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『
斜
陽
』
に
お
け
る
叔
父
の
機
能

池
田

弘
明

太
宰
治
『
斜
陽
』
は
、
昭
和
二
十
二
年
、「
新
潮
」
の
七
月
号
か
ら

十
月
号
に
連
載
さ
れ
た
。
全
体
は
「
一
」
か
ら
「
八
」
ま
で
の
章
に
わ

か
れ
て
お
り
、
か
ず
子
の
手
記
を
基
盤
と
し
た
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

従
来
、
『
斜
陽
』
の
研
究
で
は
、
亀
井
勝
一
郎
（
１
）

が
「
死
の
四
重

奏
」
と
評
し
、
か
ず
子
の
母
、
か
ず
子
、
直
治
、
上
原
の
「
四
人
四
様

の
斜
陽
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
、
論
に

よ
っ
て
比
重
は
異
な
る
も
の
の
、
母
、
か
ず
子
、
直
治
、
上
原
の
四
人

の
主
要
登
場
人
物
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

一
方
で
、
様
々
な
論
考
の
中
で
叔
父
は
殆
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。

確
か
に
叔
父
は
、
引
越
し
の
日
と
そ
の
翌
日
、
母
の
臨
終
の
日
を

除
け
ば
、
小
説
の
表
舞
台
に
は
登
場
し
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
叔

父
が
小
説
世
界
か
ら
消
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
叔
父

は
父
の
死
後
、
母
、
か
ず
子
、
直
治
（
以
後
、「
一
家
」
と
す
る
。）
の

経
済
を
管
理
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
叔
父
が
、
一
家
に
お
い
て
不

可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
叔
父
は
登
場
し
な

く
な
っ
て
も
、
彼
が
一
家
に
与
え
る
影
響
は
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

叔
父
に
言
及
し
て
い
る
先
行
論
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

同
時
代
評
に
も
、
叔
父
に
言
及
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
堂
上
華
族

の
一
家
が
く
ず
れ
て
い
く
過
程
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
典
型
的
な
貴
族

性
そ
の
も
の
の
母
。
一
度
結
婚
に
失
敗
し
て
母
の
も
と
に
い
る
娘
。
麻

薬
中
毒
に
か
ゝ
つ
た
り
、
終
戦
前
後
は
兵
隊
で
外
地
に
い
て
Ｐ
Ｗ
生
活

の
果
て
、
混
乱
の
内
地
そ
し
て
転
落
す
る
家
庭
に
い
ら
立
ち
な
が
ら
帰

つ
て
来
る
弟
。
彼
ら
の
一
家
を
後
見
的
に
め
ん
ど
う
見
て
い
る
伯
父
」

マ

マ

（
２
）
、「
こ
の
家
族
が
和
田
の
叔
父
の
尽
力
で
住
み
な
れ
た
東
京
の
西
片

町
の
邸
宅
を
人
手
に
渡
し
て
伊
豆
の
支
那
風
の
山
荘
に
引
き
移
る
の
で

あ
る
」（
３
）

な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
同
時
代
評
で
は
、
特
に
叔
父
を

重
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
以
上
の
分
析
は
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
同
時
代
評
に
類
す
る
言
及
以
上

の
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
叔
父
を
視
座
に
据
え
、
叔
父
と
、
母
、
か
ず
子
、
直
治

阪大近代文学研究 13（2015.3）
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と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
叔
父
の
『
斜
陽
』
内
で
の
機
能
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

叔
父
に
よ
る
財
産
の
管
理

作
中
に
お
い
て
叔
父
は
、
か
ず
子
の
母
に
対
し
て
計
二
度
、
一
家

の
生
活
の
変
更
を
求
め
る
。
昭
和
二
十
年
の
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
十

一
月
末
ま
で
の
間
に
一
度
、昭
和
二
十
一
年
初
夏
の
頃
に
一
度
で
あ
る
。

ま
ず
前
者
か
ら
順
に
見
て
い
く
。

母
と
か
ず
子
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
一
家
の
経
済
を
管
理
し
て

い
る
叔
父
の
提
案
に
従
い
、
西
片
町
か
ら
、
伊
豆
の
山
荘
に
引
越
す
。

叔
父
の
提
案
と
は
、
「
戦
争
が
終
つ
て
世
の
中
が
変
り
」
、「
家
を
売
る

よ
り
他
は
無
い
、
女
中
に
も
皆
ひ
ま
を
出
し
て
、
親
子
二
人
で
、
ど
こ

か
田
舎
の
小
綺
麗
な
家
を
買
ひ
、
気
ま
ま
に
暮
し
た
は
う
が
い
い
」
と

い
う
も
の
だ
っ
た
。

昭
和
二
十
一
年
初
夏
の
頃
、
母
は
叔
父
か
ら
の
手
紙
を
落
手
す
る
。

そ
の
手
紙
に
は
、
直
治
が
帰
還
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、
叔
父
は
か
ず

子
に
家
を
出
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
、
と
の
こ
と
が
し
た
た
め
ら
れ
て

あ
っ
た
。
母
は
か
ず
子
に
、
「
叔
父
さ
ま
の
お
話
で
は
、
も
う
私
た
ち

の
お
金
が
、
な
ん
に
も
無
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
ん
だ
つ
て
。
貯
金
の
封

鎖
だ
の
、
財
産
税
だ
の
で
、
も
う
叔
父
さ
ま
も
、
こ
れ
ま
で
の
や
う
に

私
た
ち
に
お
金
を
送
つ
て
よ
こ
す
事
が
め
ん
だ
う
に
な
つ
た
の
だ
さ
う

で
す
。」
と
伝
え
た
う
え
で
、
叔
父
の
意
向
を
か
ず
子
に
伝
え
る
。

叔
父
は
、
一
家
の
生
活
の
変
更
を
求
め
る
際
に
理
由
も
説
明
し
て

い
る
。
昭
和
二
十
年
の
段
階
で
は
、
「
世
の
中
が
変
」
わ
っ
た
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
昭
和
二
十
一
年
の
段
階
で
は
、
直
治
の
帰
還
の
予
定
を

除
く
と
、
一
家
の
財
産
が
な
く
な
っ
た
こ
と
と
、「
貯
金
の
封
鎖
」（
昭

和
二
十
一
年
二
月
十
六
日
発
表
）
、
「
財
産
税
」
（
昭
和
二
十
一
年
十
一

月
十
二
日
に
公
布
（
４
）

）
を
挙
げ
て
い
る
。「
貯
金
の
封
鎖
」
と
は
、
昭

和
二
十
一
年
二
月
十
七
日
を
も
っ
て
、
預
金
口
座
か
ら
「
一
世
帯
に
つ

き
そ
の
生
活
資
金
等
に
充
つ
る
為
毎
月
世
帯
主
三
百
円
及
び
世
帯
員
一

人
当
百
円
の
割
合
を
以
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
」（
５
）
、

並
び
に
、
月
収
の
う
ち
五
百
円
を
超
え
な
い
額
以
上
の
金
銭
が
引
き
出

せ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
な
お
、「
預
貯
金
は
い
つ
頃
ま
で
封
鎖

さ
れ
る
か
時
期
は
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
」（
６
）

封
鎖
の
「
解
除
は
財

産
税
徴
収
後
」（
７
）

だ
と
目
さ
れ
て
い
た
。

「
貯
金
の
封
鎖
」
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
十
六
日
に
発
表
さ
れ
た

総
合
イ
ン
フ
レ
対
策
の
柱
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
総
合
イ
ン
フ
レ
対

策
と
は
、
「
預
金
の
封
鎖
」
に
加
え
、
新
円
を
二
月
二
十
五
日
か
ら
発

行
す
る
、
十
円
以
上
の
旧
円
は
三
月
二
日
限
り
で
無
効
と
な
る
、
三
月

七
日
ま
で
に
旧
円
を
強
制
的
に
預
入
さ
せ
既
存
の
預
金
と
と
も
に
封
鎖

す
る
等
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
に
お
い
て
、
叔
父
が
財
産
の
管
理
に
苦
心

し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
の
細
部
に
目
を
配
る
と
、

叔
父
の
財
産
の
管
理
の
仕
方
に
疑
問
が
生
じ
る
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
西
方
町
か
ら
伊
豆
に
引
っ
越
す
日
、
叔
父
は
、
母
と
は
対
照

的
に
「
非
常
な
上
機
嫌
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
叔
父
は
「
浮
か
れ
て
」
、
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「
大
陽
気
」
で
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
彼
が
こ
こ
ま
で
快
活
に

な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
家
の
財
産
が
「
な
ん
に
も
無
く
な
つ
て
し
ま
」
う
と
は
、
預
金
が
封

鎖
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
く
、
文

字
通
り
「
な
ん
に
も
無
く
な
つ
て
し
ま
」
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
一
家
の

財
産
や
、
引
越
し
の
時
に
家
財
道
具
を
売
っ
て
得
た
金
高
が
、
イ
ン
フ

レ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
果
た
し
て
そ
こ
ま
で
早
急
に
「
な
ん
に
も
無
く

な
つ
て
し
ま
」
う
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
惑
も
生
ま
れ
る
。

財
産
を
管
理
す
る
叔
父
と
い
う
設
定
は
、
夏
目
漱
石
『
門
』
（
「
東

京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」
明
治
四
十
三
年
三
月
一
日
〜
六
月

十
二
日
）、
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』（
「
東
京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新

聞
」
大
正
三
年
四
月
二
十
日
〜
八
月
十
一
日
）
を
想
起
さ
せ
る
。
『
斜

陽
』
の
叔
父
が
、
『
門
』
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
叔
父
の
よ
う
に
財
産
を
不
当

に
扱
う
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
。
小

説
表
現
の
細
部
に
、
叔
父
の
財
産
管
理
の
仕
方
に
疑
い
の
目
を
さ
し
は

さ
む
余
地
が
生
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
門
』
や
『
こ
ゝ

ろ
』
の
よ
う
に
叔
父
の
財
産
の
扱
い
方
を
疑
っ
た
り
、
叔
父
が
財
産
を

不
当
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
人
物
は
『
斜
陽
』
に
は
登
場
し
な

い
。
そ
の
た
め
、
『
斜
陽
』
の
叔
父
が
、
仮
に
財
産
を
不
当
に
扱
っ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
操
作
が
表
面
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

預
金
が
封
鎖
さ
れ
る
と
、
一
家
の
預
金
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
預
金
口
座
か
ら
、
月
々
四
百
円
（
直
治
の
帰
還
後
は
五
百
円
）
以

上
の
金
高
は
お
ろ
せ
な
い
。
勿
論
、
一
家
の
者
が
職
に
つ
い
て
金
銭
を

得
て
い
る
様
子
は
な
い
。
か
ず
子
は
、
失
火
事
件
の
後
、
「
百
円
紙
幣

を
一
枚
づ
つ
美
濃
紙
に
包
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
包
み
に
、
お
わ
び
、
と

書
い
た
」
も
の
を
配
っ
て
歩
い
た
。
お
詫
び
ま
わ
り
の
際
、
か
ず
子
は

「
村
長
の
藤
田
さ
ん
」
、「
警
防
団
長
の
大
内
さ
ん
」
、「
区
長
さ
ん
」
、「
巡

査
の
と
こ
ろ
」、「
西
山
さ
ん
」
の
す
べ
て
の
訪
問
先
で
包
み
を
差
し
出

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
は
っ
き
り
わ
か
る
だ
け
で
、
少
な
く

と
も
五
百
円
を
使
っ
た
こ
と
に
な
る
（
８
）

。
帰
還
後
初
め
て
東
京
に
行

く
直
治
に
、
母
は
二
千
円
を
渡
す
。
預
金
が
封
鎖
さ
れ
、
旧
円
が
使
え

な
く
な
っ
た
時
期
に
、
伊
豆
の
山
荘
に
は
、
は
っ
き
り
わ
か
る
だ
け
で

も
、
新
円
で
、
五
百
円
＋
二
千
円
＝
二
千
五
百
円
の
金
銭
が
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

こ
の
事
実
か
ら
、
た
と
え
叔
父
が
一
家
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
あ

つ
か
っ
て
い
よ
う
と
、
預
金
が
封
鎖
さ
れ
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
三
日

以
降
旧
円
が
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
後
は
、
一
家
の
経
済
的
負
担
を
叔

父
が
負
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
先
に
挙
げ
た
部
分
を
例
に
具

体
的
に
言
え
ば
、
引
越
し
を
母
娘
に
指
示
し
た
段
階
で
は
、
叔
父
が
一

家
の
財
産
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
か

ず
子
に
家
を
出
る
こ
と
を
指
示
し
た
段
階
で
は
、
叔
父
は
、
仮
に
一
家

の
財
産
を
不
当
に
扱
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
の
額
を
一
家
に

援
助
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
叔
父
は
、
自
身
の
家
庭
の
経
済
と
一
家
の
経
済
と
の
間
に

線
引
き
を
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
補
助
線
と
し
て
、
母
と
か
ず

子
が
、
ス
ー
プ
を
吸
っ
て
「
あ
。
」
と
い
っ
た
日
と
同
じ
月
の
新
聞
記
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事
「
若
宮
た
ち
の
働
く
決
意

新
円
で
苦
し
い
御
生
活
」（
９
）

を
次
に

挙
げ
る
。

今
皇
族
方
は
い
は
ば
失
業
状
態
と
い
へ
る
が
、
最
近
と
み
に
各
宮

家
の
自
動
車
の
拂
下
げ
が
目
立
つ
、・
・
・
御
生
活
の
簡
素
化
も

あ
る
が
、
財
産
難
が
大
き
な
原
因
の
や
う
だ
。
・
・
・
こ
れ
ま
で

の
宮
家
は
人
件
費
が
多
か
つ
た
も
の
だ
が
、
既
に
職
員
の
整
理
を

さ
れ
た
宮
家
も
あ
る
、
い
づ
れ
に
し
て
も
皇
族
方
の
御
生
活
は
こ

れ
か
ら
は
財
政
的
に
も
お
楽
で
な
く
な
る

財
政
を
縮
小
す
る
場
合
、
ま
ず
、
自
動
車
の
処
分
と
人
件
費
の
削
除

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
家
に
か
つ
て
あ
っ
た
自
動
車
が

処
分
さ
れ
（

）
、
引
越
し
を
機
に<

女
中>
が
解
雇
さ
れ
た
の
も
財
政
の

10

縮
小
の
た
め
で
あ
ろ
う
（

）
。
し
か
し
見
落
と
せ
な
い
の
は
叔
父
の
家

11

庭
に
は
預
金
封
鎖
後
も
自
動
車
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
叔
父
に

は
、
自
身
の
家
庭
の
経
済
水
準
を
一
家
に
合
わ
せ
て
下
げ
る
つ
も
り
は

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
四
月
に
な
っ
て
、
母
と
か
ず
子
が
縁
側
で
編
物
を
し

な
が
ら
す
る
話
は
、「
た
い
て
い
畑
作
り
の
計
画
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
。

畑
作
り
を
す
る
の
は
、「
高
い
お
野
菜
を
買
」
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
つ
ま
り
、
節
約
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
直
治
が
帰
還
す
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
叔
父
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
か
ず
子
は
、
口
減
ら
し
の
た

め
、
家
を
出
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
（

）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
叔
父
の

12

援
助
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
一
家
の
生
活
が
逼
迫
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
昭
和
二
十
一
年
夏
の
あ
る
一
日
の
「
二
、
三
箇
月
前
」
叔

父
は
、
世
間
で
は
買
い
出
し
が
行
わ
れ
る
中
、
薔
薇
を
東
京
か
ら
山
荘

の
庭
に
移
植
す
る
。
先
に
も
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
五
百
円
生
活
を
大
部

分
の
国
民
が
お
く
っ
て
い
る
中
、
少
な
く
と
も
新
円
二
千
五
百
円
を
叔

父
は
母
に
渡
し
て
い
る
（
後
述
）
。
叔
父
は
か
ず
子
の
母
が
体
調
を
崩

せ
ば
、
当
時
死
病
で
あ
っ
た
肺
結
核
だ
と
わ
か
る
前
の
段
階
で
も
、
母

が
懇
意
に
し
て
い
た
医
師
を
東
京
か
ら
派
遣
す
る
。
ま
た
、
母
の
病
状

が
い
よ
い
よ
重
く
な
る
と
、
土
産
と
見
舞
金
を
用
意
し
、
東
京
か
ら
自

動
車
で
見
舞
い
に
駆
け
つ
け
る
。
母
の
面
倒
を
見
る
叔
父
の
優
し
さ
に

の
み
に
注
意
が
行
き
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
同
時
に
、
叔

父
の
家
庭
が
た
と
え
豊
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
金
銭
を
捻
出
し
よ
う

と
思
え
ば
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
家
と
叔
父
の

家
庭
に
は
懸
隔
が
あ
る
。
こ
の
懸
隔
は
、
叔
父
が
自
身
の
家
庭
の
経
済

と
一
家
の
経
済
と
の
間
に
線
引
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
叔
父
が
金
銭
を
捻
出
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
状
況
に

あ
る
根
拠
と
し
た
事
項
で
は
、
叔
父
は
自
身
の
家
庭
と
一
家
の
間
に
引

い
た
線
を
越
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
主
に
か
ず
子
の
母
に
関

す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
叔
父
が
、
例
外
的
に
線
引
き

を
超
え
る
の
は
、
主
に
自
分
の
姉
に
関
す
る
と
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

以
外
の
時
は
、
一
家
の
援
助
を
す
る
際
、
叔
父
は
、
一
家
と
自
身
の
家

庭
と
を
厳
然
と
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
が
か
ず
子
に
伝
え
る
叔

父
の
物
言
い
は
、「
お
金
を
送
つ
て
よ
こ
す
事
が
め
ん
だ
う
に
な
つ
た
」
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、「
め
ん
だ
う
」
な
だ
け
で
、
面
倒

を
厭
わ
な
け
れ
ば
、
送
金
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
読
め
る
。「
お
金

を
送
つ
て
よ
こ
す
事
が
め
ん
だ
う
に
な
つ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
叔
父

の
中
で
の
一
家
の
位
置
づ
け
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

二

叔
父
と
か
ず
子
の
母
の
関
係

前
章
の
末
尾
で
、
叔
父
が
、
主
に
か
ず
子
の
母
に
関
す
る
こ
と
で
あ

れ
ば
、
金
銭
を
融
通
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
叔
父
は
母

に
対
し
て
同
情
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
視
点
を

変
え
れ
ば
こ
の
こ
と
は
、
叔
父
が
母
の
子
供
た
ち
に
対
し
て
は
、
母
に

対
す
る
ほ
ど
に
は
、
心
理
的
な
近
さ
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
死
の
床
に
つ
い
た
母
は
、
叔
父
に
子
供

た
ち
の
こ
と
を
依
頼
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
母
に
は
甘

い
叔
父
が
母
の
望
み
を
快
諾
す
れ
ば
、
彼
女
は
「
ご
安
心
な
さ
つ
た
や

う
」
な
表
情
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
。

母
は
、
大
局
に
お
い
て
叔
父
の
指
示
に
従
う
と
い
う
態
度
を
貫
く
。

叔
父
の
言
葉
を
信
用
し
て
、
実
際
に
物
件
を
見
な
い
う
ち
に
、
引
越
す

こ
と
を
決
め
る
ほ
ど
で
あ
る
。

昭
和
二
十
一
年
初
夏
、
母
は
、
か
ず
子
の
顔
色
を
う
か
が
い
タ
イ
ミ

ン
グ
を
見
計
ら
い
な
が
ら
、
叔
父
が
か
ず
子
に
家
を
出
る
よ
う
に
指
示

し
て
い
る
こ
と
等
を
か
ず
子
に
伝
え
る
。
こ
の
出
来
事
も
、
か
ず
子
の

母
が
叔
父
の
指
示
に
従
う
意
思
を
持
っ
て
い
る
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
従
う
意
思
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
言
い
出
し
に
く
い
こ
と
を

言
う
の
で
あ
る
。

か
ず
子
か
ら
泣
い
て
抗
議
を
さ
れ
た
あ
と
、
母
は
「
生
れ
て
は
じ
め

て
、
和
田
の
叔
父
さ
ま
の
お
言
ひ
つ
け
に
、
そ
む
」
く
手
紙
を
書
く
。

「
生
れ
て
は
じ
め
て
」
か
ら
も
、
母
は
叔
父
の
指
示
に
基
本
的
に
従
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
、
母
が
叔
父
に
手
紙
を
書
く
箇
所
を
詳

し
く
見
て
お
き
た
い
。
直
治
の
帰
っ
て
き
て
い
な
い
「
い
ま
の
う
ち
に
、

か
ず
子
の
お
嫁
入
り
さ
き
を
捜
す
か
、
ま
た
は
、
御
奉
公
の
お
家
を
捜

す
か
」
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、
伊
豆
の
山
荘
を
で
る
こ
と
を
迫
ら
れ

た
か
ず
子
は
、「
御
奉
公
の
お
家
を
捜
す
」
こ
と
の
み
に
対
し
反
対
を

す
る
。
続
い
て
か
ず
子
は
、
「
私
に
は
、
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
発

言
す
る
。
か
ず
子
が
、「
お
嫁
入
り
さ
き
を
捜
す
」
こ
と
に
対
し
て
は

何
も
言
及
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
は
、

当
然
、「
お
嫁
入
り
さ
き
」
と
関
連
が
あ
る
と
母
は
と
ら
え
、「
行
く
と

こ
ろ
」
が
、
妻
子
あ
る
細
田
の
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ

の
う
え
で
、
「
行
く
と
こ
ろ
」
を
か
ず
子
が
曖
昧
に
さ
せ
た
も
の
（

）
13

で
あ
る
「
ひ
め
ご
と
」
が
う
ま
く
い
く
よ
う
応
援
す
る
。
母
が
「
ひ
め

ご
と
」
に
賛
意
を
示
す
の
は
、「
ひ
め
ご
と
」
が
「
お
嫁
入
り
さ
き
を

捜
す
」
こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
「
か
ず
子
の
ひ
め

ご
と
が
、
よ
い
実
を
結
」
び
さ
え
す
れ
ば
、
た
と
え
叔
父
の
意
図
し
た

よ
う
に
、
直
治
が
帰
還
す
る
前
に
か
ず
子
が
結
婚
先
か
奉
公
口
を
さ
が

す
こ
と
に
よ
っ
て
即
座
に
一
家
の
経
済
に
余
裕
を
与
え
る
（

）

こ
と
が

14

で
き
な
い
に
し
て
も
、
結
果
と
し
て
叔
父
の
提
案
に
沿
う
こ
と
に
な
る
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可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
行
く
と
こ
ろ
」
が
細
田
の
と
こ
ろ
で

な
い
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
段
階
で
す
で
に
、
か
ず
子
の
意

思
を
尊
重
す
る
べ
く
、
叔
父
へ
初
め
て
叔
父
の
「
言
ひ
つ
け
」
に
背
く

手
紙
を
書
い
て
は
い
て
も
、
か
ず
子
の
母
は
基
本
的
に
は
叔
父
の
提
案

に
沿
う
形
で
事
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

母
は
、
か
ず
子
だ
け
で
な
く
、
直
治
の
意
思
も
叔
父
の
意
思
よ
り
尊

重
す
る
。
「
直
治
が
帰
つ
て
来
た
ら
、
す
ぐ
こ
の
伊
豆
の
山
荘
に
引
取

つ
て
、
ど
こ
へ
も
出
さ
ず
に
、
当
分
こ
こ
で
静
養
さ
せ
た
は
う
が
よ
い
」

と
の
叔
父
の
指
示
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
治
が
「
東
京
の
お

友
達
や
、
文
学
の
は
う
の
師
匠
さ
ん
な
ど
に
逢
」
う
必
要
が
あ
る
た
め

に
東
京
に
い
く
と
い
え
ば
、
母
は
妨
げ
な
い
ば
か
り
か
、
多
額
の
金
銭

を
渡
し
ま
で
す
る
。
直
治
に
母
が
多
額
の
金
銭
を
渡
し
た
の
は
、
勿
論
、

直
治
の
生
死
が
わ
か
ら
な
い
状
態
の
時
「
も
つ
と
、
直
治
に
、
よ
く
し

て
や
れ
ば
よ
か
つ
た
」
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。「
お
母
さ

ま
は
、
毎
朝
、
お
父
さ
ま
に
か
ず
子
を
幸
福
に
し
て
下
さ
る
や
う
に
お

祈
り
し
て
ゐ
る
の
で
す
よ
」
と
い
う
母
の
発
言
も
思
い
出
し
た
い
。
母

が
子
供
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
お
そ
ら
く
は
、

出
征
前
「
い
や
に
文
学
に
こ
つ
て
」
い
た
直
治
が
、
帰
還
後
再
び
「
文

学
の
は
う
の
師
匠
さ
ん
」
に
会
い
に
行
く
希
望
を
述
べ
た
こ
と
も
、
母

が
直
治
に
多
額
の
金
銭
を
渡
し
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

叔
父
に
従
う
母
の
姿
勢
は
大
局
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
た
。
が
、
叔

父
の
指
示
内
容
と
子
供
の
意
思
と
に
齟
齬
を
き
た
し
た
時
、
母
が
全
面

的
に
叔
父
の
意
に
従
う
と
い
う
関
係
は
揺
れ
動
く
の
で
あ
る
。

金
銭
面
か
ら
叔
父
と
か
ず
子
の
母
の
関
係
を
見
て
お
き
た
い
。
「
蛇

の
卵
の
事
が
あ
つ
て
か
ら
、
十
日
ほ
ど
経
」
っ
た
頃
、
か
ず
子
が
失
火

事
件
を
起
こ
す
。
そ
の
翌
朝
か
ず
子
は
「
お
母
さ
ま
か
ら
お
金
を
い
た

だ
き
」
お
詫
び
ま
わ
り
を
す
る
。
伊
豆
に
帰
還
し
た
翌
日
、
直
治
は
「
お

母
さ
ま
か
ら
、
二
千
円
も
ら
つ
て
東
京
へ
出
か
け
て
行
」
っ
た
。
か
ず

子
と
直
治
は
、
母
か
ら
「
お
金
」
を
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
叔
父
か
ら
渡
さ
れ
た
「
お
金
」
の
管
理
は
母
が
行
っ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

直
治
が
母
か
ら
「
も
ら
つ
」
た
二
千
円
は
、
母
が
伊
豆
の
山
荘
に
う

つ
り
体
調
を
崩
し
た
と
き
、
叔
父
が
用
意
し
た
金
高
で
あ
っ
た
（

）
。

15

叔
父
か
ら
母
、
母
か
ら
子
供
た
ち
へ
の
金
銭
の
流
れ
を
二
千
円
が
象
徴

し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
太
田
静
子
『
斜
陽
日

記
』
に
は
、
二
千
円
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

母
が
叔
父
の
言
い
つ
け
に
背
き
、
子
供
た
ち
が
望
む
ま
ま
に
ふ
る
ま

う
こ
と
を
認
め
る
と
、
叔
父
か
ら
の
援
助
の
み
で
は
生
活
が
成
り
立
た

な
く
な
る
。
対
策
と
し
て
母
や
か
ず
子
の
着
物
が
切
り
売
り
さ
れ
る
。

直
治
が
母
か
ら
お
金
を
も
ら
う
と
い
う
記
述
は
、
先
に
言
及
し
た
直
治

の
帰
還
し
た
次
の
日
の
後
、
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
代
り
と
し
て
「
弟

は
、
・
・
・
私
た
ち
の
衣
類
を
売
つ
た
お
金
を
持
つ
て
東
京
方
面
へ
御

出
張
で
す
。
」
、
「
自
分
（
＝
直
治

稿
者
）
の
家
か
ら
お
金
や
品
物
を

持
ち
出
し
て
、
マ
マ
や
あ
な
た
を
悲
し
ま
せ
」
と
い
っ
た
記
述
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
千
円
が
象
徴
す
る
金
銭
の
流
れ
の
み
で
、
子
供

た
ち
が
望
む
生
き
方
を
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
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見
て
取
れ
る
。

叔
父
は
、
か
ず
子
の
母
の
こ
と
に
対
し
て
な
ら
ば
、
自
家
と
一
家
と

の
間
に
引
い
た
線
を
越
え
、
援
助
を
す
る
。
が
、
か
ず
子
と
直
治
の
こ

と
に
対
し
て
は
、
援
助
を
し
な
い
。
母
は
、
叔
父
の
意
思
に
基
本
的
に

は
従
う
。
だ
が
、
叔
父
の
意
思
と
子
供
た
ち
の
意
思
と
が
齟
齬
を
き
た

し
た
場
合
に
は
、
叔
父
に
背
き
、
子
供
た
ち
を
優
先
さ
せ
る
。
母
は
、

一
度
子
供
た
ち
の
意
思
を
優
先
さ
せ
た
の
ち
は
息
絶
え
る
ま
で
、
子
供

た
ち
に
関
す
る
点
に
限
っ
て
は
、
叔
父
の
意
思
に
逆
ら
い
続
け
る
。
し

か
し
、そ
れ
は
長
く
続
け
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
生
活
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

叔
父
と
か
ず
子
の
関
係

前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
叔
父
の
意
向
は
、
母
を
経
由
し
て
か
ず

子
に
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
昭
和
二
十
一
年
初
夏

の
頃
、
か
ず
子
に
家
を
出
る
よ
う
指
示
す
る
の
は
叔
父
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
か
ず
子
は
、
母
に
対
し
て
抗
議
を
す
る
。
ま
た
、
芸
術
院

の
会
員
で
あ
る
画
家
と
の
縁
談
を
断
る
際
、
か
ず
子
は
、
一
家
の
経
済

を
管
理
し
て
い
る
叔
父
の
許
可
は
な
く
と
も
、
母
に
許
可
を
求
め
さ
え

し
た
ら
い
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
叔
父
の
存
在
は

か
ず
子
の
意
識
か
ら
抜
け
落
ち
が
ち
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
か
ず
子
の
引
越
し
の
理
由
の
と
ら
え
方
と
、
母
が
衰
弱
す

る
理
由
の
と
ら
え
方
を
確
認
し
た
い
。
叔
父
が
、
世
の
中
が
変
わ
っ
た

こ
と
を
引
越
し
の
理
由
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
か
ず
子
は
、
引
越

し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
自
分
と
直
治
が
母
に
お
金
を
使
わ
せ

た
か
ら
だ
と
認
識
す
る
。
ま
た
、
母
が
衰
弱
す
る
の
は
、
直
治
が
帰
還

す
る
前
の
段
階
で
は
、
か
ず
子
は
自
分
の
せ
い
だ
と
認
識
し
、
直
治
が

帰
還
し
た
後
の
段
階
で
は
、
自
分
と
直
治
の
せ
い
だ
と
認
識
す
る
。
し

か
し
引
越
し
同
様
、
母
の
衰
弱
は
、
必
ず
し
も
か
ず
子
、
或
い
は
直
治

の
せ
い
ば
か
り
だ
と
は
言
い
き
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

今
挙
げ
た
例
と
、
先
の
例
を
併
せ
見
れ
ば
、
か
ず
子
に
は
、
も
の
ご

と
を
自
分
と
母
と
の
問
題
、
あ
る
い
は
自
分
と
直
治
と
母
と
の
問
題
に

帰
着
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

斎
藤
理
生
氏
（

）

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
斜
陽
』
の
序
盤
で

16

は
、「
手
記
を
し
ば
し
ば
書
き
あ
ぐ
ん
で
」
い
た
か
ず
子
は
、「「
不
良
」

（
三
、
四
で
頻
出
）
に
せ
よ
「
恋
と
革
命
」
（
五
、
六
で
頻
出
）
に
せ

よ
、「
犠
牲
者
」（
六
、
八
で
頻
出
）
に
せ
よ
、
小
説
の
後
半
に
至
る
と
」

「
か
つ
て
の
よ
う
に
そ
の
時
々
に
お
け
る
自
分
を
説
明
す
る
言
葉
に
困

ら
な
く
な
る
」。
以
降
斎
藤
氏
の
論
に
従
い
つ
つ
も
、
本
稿
で
は
、
か

ず
子
が
「
自
分
を
説
明
す
る
言
葉
」
を
得
る
と
そ
の
都
度
、
「
自
分
を

説
明
す
る
言
葉
」
と
自
分
の
身
近
な
存
在
の
者
が
結
び
付
く
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

母
の
存
命
中
は
、
か
ず
子
は
「
自
分
を
説
明
す
る
言
葉
」
と
母
と
が

結
び
つ
く
こ
と
を
必
ず
確
認
す
る
。

「
不
良
」
と
い
う
言
葉
を
得
た
際
に
は
、
か
ず
子
は
、
母
、
直
治
、

叔
父
と
「
不
良
」
と
い
う
言
葉
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
革
命
」
と
い
う
言
葉
を
得
た
際
に
は
、
か
ず
子
は
、
母

と
「
革
命
」
が
相
容
れ
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
の
み
を
述
べ
る
。
限
ら
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れ
た
時
間
の
中
で
、
上
原
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
（

）

た

17

め
か
、
か
ず
子
は
、
周
り
の
こ
と
に
目
を
配
ら
な
く
な
り
、
も
の
ご
と

を
自
分
と
母
と
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
不
良
と
い
う
言
葉
を
得
て
間
も
な
い
こ
ろ
、

か
ず
子
が
上
原
に
宛
て
た
手
紙
に
は
「
私
は
、
私
の
恋
を
し
と
げ
た
い

と
思
ひ
ま
す
。
で
も
、
き
つ
と
、
お
母
さ
ま
も
、
弟
も
、
ま
た
世
間
の

人
た
ち
も
、
誰
ひ
と
り
私
に
賛
成
し
て
下
さ
ら
な
い
」
だ
ろ
う
が
「
周

囲
の
み
ん
な
か
ら
祝
福
さ
れ
て
し
と
げ
る
法
は
な
い
も
の
か
」と
あ
る
。

上
原
の
手
紙
に
叔
父
の
こ
と
を
書
く
必
要
性
が
薄
い
と
い
う
こ
と
を
差

し
引
い
て
も
「
お
母
さ
ま
も
、
弟
も
、
ま
た
世
間
の
人
た
ち
も
」
と
あ

り
、
不
良
と
い
う
言
葉
を
得
た
段
階
で
は
言
及
し
て
い
た
叔
父
が
早
く

も
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

か
ず
子
の
も
の
ご
と
を
自
分
と
母
と
の
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
傾
向

は
、
か
ず
子
の
内
面
に
お
い
て
、
母
と
か
ず
子
と
の
結
び
つ
き
を
強
固

に
す
る
一
方
で
、
相
対
的
に
叔
父
を
は
じ
め
と
す
る
母
以
外
の
人
物
と

の
つ
な
が
り
を
希
薄
化
さ
せ
る
。

確
か
に
、
母
が
病
に
伏
せ
り
弟
が
不
在
の
時
、
か
ず
子
が
「
心
細
さ

の
あ
ま
り
和
田
の
叔
父
さ
ま
へ
、
お
母
さ
ま
の
御
様
子
の
変
つ
た
事
を

葉
書
に
し
た
た
め
て
知
ら
せ
」
る
こ
と
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
見
叔

父
と
か
ず
子
の
結
び
つ
き
は
強
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
箇

所
か
ら
は
、
む
し
ろ
、
母
の
こ
と
な
ら
ば
親
身
に
な
る
叔
父
と
、
母
の

こ
と
が
心
配
で
な
ら
な
い
か
ず
子
と
の
利
害
が
一
致
し
た
こ
と
を
み
る

べ
き
だ
ろ
う
。

か
ず
子
は
、
金
銭
を
得
る
手
段
を
他
に
見
つ
け
な
い
限
り
、
母
が
身

罷
っ
た
あ
と
は
、
直
治
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
叔
父
を
頼

る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
か
ず
子
の
内
面
で
は
、
叔
父
の
存
在
の
希
薄
化
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

叔
父
と
直
治
の
関
係

直
治
の
遺
書
か
ら
は
、
彼
が
貴
族
と
い
う
も
の
に
拘
っ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
母
を
指
し
て
「
ほ
ん
も
の
の
貴
族
」
と
い
う
の
も
、

貴
族
と
い
う
存
在
に
対
し
て
拘
り
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
直
治
は
、

か
つ
て
貴
族
と
い
う
存
在
を
嫌
い
、
そ
こ
か
ら
脱
却
を
図
っ
て
い
た
時

期
も
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
貴
族
と
し
て
そ
の
命
を
絶
つ
。
直
治
が

母
を
「
ほ
ん
も
の
の
貴
族
」
と
す
る
こ
と
は
、
母
を
理
想
化
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

『
斜
陽
』
に
お
い
て
、
直
治
が
叔
父
を
評
し
て
い
る
唯
一
の
発
言
「
姉

と
弟
で
も
、
マ
マ
と
あ
い
つ
と
で
は
ま
る
で
、
雲
泥
の
ち
が
ひ
な
ん
だ

か
ら
な
あ
、
い
や
に
な
る
よ
」
か
ら
、
彼
が
母
と
叔
父
と
を
対
極
的
な

存
在
と
と
ら
え
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

母
に
対
し
て
「
マ
マ
！

僕
を
叱
つ
て
下
さ
い
！
」
と
発
言
す
る
直

治
が
、
叔
父
か
ら
説
教
を
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
ケ
チ
な
や
つ
か

ら
お
説
教
さ
れ
て
、
眼
が
さ
め
た
な
ん
て
者
は
、
古
今
東
西
に
わ
た
つ

て
一
人
も
あ
つ
た
例
が
無
え
ん
だ
。
」
と
言
う
こ
と
か
ら
も
、
直
治
が

母
と
叔
父
と
を
対
極
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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先
に
、
叔
父
が
援
助
を
す
る
際
に
は
、
自
身
の
家
庭
の
経
済
と
一
家

の
経
済
と
の
間
に
線
引
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
か
ず
子
は

母
の
こ
と
を
「
ケ
チ
ケ
チ
し
て
、
私
た
ち
を
叱
つ
て
、
さ
う
し
て
、
こ

つ
そ
り
ご
自
分
だ
け
の
お
金
を
ふ
や
す
事
を
工
夫
な
さ
る
や
う
な
お

方
」
と
は
、
見
な
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
か
ず
子
の
母
に
対
す
る
評

を
裏
返
す
と
、
直
治
の
叔
父
の
見
方
に
近
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
直

治
が
叔
父
の
こ
と
を
「
ケ
チ
な
や
つ
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
、
こ
の

よ
う
な
叔
父
の
性
質
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
叔

父
の
世
話
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
「
い
つ
そ
乞
食
に
な
つ
た
は
う
が
い

い
」
と
し
、
叔
父
か
ら
金
銭
面
の
援
助
を
う
け
る
こ
と
を
忌
避
す
る
。

し
か
し
、
一
方
で
伊
豆
に
帰
還
し
た
翌
日
、
直
治
は
「
お
母
さ
ま
か
ら
、

二
千
円
も
ら
つ
て
東
京
へ
出
か
け
て
行
」
っ
て
い
た
。
母
の
世
話
に
な

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
直
治
が
抵
抗
を
お
ぼ
え
て
い
る
様
子
は
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
叔
父
の
世
話
に
な
る
こ
と
に
対
す
る
反
感
が
い
っ
そ
う

際
立
つ
の
で
あ
る
。

直
治
は
、
麻
薬
中
毒
に
な
っ
て
い
た
時
分
、
か
ず
子
に
も
お
金
を
ね

だ
っ
て
い
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
と
も
か
く
、
か
ず
子
が
離
縁
を
し
た

こ
と
に
た
い
し
て
、
「
責
任
み
た
い
な
も
の
」
を
直
治
は
感
じ
て
い
た

様
子
で
あ
る
。
直
治
か
ら
見
れ
ば
、
か
ず
子
は
立
場
を
危
う
く
し
て
ま

で
直
治
に
渡
す
金
銭
を
、
叱
り
も
せ
ず
準
備
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

直
治
か
ら
す
れ
ば
、
「
ケ
チ
」
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
母
と
か
ず
子

は
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

母
の
死
後
、
直
治
は
、
遺
書
に
「
ひ
と
の
ご
ち
そ
う
に
な
る
の
が
、

そ
ら
お
そ
ろ
し
い
ん
で
す
。
殊
に
も
、
そ
の
ひ
と
ご
自
身
の
腕
一
本
で

得
た
お
金
で
、
ご
ち
そ
う
に
な
る
の
は
、
つ
ら
く
て
、
心
苦
し
く
て
、

た
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
」
、「
姉
さ
ん
。
／
僕
た
ち
は
、
貧
乏
に
な
つ
て

し
ま
ひ
ま
し
た
。
生
き
て
在
る
う
ち
は
、
ひ
と
に
ご
ち
そ
う
し
た
い
と

思
つ
て
ゐ
た
の
に
、
も
う
、
ひ
と
の
ご
ち
そ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
生
き

て
行
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
」
と
綴
る
。
直
治
は
「
そ
の
ひ
と
ご
自
身

の
腕
一
本
で
得
た
お
金
」
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、「
ひ

と
」
の
お
金
を
使
う
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
ひ
と
」

に
は
当
然
叔
父
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

直
治
の<

家>

意
識
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
ひ
と
の
ご
ち
そ
う
」

に
は
な
れ
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
直
治
に
と
っ
て
叔
父
は<

家>

を
構
成
す
る
人
物
で
な
く
、
外
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
認
識
の
た

め
、
直
治
は
叔
父
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
遺
書
か
ら
は
読
み

取
れ
る
。
勿
論
、
叔
父
は
、<

家>

の
構
成
員
で
は
な
い
。
が
、
そ
れ
ま

で
の
関
係
を
鑑
み
れ
ば
、
直
治
は
叔
父
を
一
家
の
一
員
と
し
て
扱
う
こ

と
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
叔
父
を<

家>

か
ら
閉
め
出
し
た
一
因
は
、
直
治
が
彼
を
自
分
の
理
想
像
で
あ
る

母
と
対
極
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

母
の
死
後
も
彼
女
を
是
と
す
る
意
識
が
な
く
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

が
、
直
治
が
叔
父
に
頼
る
こ
と
を
妨
げ
、
結
果
的
に
直
治
を
死
に
追
い

や
る
一
因
（

）

と
な
る
の
で
あ
る
。

18
五

母
の
死
後
の
叔
父
と
か
ず
子
、
直
治
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先
に
、
母
自
身
は
叔
父
の
指
示
に
は
基
本
的
に
従
う
が
、
同
時
に
、

か
ず
子
、
直
治
が
叔
父
の
思
惑
に
反
す
る
こ
と
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
姉
弟
が
叔
父
の
意
に
反
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
金
銭
が
必
要
に
な
れ
ば
、
母
は
そ
の
金
銭
を
用
意
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
こ
の
母
の
態
度
は
、
叔
父
と
姉
弟
と
の
あ
い
だ
に
隔
た
り
を
生

む
。
母
が
叔
父
の
意
に
忠
実
に
従
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
か
ず
子
は
、
駒

場
の
宮
様
の
も
と
で
住
み
込
み
の
家
庭
教
師
と
し
て
働
く
か
、「
六
十

す
ぎ
た
独
身
の
お
ぢ
い
さ
ん
で
、
芸
術
院
と
か
の
会
員
だ
と
か
何
だ
と

か
、
さ
う
い
ふ
大
師
匠
の
ひ
と
」
に
嫁
入
り
す
る
か
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
直
治
は
、
東
京
へ
行
く
こ
と
は
お
ろ
か
、
伊
豆
か

ら
出
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。叔
父
と
姉
弟
の
隔
た
り
は
、

母
が
生
み
出
し
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
ず
子
、
直
治
は

母
の
庇
護
の
も
と
に
生
き
て
い
た
わ
け
で
、
い
わ
ば
、
母
は
、
叔
父
と

子
供
た
ち
の
緩
衝
材
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

昭
和
二
十
一
年
十
月
に
母
が
没
す
る
と
、
経
済
的
に
自
立
し
な
い
限

り
、
か
ず
子
、
直
治
は
、
金
銭
面
で
叔
父
を
頼
る
必
要
が
生
じ
る
。
と

こ
ろ
が
、
母
の
死
が
決
定
的
に
な
っ
た
段
階
で
、
か
ず
子
と
直
治
の
間

で
将
来
の
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
二
人
と
も
叔
父
の
世
話
に
な
る
こ

と
を
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
姉
弟
は
共
に
叔
父
の
支

配
下
に
置
か
れ
た
く
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

母
の
死
後
、
か
ず
子
は
暗
に
母
の
同
意
を
得
つ
つ
あ
た
た
め
て
き
た

恋
（

）

の
成
就
を
め
ざ
す
。
こ
の
恋
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
時
と
と

19

も
に
、
か
ず
子
の
叔
父
へ
の
意
識
を
薄
め
て
い
く
と
い
う
側
面
が
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
叔
父
と
の
心
的
距
離
は
、
時
が
た
つ
と
共
に
大
き

く
な
っ
た
と
い
え
る
。
母
の
死
後
、
つ
ま
り
、
経
済
的
に
自
立
し
な
い

限
り
、
売
る
も
の
が
な
く
な
れ
ば
叔
父
に
頼
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け

な
く
な
る
状
況
下
で
「
私
は
い
ま
、
恋
一
つ
に
す
が
ら
な
け
れ
ば
、
生

き
て
行
け
な
い
の
だ
。」
と
か
ず
子
は
述
懐
す
る
。
か
ず
子
は
、
上
原

と
の
恋
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
で
、
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
る

可
能
性
が
あ
っ
た
（

）
。
叔
父
の
世
話
に
な
る
か
、
上
原
と
の
恋
の
成

20

就
を
目
指
す
か
、
ど
ち
ら
か
一
つ
を
選
ぶ
と
き
、
か
ず
子
は
後
者
を
選

ぶ
。
か
ず
子
が
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
か
ず
子
に
「
恋
一

つ
に
す
が
ら
な
け
れ
ば
、
生
き
て
行
け
な
い
の
だ
」
と
い
う
切
実
な
思

い
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
そ
の
裏
面
に
は
、
か
ず
子
が
ど
こ
ま
で

自
覚
を
し
て
い
る
か
は
別
に
し
て
、
先
述
し
た
、
叔
父
と
の
心
的
距
離

が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

母
の
死
後
、
直
治
が
死
を
選
ぶ
原
因
は
、
「
夕
顔
日
誌
」
や
「
直
治

の
遺
書
」
を
読
む
限
り
、
様
々
に
想
定
で
き
る
。
遺
書
の
終
わ
り
近
く

に
あ
る
「
結
局
、
僕
の
死
は
、
自
然
死
で
す
。
人
は
、
思
想
だ
け
で
は
、

死
ね
る
も
の
で
は
無
い
」
と
い
う
記
述
が
、
想
定
で
き
る
原
因
を
す
べ

て
相
対
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
遺
書
の
「
貴
族
」
へ
の

こ
だ
わ
り
が
、
母
を
典
型
と
し
て
叔
父
を
そ
の
対
極
と
と
ら
え
る
前
提

に
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
彼
が
叔
父
を
頼
る
と
い
う
選
択
肢
は
あ
り

得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

姉
が
、
上
原
の
も
と
に
行
き
、
弟
が
、
死
を
選
ぶ
に
至
る
一
因
は
、

母
が
子
供
た
ち
の
意
思
を
尊
重
し
た
こ
と
で
、
姉
弟
と
母
と
の
結
び
つ
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き
が
強
ま
る
と
同
時
に
、
叔
父
と
の
距
離
が
生
じ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

姉
弟
が
母
と
い
う
存
在
を
過
剰
に
意
識
す
る
の
も
、
彼
女
が
子
供
た
ち

の
意
思
を
尊
重
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

直
治
の
死
後
、
叔
父
が
後
見
を
す
る
べ
き
対
象
は
、
か
ず
子
一
人
と

な
り
、
一
家
が
三
人
で
あ
っ
た
と
き
に
比
べ
る
と
、
経
済
的
な
余
裕
が

生
じ
る
。
か
ず
子
が
上
原
に
宛
て
た
「
最
後
の
手
紙
」
に
は
、
そ
れ
ま

で
の
手
紙
で
は
言
及
さ
れ
て
い
た
金
銭
へ
の
言
及
が
一
切
見
ら
れ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
か
ず
子
の
経
済
状
況
を
反
映
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
。

か
ず
子
は
、<

私
生
児>

を
身
ご
も
り
、
「
最
後
の
手
紙
」
に
は
「
け

れ
ど
も
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
第
一
回
戦
で
は
、
古
い
道
徳
を
わ
づ
か
な

が
ら
押
し
の
け
得
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
し
て
、
こ
ん
ど
は
、
生

れ
る
子
と
共
に
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
を
た
た
か
ふ
つ
も
り
で
ゐ
る
」

と
記
す
。
か
ず
子
は
、
爾
後
、
宣
言
通
り
世
間
と
、
ま
た
道
徳
と
向
き

合
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
ず
子
が<

私
生
児>

を
宿
し
て
い
る
こ

と
は
何
れ
、
叔
父
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、

叔
父
は
世
間
や
道
徳
を
体
現
す
る
存
在
と
な
っ
て
、
か
ず
子
の
前
に
立

ち
ふ
さ
が
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

注
（
１
）
創
元
社
『
太
宰
治
作
品
集
』
第
五
巻

解
説
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
）

（
２
）
須
田
章
「
れ
い
だ
あ
す
・
せ
く
し
よ
ん

太
宰
治
・
斜
陽
（
新
潮
誌

連
載
中
）
」（
「
東
北
文
学
」
第
二
巻
第
十
一
号
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一

日
付
発
行
）

（
３
）
岸
金
剛
『
太
宰
治
の
作
品
と
そ
の
モ
デ
ル
』（
城
南
社
、
昭
和
二
十
三

年
八
月
十
五
日
付
発
行
）

（
４
）
朝
日
新
聞
で
は
、
早
い
例
で
は
昭
和
二
十
年
十
月
三
十
一
日
に
財
産

税
に
つ
い
て
の
記
事
が
組
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
年
同
月
十
七
日
に
は

「
財
産
税
、
戦
時
利
得
税
の
全
貌

大
蔵
省
発
表
」
と
見
出
し
の
付
い
た

記
事
も
組
ま
れ
て
い
る
。

（
５
）「
け
ふ
か
ら
預
金
封
鎖

一
般
引
出
を
禁
ず

生
活
資
金
世
帯
主
月
三

百
円
世
帯
員
百
円
は
支
払
ふ
」
（
「
毎
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
二
月
十
七

日
）
な
お
、
同
日
の
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
に
も
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ

る
。

（
６
）「
預
金
拂
出
し
制
限
・
新
圓
發
行
」（
「
朝
日
新
聞
」
昭
和
二
十
一
年
二

月
十
七
日
）

（
７
）（
６
）
に
同
じ
。

（
８
）
こ
の
他
に
も
「
ご
近
所
の
お
家
を
廻
つ
」
た
と
あ
る
。

（
９
）「
若
宮
た
ち
の
働
く
決
意

新
円
で
苦
し
い
御
生
活
」（
「
朝
日
新
聞
」

昭
和
二
十
一
年
四
月
七
日
）
な
お
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。「
・
・
・
」
は
稿

者
に
よ
る
省
略
を
表
す
。

（

）「
も
と
の
運
転
手
の
松
山
さ
ん
」
と
あ
る
。

10
（

）
車
を
処
分
し
、〈
女
中
〉
を
解
雇
し
た
時
期
は
預
金
が
封
鎖
さ
れ
る
前

11で
あ
る
。
仮
に
叔
父
が
一
家
の
財
産
を
不
当
に
扱
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
叔

父
は
一
家
の
財
政
を
き
り
つ
め
て
一
家
の
財
産
に
手
を
つ
け
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
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（

）
既
に
、
榊
原
理
智
氏
が
、
「
語
る
行
為
の
小
説

『
斜
陽
』
の
消
滅
す

12る<
語
り
手>

」
（
『
日
本
文
学
』
平
成
九
年
）
で
「
直
治
の
帰
還
は
、
財
政

的
に
見
れ
ば
食
い
扶
持
の
増
加
で
あ
る
か
ら
、
財
政
の
逼
迫
に
伴
っ
て
三

人
の
う
ち
一
人
が
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
和
田
季
絵
氏
「
『
斜
陽
』

(

特
集

太
宰
治

―
卒
業
論
文
へ
の
指
針)

13―

(

作
品
論)

」（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
八
年
六
月
）
に
、「
か
ず

子
は
細
田
と
の
関
係
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
行
き
先
は<

ひ
め
ご
と>

と
し

て
は
ぐ
ら
か
し
て
い
る
。」
と
の
指
摘
が
既
に
あ
る
。

（

）
榊
原
理
智
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
既
に
「
二
十
九
歳
の
女
性
で

14あ
る
か
ず
子
が
家
族
に
と
っ
て
経
済
的
に
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
裕
福

な
「
お
嫁
入
り
さ
き
」
を
捜
し
て
結
婚
す
る
か
、「
ご
奉
公
」
し
て
実
家
の

食
い
扶
持
を
減
ら
す
か
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。」
と
『
斜
陽
』
に
お
け
る
経

済
に
注
目
を
し
て
い
る
。

（

）
出
原
隆
俊
氏
に
、
母
が
引
越
し
の
際
体
調
を
崩
し
た
と
き
、
叔
父
が

15用
意
し
た
金
高
と
、
直
治
が
帰
還
後
初
め
て
東
京
に
行
く
際
母
が
直
治
に

渡
す
金
高
と
が
同
じ
で
あ
る
と
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。
な
お
、
母
が
病
を

得
た
時
、
叔
父
が
用
意
し
た
二
千
円
は
か
ず
子
が
受
取
っ
た
の
で
あ
る
が
、

お
詫
び
ま
わ
り
の
時
、
母
か
ら
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
た
め
、
繰
り
返
し

に
な
る
が
叔
父
か
ら
渡
さ
れ
た
金
銭
の
管
理
は
母
が
行
っ
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
二
千
円
と
い
う
金
高
は
変
わ
ら
な
い
が
、
叔
父

が
母
の
た
め
に
渡
し
た
二
千
円
は
、
新
円
切
り
替
え
が
さ
れ
る
前
で
あ
る

の
で
、
旧
円
で
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
一
年
夏
母
が
直
治
に
渡
し
た
二
千
円

は
新
円
で
あ
る
た
め
、
母
が
直
治
に
渡
し
た
二
千
円
の
方
が
よ
り
大
き
な

価
値
を
も
つ
。

（

）「
太
陽
と
言
葉

―
『
斜
陽
』
試
論
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

(

１)

』

16平
成
十
八
年
六
月
）

（

）
昭
和
二
十
一
年
夏
、
か
ず
子
が
上
原
に
宛
て
た
一
通
目
の
手
紙
で
、

17物
を
売
っ
て
生
活
が
で
き
る
の
は
「
半
歳
か
、
一
年
」
位
だ
と
し
て
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
半
歳
か
、
一
年
」
以
内
に
か
ず
子
が
、
経
済
的
自
立
を
し

な
け
れ
ば
、
一
家
は
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意

味
す
る
。

（

）「
夕
顔
日
誌
」
、「
直
治
の
遺
書
」
の
記
述
を
追
え
ば
、
直
治
が
死
を
選

18ぶ
理
由
が
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

稿
者
が
遺
書
か
ら
引
用
し
た
箇
所
を
見
る
限
り
、
直
治
が
死
を
選
ぶ
一
因

は
、「
ひ
と
の
ご
ち
そ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
く
な
」
っ
た
か

ら
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（

）
和
田
氏
が
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
同
趣
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

19
（

）
榊
原
氏
が
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
同
趣
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
ま

20た
、「
六
」
に
お
い
て
、
金
銭
へ
の
言
及
が
多
く
な
さ
れ
る
の
も
故
な
し
と

は
し
な
い
。

【
付
記
】『
斜
陽
』
の
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
十

一
年
）
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
、
原
則
と
し
て
ル
ビ
は
省
き
、
旧
漢
字
は
現

行
の
も
の
に
改
め
た
。
ま
た
傍
線
並
び
に
改
行
記
号
「
／
」、
省
略
記
号
「
…
」

は
稿
者
に
よ
る
。（

い
け
だ
・
ひ
ろ
あ
き
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




