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お
暑
い
中
、
こ
う
し
て
お
時
間

を
頂
戴
致
し
ま
す
こ
と
、
真
に
恐

縮
で
す
。

　

先
ず
最
初
に
お
詫
び
を
申
し
上

げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
金
岡

潔
宗
方
丈
様
に
こ
の
度
の
お
役
を

仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
が
、
只
今
も

こ
の
本
堂
内
に
は
、
私
な
ど
よ
り

お
導
師
を
お
勤
め
頂
く
に
相
応
し

い
諸
大
徳
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
潔
宗
方
丈
さ
ま
か

ら
お
話
を
頂
い
た
時
に
は
、
余
り

に
も
予
想
外
な
事
に
驚
き
、
微
塵

の
迷
い
も
無
く
「
通
元
老
師
に
叱
ら

れ
ま
す
か
ら
」
と
、
お
断
り
致
し
ま

し
た
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
潔
宗

方
丈
さ
ま
が
「
通
元
老
師
が
喜
ば
れ

ま
す
か
ら
。
師
匠
が
喜
び
ま
す
か

ら
」
と
泣
き
な
が
ら
お
っ
し
ゃ
る
の

で
す
。
私
も
つ
い
貰
い
泣
き
を
し

て
仕
舞
い
「
承
知
し
ま
し
た
。
勤
め

さ
せ
て
頂
き
ま
す
」
と
、
引
き
受
け

て
仕
舞
っ
た
次
第
で
す
。
本
来
お

導
師
を
お
勤
め
頂
く
に
相
応
し
い

諸
先
輩
・
諸
大
徳
に
対
し
ま
し
て

真
に
不
遜
で
あ
り
御
無
礼
な
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
を
借
り
て

お
詫
び
し
、
お
慈
悲
を
も
っ
て
お

許
し
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
瑞
應
寺
様
に
は
通
元
老
師

御
本
葬
お
逮
夜
の
際
に
勤
め
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
通
夜
説
法
を
、
門
原
後

堂
老
師
が
手
間
の
掛
か
る
テ
ー
プ

起
こ
し
や
校
正
の
労
を
負
っ
て
下

さ
り
、
貴
重
な
銀
杏
誌
誌
面
を
五

回
に
渉
り
割
い
て
連
載
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。
実

ま
こ
と

に
勿
体
な
く
も
有

り
難
い
ご
配
慮
に
、
衷
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
日
は
、
そ
の
銀
杏
誌
に
連
載

し
て
頂
き
ま
し
た
、
通
元
老
師
と

の
入
院
生
活
の
後
日
談
を
、
紹
介

さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
い
ま
す
。
老

師
の
奇
し
く
も
四
十
九
日
に
及
ん

だ
入
院
も
終
わ
り
、
私
も
瑞
應
寺

僧
堂
の
修
行
生
活
に
戻
り
ま
し
た
。

通
元
老
師
の
行
者
・
堂ど

う

監か
ん

行な
ん

を
半

年
程
勤
め
、
畑
耕
作
の
係
で
あ
る

園え
ん

頭じ
ゅ
う

に
転
役
し
て
間
も
な
く
の
頃

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
多
分
「
観
音

講
」
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
観

音
講
に
は
和
敬
会
や
梅
花
講
の
皆

さ
ん
も
ご
参
加
さ
れ
、
法
要
後
新

到
の
雲
水
が
、
自
己
紹
介
が
て
ら

法
話
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
観
音
講
で

聞
い
た
先
輩
の
お
話
は
、
殆
ど
自

己
紹
介
と
地
元
の
名
物
を
紹
介
す

る
程
度
の
こ
と
で
、
五
分
程
度
の

お
話
で
し
た
。

　

順
番
が
回
っ
て
来
た
私
は
「
機
会

を
得
た
」
と
ば
か
り
に
張
り
切
り
ま

し
た
。
堂
監
老
師
に
叱
ら
れ
乍
ら

の
毎
日
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
病

院
で
は
入
れ
歯
を
磨
い
た
り
、
尿
瓶

で
オ
シ
ッ
コ
を
取
っ
た
り
、
お
背
中

を
拭
い
た
り
と
、
実
の
親
に
も
し
て

い
な
い
孝
行
を
尽
く
さ
せ
て
頂
き
、

通
元
老
師
の
存
在
が
親
に
も
勝
る

も
の
と
な
り
、
一
方
的
に
親
近
感

を
抱
く
ま
で
に
な
っ
て
お
り
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
心
状
か
ら
「
堂
監

老
師
が
喜
ん
で
下
さ
る
よ
う
全
力

で
法
話
を
し
よ
う
」
も
っ
と
有
り
体

に
言
え
ば
「
褒
め
て
貰
え
る
よ
う
に

頑
張
ろ
う
」
と
思
っ
た
の
で
す
。
修

行
生
活
に
入
る
前
、
曹
洞
宗
教
化

研
修
所
で
布
教
教
化
を
学
び
、
そ

の
課
程
の
中
で
毎
月
五
箇
所
の
老

人
ホ
ー
ム
で
法
話
実
習
の
経
験
を

三
年
間
積
ん
で
お
り
ま
し
た
の
で

「
褒
め
て
貰
え
る
よ
う
に
」
と
言
う

の
は
、
ま
ん
ざ
ら
根
拠
の
無
い
自

信
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
当
日
、
持
て
る
力
を
出
し

切
り
四
十
分
の
お
話
を
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
ま
あ
、
我
な
が
ら
良
い
出

来
で
し
た
。
最
初
に
、
楢
崎
一
光
堂

長
老
師
が
ご
講
評
下
さ
い
ま
し
た
。

「
い
や
ー
、
驚
い
た
な
。
雲
衲
が
こ

こ
ま
で
話
す
と
は
、
つ
い
聞
き
入
っ

て
仕
舞
っ
た
。
良
い
話
だ
っ
た
」と
。

続
い
て
林
孝
典
後
堂
老
師
で
す
。

「
方
丈
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
が
、

雲
水
が
四
十
分
も
話
を
す
る
と
は

思
わ
な
か
っ
た
。
※

大
慈
さ
ん
、
あ

ん
た
が
四
十
分
も
話
す
か
ら
儂
が

話
を
す
る
時
間
が
無
く
な
っ
た
」
こ

う
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
ニ
コ
ニ
コ
と

笑
顔
を
向
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

さ
あ
、
い
よ
い
よ
堂
監
・
通
元

老
師
の
ご
講
評
で
す
。
褒
め
て
頂

け
る
つ
も
り
で
お
顔
に
目
を
向
け

る
と
、
何
故
か
表
情
が
険
し
い
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
険
し
い
お

顔
か
ら
出
た
お
言
葉
は
、
厳
し
い

お
叱
り
で
し
た
。

　
「
何
だ
！
今
の
話
は
。
聴
衆
の
受

け
を
狙
い
お
っ
て
、
笑
わ
せ
て
み

た
り
、
お
涙
頂
戴
の
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
た
り
、
あ
の
手
こ
の
手
を

使
い
、
慣
れ
た
よ
う
な
話
を
す
る

な
‼
〝
認
め
て
貰
お
う
〟〝
褒
め
て
貰

お
う
〟
お
前
の
中
に
貪
り
の
心
が
在

る
か
ら
こ
ん
な
話
に
な
る
。

媚
び
諂
う
の
は
貪
り
だ
‼

媚
び
諂
う
よ
う
な
話
を
す
る
な
‼

修
行
僧
の
話
は
、
法
に
対
し
て
只ひ

た

管す
ら

真
摯
で
謙
虚
で
あ
れ
ば
良
い
の

だ
。
名

み
ょ
う

利り

の
匂
い
が
プ
ン
プ
ン
し

て
お
る
お
前
の
話
な
ど
聞
き
と
う

も
な
い
‼
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、

ス
ッ
と
座
を
立
た
れ
る
と
さ
っ
さ

と
お
部
屋
に
戻
っ
て
仕
舞
わ
れ
た

の
で
す
。

　

余
り
の
事
に
、
和
敬
会
や
梅
花

講
の
皆
さ
ん
は
、「
か
わ
い
そ
う
に
」

と
い
う
憐
れ
み
の
表
情
で
私
を
見

ま
す
。
堂
長
一
光
老
師
は
「
あ
ん
な

言
い
方
を
せ
ん
で
も
」
と
お
っ
し
ゃ

大
本
山
永
平
寺
副
監
院

栃
木
県
明
林
寺
住
職　

西
　
田
　
正
　
法

慈
悲
こ
そ
命

�

～
大
慈
通
元
大
和
尚
さ
ま
の
お
徳
を
慕
い
～
（
前
編
）
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り
た
そ
う
な
お
顔
を
向
け
て
座
を

立
た
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
林
孝

典
後
堂
老
師
が
「
ま
あ
ま
あ
、
余
り

落
ち
込
ま
ん
よ
う
に
な
」
そ
う
慰
め

の
お
言
葉
を
掛
け
て
下
さ
り
座
を

立
た
れ
ま
し
た
。
私
は
と
言
う
と
、

正
座
を
し
た
腿も

も

の
上
で
拳
を
握
り

し
め
て
必
死
で
涙
を
こ
ら
え
て
お

り
ま
し
た
。「
あ
ん
な
に
病
院
で
尽

く
し
た
じ
ゃ
な
い
か
」「
親
以
上
に

思
っ
て
い
た
の
に
」「
何
で
、
こ
ん

な
に
大
勢
の
人
の
前
で
恥
を
掻
か

せ
る
よ
う
な
こ
と
」
そ
ん
な
思
い
が

脳
裡
で
錯
綜
し
て
い
ま
し
た
。	

	

〈
後
編
に
続
く
〉

　

本
欄
は
、
七
月
三
日
に
お
勤
め

致
し
ま
し
た

「
大
本
山
永
平
寺
贈
西
堂　

瑞
應

三
十
世
重
中
興　

大
慈
通
元
大
和
尚

大
祥
忌
」
に
て
、
導
師
を
勤
め
て
頂

き
ま
し
た
大
本
山
永
平
寺
副
監
院

栃
木
県
足
利
市
明
林
寺
住
職	

西
田

正
法
老
師
が
法
要
後
に
御
挨
拶
と

し
て
お
話
下
さ
い
ま
し
た
内
容
を
、

読
み
物
に
な
る
よ
う
改
め
て
頂
き
、

誌
面
構
成
の
都
合
上
前
編
と
後
編

に
分
け
て
、
掲
載
致
し
ま
す
。

　

※			

林
後
堂
老
師
の
講
評
の
中
の

「
大
慈
さ
ん
」
は
当
時
の
西
田

正
法
老
師
の
呼
び
名
で
す
。

　

患
者
が
が
ん
告
知
で
受
け
る
打
撃
の

強
さ
は
は
か
り
し
れ
ま
せ
ん
。
が
ん

告
知
が
早
く
か
ら
定
着
し
て
い
た

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
最
近
の
臨
床

研
究
で
も
、
が
ん
告
知
後
一
週
間
以
内

の
自
死
は	

12
・
6
倍
、
心
臓
血
管
病
死

が	

5
・
6
倍	

（
２
０
１
２
年
）
と
い
う

衝
撃
的
な
報
告
が
あ
り
ま
す
。
⑶

　

そ
れ
で
も
昭
和
の
「
父
権
主
義
」
に

抗あ
ら
が

い
、
生な

ま

意い

気き

な
研
修
医
が
正
直
な

告
知
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
上
か
ら

目
線
の
先
輩
か
ら
「
患
者
が
自
死
し
た
ら

責
任
を
取
れ
る
の
か
？
」
と
い
う
反
論

の
難
し
い
指
摘
が
飛
ん
で
き
ま
し
た
。

臨
床
心
理
学
に
基
づ
い
た
き
め
細
か

い
精
神
的
な
ケ
ア
も
進
歩
し
て
お
ら

ぬ
な
か
、「
患
者
の
自
死
回
避
・
余
命

尊
重
」
な
ど
と
言
い
訳
し
、
医
療
者
が

「
が
ん
告
知
の
重
圧
」
か
ら
逃
げ
て

い
た
面
が
あ
り
ま
し
た
。

【
が
ん
告
知
の
変
遷
】

　

我
が
国
に
お
け
る
「
が
ん
告
知
率
」

の
年
次
推
移
は
統
計
学
的
に
正
確
な

追
跡
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、

①			
健
診
・
診
断
・
治
療
の
進
歩
に				

よ
る
救
命
率
の
向
上

　

が
ん
は
日
本
人
の
死
因
の
第
一
位
。

二
人
に
一
人
は
が
ん
に
な
り
、
三
人
に

一
人
が
、
が
ん
で
亡
く
な
る
時
代
で
す
。

　

標
題
に
示
す
「
不
思
議
な
教
訓
」
は
、

「
が
ん
専
門
医
Ａ
教
授
」
が
門
下
生
の

臨
床
医
ら
に
遺の

こ

し
た
箴し

ん

言げ
ん

で
す
が
、こ
れ

を
道
元
禅
師
の『
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』

の
一
節
に
繋つ

な

げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

Ａ
先
生
は
私
の
恩
師
の
一
人
で
す
。

昭
和
・
平
成
の
時
節
に
が
ん
の
薬
物

治
療
で
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
研
究

者
で
す
。
ク
セ
の
強
い
妙
味
あ
る
臨
床

腫し
ゅ

瘍よ
う

医い

、
か
つ
人
情
あ
ふ
れ
る
教
育
者

で
も
あ
り
、
多
く
の
門
下
生
を
優
秀
な

臨
床
医
に
育
て
上
げ
ま
し
た
。

【
が
ん
を
隠か

く

し
た
昭
和
の
時
代
】

　

ま
ず
は
私
が
大
学
病
院
の
病
棟
で

内
科
医
修
行
を
始
め
た
１
９
８
０
年
代

の
お
話
で
す
。
当
時
の
医
療
は
「
父ふ

権け
ん

主し
ゅ

義ぎ

」
⑴
が
席せ

っ

捲け
ん

し
、治ち

癒ゆ

が
難
し
い
と

判
断
さ
れ
る
が
ん
患
者
さ
ん
に
、
が
ん

の
診
断
と
余
命
を
告
知
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
患
者

の
家
族
に
は
正
直
に
説
明
し
、
本
人

へ
の
不
告
知
や
治
療
方
針
に
同
意
を

と
り
ま
す
が
、
口
裏
を
合
わ
せ
た
後

で
、
患
者
本
人
に
は
事
実
と
異
な
る

診
断
名
が
告
知
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て

「
二
重
告
知
」
に
沿
っ
た
診
療
が
進
ん

で
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、明
ら
か
な

肺
が
ん
で
も
「
胸
に
原
因
不
明
の
影
が

あ
る
の
で
手
術
し
て
、
取
り
出
し
た

組
織
を
よ
く
調
べ
た
い
。」
肝
が
ん

な
ら「
診
断
は
血け

っ

管か
ん

腫し
ゅ

。良
性
だ
が
破
裂

の
危
険
が
あ
る
の
で
手
術
し
て
強
い
薬

を
使
う
。」
と
い
う
よ
う
に
、
巧た

く

み
に

診
断
を
す
り
替
え
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
に
は
す
で
に
「
患
者
や
家
族

が
十
分
な
説
明
を
受
け
て
納
得
し
、

希
望
す
る
治
療
を
選
択
す
る
権
利
」

（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）
の

尊
重
が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
が
ん

に
限
っ
て
は
、
現
在
の
常
識
か
ら
は

信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
「
不
告
知
の

作
法
」
が
長
年
の
慣
習
と
し
て
定
着
し

て
い
ま
し
た
。
家
族
も
「
隠か

く

し
通
す

共
演
者
（
共
犯4

者
？
）」
の
役
柄
を

要
求
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、「
あ
な
た
は
が
ん
で

す
」
と
は
「
ゆ
る
や
か
な
死
亡
宣
告
」

を
意
味
し
た
か
ら
で
す
。

が
ん
が
患
者
に
与
え
る
苦
し
み
の

大
半
は
、
が
ん
の
症
状
そ
の
も
の
で

は
な
く
、「
自
分
は
が
ん
で
あ
る
」

と
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
苦
し
み

で
あ
る
。�

谷
川�

啓
司�

⑵

　
個こ

人じ
ん

事じ

業ぎ
ょ
う

主ぬ
し

に
は
が
ん
を
告こ

く

知ち

せ
よ

　
　
　
　
昭し

ょ
う

和わ

の
が
ん
専せ

ん

門も
ん

医い

の
箴し

ん

言げ
ん

髙
岩
寺
　
来く

る

　
馬ま

　
明め

い

　
規き

東
京
巣
鴨
と
げ
ぬ
き
地
蔵
尊
髙
岩
寺
住
職
・
医
師
・
医
学
博
士

東
北
福
祉
大
学
客
員
教
授　

日
本
禁
煙
学
会
役
員

②			

心
理
ケ
ア
の
向
上
に
よ
る
、
よ
り

良
い
患
者
支
援	

③			

告
知
を
求
め
る
判
例
と
法
制
整
備

④			

人
気
芸
能
人
の
が
ん
闘
病
公
表

な
ど
が
世
論
を
転
換
し
、
単
調
増
加

が
続
い
て
い
ま
す
。
１
９
８
０
年
代

は
13
〜
18
％
で
し
た
が
、
２
０
０
２

年
に
は
「
病
名
を
知
る
権
利
」
が
最
高

裁
で
示
さ
れ
、
２
０
０
７
年
の
が
ん

対
策
基
本
法
が
成
立
し
て
か
ら
は

70
％
を
超
え
、
２
０
１
６
年
の
国
立

が
ん
セ
ン
タ
ー
の
統
計
で
は
94
％
に

達
し
て
い
ま
す
。（
左
グ
ラ
フ
参
照	

⑷
）

【
個
人
事
業
主
に
は
が
ん
を
告
知
せ
よ
】

　

さ
て
、
標
題
の
不
思
議
な
言
葉
の

裏
に
は
、
昭
和
の
時
代
に
お
け
る

「
Ａ
先
生
の
が
ん
不
告
知
に
よ
る
大
失
敗
」
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

 
 

犬
に
も
仏ぶ

っ

性
し
ょ
う

は

 

あ
る
の
か
　

　

禅
の
修
行
道
場
で
は
夏
と
冬
の
安あ

ん

居ご

期
間
に
法ほ

っ

戦せ
ん

式し
き

（
公こ

う

案あ
ん

問も
ん

答ど
う

）
が
行

わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
問
答
の
有
名
な

話
の
一
つ
が
趙

じ
ょ
う

州
し
ゅ
う

和お

尚し
ょ
う

の
「
狗く

子し

無む

仏ぶ
っ

性し
ょ
う

」
の
話
で
す
。

【
あ
る
と
き
弟
子
の
一
人
の
僧
が
趙
州

に
、「
犬
に
も
仏
性
が
あ
る
か
、
そ
れ

と
も
な
い
か
」
と
尋
ね
た
。
趙
州
は

「
無む

」
と
答
え
た
】

　

趙
州
和
尚
は
「
犬
の
仏
性
は
無
」
と

い
い
ま
し
た
。
な
ぜ
、
趙
州
和
尚
は

「
無
」
と
答
え
た
か
が
こ
の
公
案
を
解

が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
時
、
若
か
り
し

Ａ
先
生
が
担
当
し
た
患
者
は
町
工
場

の
社
長
さ
ん
、
中
年
の
個
人
事
業
主

で
し
た
。
社
長
さ
ん
は
体
調
を
崩
し
、

休
み
が
ち
と
な
っ
て
仕
事
の
業
績
も

傾
き
は
じ
め
て
い
ま
し
た
。
周
囲
に

諭さ
と

さ
れ
て
Ａ
先
生
の
外
来
に
行
き

ま
し
た
が
、
検
査
の
結
果
、
根こ

ん

治じ

で
き

な
い
進
行
が
ん
と
わ
か
り
ま
し
た
。

先
生
は
当
時
の
慣
習
に
基
づ
き
、
が
ん
の

診
断
と
推
定
余
命
は
家
族
に
の
み

告
知
し
、
社
長
さ
ん
本
人
に
は
良
性

の
病
気
の
名
を
告
げ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
社
長
さ
ん
は
、
自
分
の
病
気
が

が
ん
で
な
い
な
ら
回
復
可
能
で
あ
る

と
信
じ
、
家
族
の
反
対
を
押
し
切
り
、

業
績
挽ば

ん

回か
い

を
狙
っ
て
大
き
な
投
資
と

事
業
拡
大
を
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
Ａ
先
生
の
診
断
に
違た

が

う

こ
と
な
く
、
社
長
さ
ん
は
ほ
ど
な
く

し
て
逝
去
。
工
場
は
家
族
が
承

し
ょ
う

継け
い

で

き
ず
に
倒
産
。
恐
れ
ず
に
が
ん
を
告
知

し
て
い
れ
ば
、
回
避
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
大
き
な
負
債
を
相
続
し
た
家
族

は
、
大
黒
柱
を
失
っ
た
悲
し
み
の
み

な
ら
ず
、経
済
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
、

路
頭
に
迷
う
事
態
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

民
事
の
視
点
か
ら
は
医
療
業
務
上

の
「
悪あ

く

結け
っ

果か

の
予
知
と
回
避
」
と
い
う

義
務
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
過
失
が

論
点
と
な
る
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、

「
が
ん
告
知
は
し
な
い
」
と
い
う
当
時

の
慣
習
を
頑

か
た
く

な
に
守
っ
た
が
た
め
に
、

全
く
同
じ
病
気
で
あ
っ
て
も
「
大
企
業

の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ら
起
こ
り
え
な

い
悲
劇
」
が
個
人
事
業
主

0

0

0

0

0

の
家
族
に
お

き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　
「
個
人
事
業
主
に
は
が
ん
を
告
知
せ
よ
」

と
は
「
が
ん
告
知
の
是
非
は
、
患
者
の

社
会
的
背
景
、
性
格
や
意
向
を
知
り
、

患
者
家
族
と
も
よ
く
相
談
し
た
う
え

で
判
断
し
な
さ
い
。
患
者
や
家
族
の

た
め
に
な
る
な
ら
、
必
ず
し
も
（
当
時

の
不
告
知
の
）
慣
習
に
従

し
た
が

わ
な
く
て
も

よ
い
。
そ
し
て
告
げ
た
後
も
し
っ
か
り

見
守
り
な
さ
い
。」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
す
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
医
師
の

言
動
は
患
者
の
み
な
ら
ず
、
と
り
ま
く

人
々
の
命
や
運
命
を
も
左
右
す
る
こ
と

を
思
い
知
れ
」、
逆
に
「
一
人
を
助
け

れ
ば
、
周
囲
の
た
く
さ
ん
の
人
を
も

助
け
る
」
と
い
う
こ
と
ま
で
示
唆
す
る

箴し
ん

言げ
ん

な
の
で
す
。

【
利り

あ
る
べ
け
れ
ば
言い

ふ
べ
し
】

　

道
元
禅
師
の
生
の
声
を
孤こ

雲う
ん

懐え

奘じ
ょ
う

禅
師
が
聞
き
書
き
し
、
後
世
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
『
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
に

こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

［
私
訳
］

仏
道
を
学
ぶ
人
は
、
発
言
の
前
に

よ
く
よ
く
熟

じ
ゅ
く

慮り
ょ

熟じ
ゅ
く

考こ
う

し
、
自
分
の

た
め
に
も
相
手
の
た
め
に
も
な
る

よ
う
な
ら
ば
こ
れ
を
言
い
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
思
い
と
ど
ま
り
な
さ
い
。

　

こ
れ
は
僧
侶
へ
の
説
示
で
す
が
、

大
手
出
版
社
の
社
名
に
も
な
っ
た

『
論ろ

ん

語ご

』
の
一
節
「
吾わ

れ
日ひ

に
三み

た
び

吾わ

が
身み

を
省

か
え
り

み
る
」
⑸
を
基も

と

に
し
て

い
る
よ
う
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
道
元
禅
師
は
「
反
省
を

く
り
返
す
」
こ
と
よ
り
も
「
言
葉
を

発
す
る
瞬
間
ま
で
の
判
断
」
を
強
調
さ

れ
ま
し
た
。「
而に

今こ
ん

」「
今い

ま

を
生い

き
る
」

こ
と
を
大
切
に
実
践
さ
れ
る
道
元
禅
師

な
ら
で
は
の
表
現
と
受
け
と
め
ら
れ

ま
す
。

【
お
わ
り
に
】

　

医
師
の
言
葉
が
患
者
の
み
な
ら
ず

周
囲
の
人
生
を
も
左
右
す
る
よ
う
に
、

僧
侶
の
言
葉
も
、
周
囲
に
波
及
し
、

多
く
の
人
々
を
救
う
可
能
性
を
秘
め

て
い
ま
す
。
右
に
ご
紹
介
し
た
『
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
の
数
々
の
説
示
も
、
宗

侶
・
信
徒
ら
を
正
し
い
道
に
導
く
言

葉
に
溢あ

ふ

れ
て
い
ま
す
。

　
「
個
人
事
業
主
に
は
が
ん
を
告
知
せ
よ
」

と
は
、「
自
他
を
幸
福
に
で
き
る
と

結
論
し
た
ら
迷
わ
ず
言
い
な
さ
い
」

と
示
す
道
元
禅
師
の
説
示
が
、
後
世

の
が
ん
専
門
医
に
よ
っ
て
さ
ら
に

具
体
的
・
反
語
的
に
言
い
換
え
ら
れ
た

箴し
ん

言げ
ん

で
あ
る
、
と
私
に
は
受
け
と
め

ら
れ
ま
す
。

【
附
記
】

⑴	

父ふ

権け
ん

主し
ゅ

義ぎ

（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）

　

が
ん
患
者
さ
ん
に
正
確
な
告
知
を

し
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
あ
る
思
想
。

強
い
立
場
に
あ
る
医
療
者
が
弱
い
立
場

の
患
者
に
、
詳
細
な
説
明
や
同
意
を

と
ら
ず
に
「
利り

益え
き

に
な
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
判
断
か
ら
、
医
療
の
内
容
に
介

入
・
干
渉
す
る
こ
と
。

「
オ
レ
に
任
せ
ろ
、
心
配
す
ん
な
！
」

　

現
在
も
患
者
に
認
知
症
や
視
聴
覚
・

発
声
に
障
害
が
あ
る
と
き
に
問
題
と

な
り
ま
す
。

⑵	

『
が
ん
を
告
知
さ
れ
た
ら
読
む
本
』

く
鍵か

ぎ

で
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、『
涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う

』
に
は
「
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う

」
と
い
い
、
山さ

ん

川せ
ん

草そ
う

木も
く

・

森し
ん

羅ら

万ば
ん

象し
ょ
う

に
は
仏
の
性
質
（
仏
性
）
が

宿
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
大
乗
仏

教
の
基
本
理
念
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

　

質
問
し
た
僧
は
「
犬
に
も
仏
性
が

あ
る
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
く
る

と
思
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
は

何
か
の
意
図
を
酌
ん
で
質
問
し
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
趙
州
は
に
べ

も
な
く
「
無む

」
と
答
え
ま
し
た
。

　

趙
州
が
犬
に
は
仏
性
が
無
い
と

い
っ
た
意
味
は
、
犬
に
仏
性
が
な
い

か
ら
で
は
な
く
、
業ご

っ

識し
き

に
囚
わ
れ
て

世
の
中
の
あ
る
が
ま
ま
（
真
実
）
を
あ

	

谷
川
啓
司　

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社

	

２
０
１
５
年

⑶			

が
ん
告
知
後
に
自
死
・
心
臓
血
管

病
に
よ
る
死
亡
が
増
え
る
。

	

（
英
文
の
医
学
論
文
）

　

	F
a
n
g
	F
.

ら	N
	E
n
g
l	J	M

e
d

	
3
6
6
⒁
1
3
1
0
-8

２
０
１
２
年
．

⑷	

第
42
回
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
資
料

　

	

岡
山
大
学	

藤
原
俊
義	

厚
労
省

	

平
成
26
年

⑸
「
三
度
か
え
り
み
る
」

　

			

一
日
三
回
で
は
な
く
、
た
び
た
び
・

何
度
も
・
く
り
返
し
の
意
で
す
。

学が
く

道ど
う

の
人ひ
と

、
言
こ
と
ば

を
出い

だ
さ
ん
と

せ
ん
時と
き

は
、
三み

度た
び

顧か
え
り

み
て
⑸

自じ

利り

利り

他た

の
為た
め

に
利り

あ
る
べ
け
れ
ば

是こ
れ

を
言い

ふ
べ
し
、
利り

な
か
ら
ん

時と
き

は
止と
ど

ま
る
べ
し
。

�

『
正
し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

蔵ぞ
う

随ず
い

聞も
ん

記き

』
第
六
の
三
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鐘 

声

　
七
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

　
　
　
　

大
慈
通
元
大
和
尚

	

大
祥
忌
逮
夜
法
要

三　

日　

大
慈
通
元
大
和
尚

	

大
祥
忌
正
當
法
要

七　

日　

日
曜
参
禅
会

九　

日　

参
玄
会
（
十
一
日
迄
）

十　

日　

恵
光
忌

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿　

日　

大
玄
忌

廿
二
日　

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

廿
五
日　

先
住
忌

丗
一
日　

略
布
薩

　
八
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

二　

日　

大
施
食
会

七　

日　

住
友
展
墓

　
　
　
　

楞
厳
会
満
散	

	

　
　
　
　

土
地
堂
念
誦

八　

日　

小
参
・
人
事
行
礼

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
六
日　

水
施
食

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗
一
日　

略
布
薩

■			

当
山
三
十
世
大
慈
通
元
大
和
尚

大
祥
忌

　

七
月
三
日（
水
）、
午
前
十
時
よ
り

当
山
三
十
世
大
慈
通
元
大
和
尚
の

大
祥
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
た
。

前
日
の
逮
夜
諷
経
、
当
日
の
献
粥

諷
経
は
門
原
後
堂
が
勤
め
ら
れ
、

正
當
諷
経
は
、
栃
木
県
足
利
市
明

林
寺
住
職
、
西
田
正
法
老
師
導
師

の
も
と
厳
修
さ
れ
た
。

　

一
週
間
前
よ
り
元
安
居
者
の
方

に
は
、
法
要
準
備
、
山
内
清
掃
を

始
め
と
し
て
尽
力
頂
き
、
法
要
当

日
に
は
、
僧
俗
合
わ
せ
て
約
百
人

を
超
え
る
随
喜
衆
に
よ
り
、
お
徳

を
偲
び
修
行
さ
れ
た
。

　

先
月
は
当
山
の
三
十
世
で
あ
る
楢

崎
通
元
大
和
尚
様
の
大
祥
忌
が
あ

り
、
多
く
の
御
寺
院
様
は
じ
め
通
元

老
師
を
慕
わ
れ
る
一
般
の
方
々
に
も

多
数
お
集
ま
り
頂
き
ま
し
た
。

　

山
内
の
大
衆
が
少
な
く
な
り
、
準
備

や
清
掃
の
進
行
に
少
な
か
ら
ず
不
安
は

あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
元
安
居
者
の

方
々
に
法
要
の
何
日
も
前
か
ら
ご
助
力

を
頂
き
、
皆
様
の
お
陰
で
無
事
に
法
要

を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

初
め
て
お
会
い
し
た
元
安
居
者
の

方
々
も
多
く
、
通
元
老
師
様
に
結
ん

で
頂
い
た
ご
縁
に
よ
っ
て
た
く
さ
ん

の
方
々
と
親
睦
を
深
め
ら
れ
た
こ
と

を
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。

　

日
々
の
暑
さ
も
厳
し
さ
を
増
す
時

節
と
な
り
ま
し
た
が
、
あ
り
が
た
く

ご
縁
に
結
ば
れ
た
方
々
と
協
力
し
て

こ
の
夏
を
乗
り
越
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。	

今
夏
首
座　

■			

筆
供
養
・
弁
天
大
祭

　

七
月
二
十
二
日
（
月
）（
旧
暦
六
月

十
七
日
）
に
毎
年
恒
例
の
筆
供
養
・

弁
天
大
祭
が
行
わ
れ
た
。

　

当
日
午
后
よ
り
山
門
頭
広
場
の

筆
塚
前
に
て
、
古
筆
の
焼
却
供
養

が
行
わ
れ
、
夕
刻
に
は
、
弁
天
堂

に
て
、
弁
天
大
祭
が
行
わ
れ
た
。

る
が
ま
ま
に
見
ら
れ
な
い
私
た
ち（
衆

生
）
は
仏
に
な
れ
な
い
と
い
う
教
え

で
あ
り
、
ま
た
は
仏
教
そ
の
も
の
で

あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

す
べ
て
の
萬
物
（
一
切
衆
生
）
は
常

に
あ
る
が
ま
ま
で
存
在
し
て
い
ま
す

が
、
我
ら
は
偏へ

ん

見け
ん

や
色い

ろ

眼め

鏡が
ね

を
か
け

て
見
て
い
ま
す
。
実
際
、
そ
れ
は
正

し
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
、
我
ら
が
見
て
い
る
も

の
は
、
我
ら
の
業ご

う

（
過
去
の
身し

ん

・
口く

・

意い

の
行
為
）と
識し

き（
行
為
に
よ
る
認
識
）

の
作
用
に
よ
る
判
断
と
見
解
を
も
っ

て
分
別
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

だ
か
ら
、
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、

分
別
心
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
で
す
。

　

つ
ま
り
、
犬
に
仏
性
が
あ
る
か
な

い
か
の
問
題
で
は
な
い
で
す
。
自
分

が
観
念
を
も
っ
て
事
物
を
見
て
い
る

か
否
か
を
先
に
観
察
せ
よ
と
い
う
話

で
す
。
弟
子
の
質
問
は
、
仏
性
が
有

る
か
無
い
か
と
い
う
観
念
の
問
題
で

し
た
。
し
か
し
、
仏
教
は
観
念
論
で

は
な
い
具
体
的
な
事
実
を
通
じ
て
あ

る
が
ま
ま
（
事
実
）
を
そ
の
ま
ま
観
る

こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
皆
さ
ん
に
も
う
一
度

問
い
ま
す
。
犬
に
も
仏
性
は
あ
り
ま

す
か
？
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