腺
腫
瘍
に

て
癌
研
究
所
附
属
病
院
泌
尿
器
科
に
入
院
。
そ
の
後
、
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
治

療
に
努
め
る
も
、
平
成
元
年

一
月
八
日
、
昭
和
の
終
わ

っ
た
翌
日
、
帰
ら
ぬ
人
と

な

っ
た
。
病
名
前
立
腺
癌
肺
転
移
。
享
年
六
十
五
歳
で
あ

っ
た
。

最
晩
年
の
作
品
の
中
に
は
、
辞
世
と
も
言
う
べ
き
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

く
る
し
み
の
身

の
洞
い
で
て
や
す
ら

へ
と
神
の
言
葉
も
き
こ
ゆ
べ
く
な
り
ぬ

(
つ
ゆ
じ
も
)

五
十
代
以
降

の
死
生
観
の
深
ま
り
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

注

(
1
)

「
奈
良
大
学
紀
要
」
第

二
十

二
号

(平
成
六
年
)
十

一
～
二
十
五
頁

(
2
)
後

に
、

『
上

田
三
四
二
全
歌
集
』

(短
歌
研
究
社
、
平
成
二
年
)
に
収
め
ら
れ
る
。

拙
論
は

こ
れ

に
よ
る
。

(
3
)
後

に
、

『
短
歌

一
生
』

(講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
八
七
年
)
に
収
め
ら
れ
る
。

(
4
)

『
短
歌

一
生
』

一
九

二
～

一
九

三
頁

(
5
)
同
書
、

一
九

三
頁

(
6
)

『
う

つ
し
み

こ
の
内

な
る
自
然
』

(平
凡
社

ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、

一
九
九
四
年

)
、

六

一
頁

(
7
)
同
書
、

六
五
頁

(
8
)
同
書
、

七
五
頁

(
9
)
同
書
、

六
八
頁

(
10
)

『
短

歌

一
生
』
、

二
三
四
頁

(
11
)
同
書
、

一
九
六
～

一
九
七
頁

(
12
)
神
谷
美
恵
子
は

『
生
き
が

い
に

つ
い
て
』

(み
す
ず
書
房
、

一
九
八
〇
年

)
の
中
で
、
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一
度

「
生
き
が

い
」
を
な
く

し
た
者
が
、
絶
望

の
淵

か
ら
這

い
上
が

る
に
あ
た

っ
て
、

き

わ
め
て
重
要
な
働
き
を
す

る
の
は

「
肉
体
」

で
あ

る
と
言

っ
て
い
る
。

「
生
き
が

い

を

う
し
な

っ
た
人
間
が
死

に
た
い
と
思

う
と
き
、

一
ば
ん
邪
魔

に
感

じ
る
の
は
自

己
の

肉
体

で
あ

っ
た
。

し
か
し
実
際

は
こ
の
肉
体

こ
そ
本
人

の
知
ら

ぬ
間

に
は
た
ら

い
て
、

彼

を
支

え
て
く
れ
る
も

の
な

の
で
あ
.る
。
」

(
=
二
八
頁
)
上

田
に
お
い

て
も
、

こ
の

時

の
、

「
確
実

に
回
復

に
向

か

っ
て
ゆ
く
自
分

の
肉
体
」

に
対
す

る
感
動

は
、
決

し
て

軽

い
も

の
で
は
な

か

っ
た
。

た
だ
、

上
田
の
場
合
、

そ
こ
に
神

や
仏

の
力

で
は
な
く
、

自

然
の
み
を
認
め
た
の
で
あ

る
。

(
13
)

『
短
歌

一
生
』
、

二

一
五
頁

(
14
)

一
九
八
六
年
、
講
談
社

学
術
文
庫

に
収

め
ら
れ
る
に
あ

た
り
、

『
徒

然
草

を
読

む
』

に
改
題
さ
れ
る
。
同
書
、

二
;

二
～

二
二
四
頁
。
な
お
、

『
徒
然
草
』

の
解
釈

に
あ
た

っ

て
は
、

『
徒

然
草
』
全

訳
注

(
三
木
紀
人
著

、
講
談
社
学

術
文
庫

、

一
九
八
二
年

)
を

参

照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
15
)
同
書
、

三
～
五
頁

(
16
)
同
書
、
二
二
四
頁

(
17
)
同
書
、
八
九
頁

k

(
18
)
同
書
、
九
〇
頁

(
19
)
同
書
、
九

一
頁

(
20
)
同
書
、
九
三
～
九
四
頁

(
21
)
同
書
、
九
四
頁

(
22
)
同
書
、
九
三
頁

(
23
)
同
書
、

一
〇
七
頁

(
24
)
同
書
、

一
一
一
頁

(
25
)
同
書
、

一
一
〇
頁

(
26
)

『
う

つ
し
み

こ
の
内
な
る
自
然
』
、

一
八
八
～

一
八
九
頁

(
27
)
同
書
、

一
九
〇
頁

(
28
)
同
書
、

一
九

二
頁

＼

(
29
)
同
書

、
二
〇
三
頁

(
30
)
同
書

、

一
九
四
～

一
九
五
頁

(
31
)

『
上
田
三
四
二
全

歌
集
』
、

二
二
二
頁

こ
こ
で
、
拙
論
に
関
連

の
あ

る
範

囲
で
、
上

田
の
年
譜
を
示
し

て
お
こ
う
。

昭
和
四
十

一
年

(
四
十
三
歳
)
、
五
月
、
結
腸
癌

の
た
め
入
院
。
六
月
、
手
術
、
月
末

退
院
。

四
十
三
年

(
四
十
五
歳
)
、

「
山
塊
」
を
発
表
。

四
十
四
年

(
四
十
六
歳
)
、

「花
信
」
を
発
表
。

四
十
八
年

(
五

十

歳
)
、
四
月
、
下
血
が
あ
り
、
精
密
検
査
を
受
け
る
。

五
月

末
ま
で
欠
勤
。

六
月
、
復
職
。

四
十
九
年

(
五
十

一
歳
)
、
七
月
、

国
立
東
京
病
院
を
退
職
。

五

十

年

(
五
十
二
歳
)
、
三
月
、

歌
集

『
湧
井
』
刊
行
。

五
十

一
年

(
五
十
三
歳
)
、

『
俗
と
無
常
-
徒
然
草

の
世
界
』

(
講
談
社
、
の
ち

講
談
社
学
術

文
庫

)
刊
行
。

五
十
三
年

(
五
十
五
歳
)
、

『
う

つ
し
み

こ
の
内
な
る
自
然
』

(
平
凡
社
、

の

ち
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
)
刊
行
。

五
十
九
年

(
六
十

一
歳
)
、
七
月
、
前
立
腺
腫
瘍

の
た

め
入
院
。
八
月
、
手
術
。

十
月
退
院
。

平
成

元
年
、

昭
和

の
終
わ

っ
た
翌
日
逝
去
。
病
名
前
立
腺
癌
肺
転

移
。
享
年
六
十
五
歳
。

(た
だ
し
、
年
齢
は
そ

の
年

の
誕
生
日
後

の
年
齢
を
示
す
。
上

田
の
誕
生

日
は
七
月
二

十

一
日
。
)

(
32
)

『
う

つ
し

み

こ
の
内
な
る
自
然
』
、

二
三
八
～
二
三
九
頁

(
33
)
同
書
、

一
九

八
～

一
九
九
頁

(
34
)

『
徒
然
草
を
読
む
』
、

八
七
頁

(
35
)
同
書
、

四
五
頁

(
36
)

『
短
歌

一
生
』
、

二
〇
九
頁
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37
)
同
書
、

二

一
八
頁

38
)
雑
誌

『
歌
壇
』
平
成
元
年
四
月
号

(
本
阿
弥
書
店
)
、

一六
頁
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