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博
士
の
半
日
 
 

－
森
鴎
外
 
「
半
日
」
 
論
1
 
 

－  

韓
 
貞
 
淑
 
 

一
 
は
じ
め
に
 
 

「
半
日
」
（
『
ス
バ
ル
』
明
治
四
十
二
年
三
月
）
は
、
森
鴎
外
の
 
「
文
壇
再
活
躍
時
代
」
、
「
豊
熟
の
時
代
」
を
開
い
た
「
第
二
の
処
 
 

女
作
」
と
評
価
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
（
自
家
用
）
性
の
問
題
や
、
作
風
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
様
々
な
論
議
が
さ
れ
て
き
た
小
説
で
あ
る
。
 
 

特
に
、
作
品
の
成
立
背
景
、
あ
る
い
は
そ
の
舞
台
秦
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
小
説
「
半
日
」
 
 

は
、
作
品
自
体
が
純
粋
な
文
学
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
現
実
の
鴎
外
や
森
家
と
の
か
か
わ
り
で
読
ま
れ
る
と
い
っ
 
 

た
事
情
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
家
の
現
実
を
テ
キ
ス
ト
読
解
に
持
ち
込
む
か
否
か
を
、
考
察
の
前
提
と
し
 
 

て
明
示
す
る
こ
と
が
 
「
半
日
」
論
の
基
本
的
な
手
続
き
と
な
っ
た
感
す
ら
あ
る
。
従
来
の
 
「
半
日
」
 
論
が
概
ね
従
っ
て
き
た
嫁
・
姑
 
 

の
確
執
・
葛
藤
と
い
う
主
題
把
握
の
図
式
も
、
多
分
に
作
家
論
的
興
味
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
き
て
お
り
、
必
ず
し
も
作
品
の
構
 
 

成
自
体
を
純
粋
に
捉
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
現
実
の
森
家
と
の
か
か
わ
り
か
ら
離
れ
、
作
品
そ
の
も
の
に
日
を
む
け
、
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
小
説
「
半
日
」
 
 

の
中
に
、
高
山
家
の
嫁
姑
問
題
を
め
ぐ
る
不
和
や
家
庭
の
危
機
以
上
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
研
究
者
は
少
な
く
な
い
。
す
で
に
多
数
 
 

の
評
家
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
半
日
」
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
知
識
人
家
庭
の
ヾ
 
半
日
ナ
 
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
く
（
 
 
 

日
本
近
代
）
の
一
風
景
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
評
家
の
指
摘
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
山
田
晃
氏
が
「
時
代
と
社
会
の
予
報
」
と
い
い
、
 
 

三
好
行
雄
氏
が
「
形
式
が
温
存
し
、
内
実
は
未
だ
確
立
し
え
な
い
」
 
「
近
代
日
本
の
．
混
沌
ナ
情
況
」
と
い
い
、
平
岡
敏
夫
氏
が
「
日
 
 

露
戦
後
の
思
潮
・
風
潮
」
を
い
い
、
山
下
悦
子
氏
が
 
「
家
制
度
」
 
の
崩
壊
し
た
中
、
「
新
し
い
時
代
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
」
 
「
過
渡
 
 

期
の
家
族
小
説
」
と
し
て
新
時
代
の
予
感
を
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
力
点
の
置
き
所
に
違
い
は
あ
る
が
、
ど
れ
も
博
士
と
母
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君
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
奥
さ
ん
の
新
時
代
の
特
徴
を
主
眼
と
し
て
 
「
半
日
」
 
に
時
代
を
見
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
、
「
半
日
」
 
に
描
か
れ
た
の
は
、
奥
さ
ん
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
博
士
側
の
問
題
に
も
目
を
む
け
る
べ
き
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
、
本
稿
は
鴎
外
の
現
代
小
説
「
半
日
」
を
鴎
外
の
傑
作
と
評
価
さ
れ
て
い
る
歴
史
小
説
、
そ
 
 

の
中
で
も
『
意
地
』
の
三
部
作
へ
と
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
読
み
か
え
し
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
半
日
」
 
 

の
な
か
か
ら
『
意
地
』
に
つ
な
が
る
鴎
外
の
創
作
の
精
神
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
歴
史
小
説
に
著
し
い
の
は
 
 

古
い
制
度
と
主
人
公
の
精
神
の
新
し
さ
の
相
克
と
に
l
貫
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
は
、
大
正
二
年
に
成
立
し
た
人
 
 

間
の
新
旧
の
対
立
の
問
題
が
果
た
し
て
鴎
外
の
ど
の
よ
う
な
精
神
の
あ
り
よ
う
か
ら
来
て
い
る
の
か
に
か
ね
て
か
ら
疑
問
を
覚
え
て
 
 

い
た
が
、
そ
の
起
源
と
い
う
も
の
を
こ
の
 
「
半
日
」
か
ら
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
半
日
」
 
の
主
人
公
博
 
 

士
お
よ
び
奥
さ
ん
の
い
ず
れ
の
造
形
に
も
新
旧
の
中
に
葛
藤
す
る
人
間
像
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
新
旧
の
葛
藤
が
作
品
の
中
に
ど
 
 

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。
特
に
、
「
半
日
」
 
に
お
け
る
博
士
 
（
知
識
人
）
 
の
問
題
を
、
奥
さ
ん
と
の
対
立
の
構
 
 

図
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
葛
藤
す
る
人
間
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
、
な
ぜ
博
士
の
問
題
が
 
 

こ
れ
ま
で
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
、
（
語
り
）
 
の
特
徴
と
関
連
づ
け
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
と
思
う
。
 
 

こ
 
「
半
日
」
 
に
お
け
る
（
語
り
）
の
特
徴
 
 

小
説
は
、
朝
食
の
支
度
を
す
る
「
こ
と
／
＼
」
と
い
う
台
所
の
音
か
ら
は
じ
ま
り
、
昼
食
の
た
め
に
「
台
所
の
方
で
こ
と
〈
と
 
 

音
が
し
て
来
る
」
 
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
首
尾
の
み
ご
と
に
照
応
し
た
、
構
成
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
（
半
日
）
 
と
い
う
タ
イ
 
 

ト
ル
を
考
え
て
み
て
も
、
物
語
の
午
前
中
予
 
半
日
ヾ
 
は
、
「
台
所
」
 
の
音
や
 
「
置
時
計
」
 
の
音
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
朝
食
に
続
 
 

き
、
昼
食
に
も
 
「
母
君
が
寂
し
い
部
屋
か
ら
茶
の
間
へ
嫌
は
れ
に
出
て
来
ら
れ
る
」
 
よ
う
に
、
特
別
な
一
半
日
†
 
で
は
な
く
、
こ
の
 
 

午
前
の
一
半
日
中
 
は
午
後
の
．
半
日
．
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
、
昨
日
、
明
日
と
変
わ
り
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
や
 
半
日
 
 

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

そ
し
て
、
小
説
「
半
日
」
 
の
日
時
の
設
定
は
、
「
一
月
三
十
日
」
 
の
 
「
孝
明
天
皇
祭
」
 
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
杉
森
久
英
氏
は
、
そ
 
 

231   



39  

れ
を
 
「
明
治
四
十
二
年
一
月
三
十
日
」
 
と
し
、
三
好
行
雄
氏
は
多
少
の
幅
を
持
た
せ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
 
「
明
治
四
十
二
年
二
月
十
一
 
 

日
」
 
に
起
こ
っ
た
事
実
に
よ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
解
釈
の
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
詮
索
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
日
の
設
定
の
意
味
は
、
「
孝
明
天
皇
祭
」
 
の
日
だ
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
夫
婦
の
対
立
の
 
 

日
々
の
中
の
細
目
に
そ
の
特
別
な
日
が
埋
没
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
 
 

ら
は
作
者
鴎
外
に
よ
る
意
図
的
な
も
の
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

で
は
、
（
語
り
）
の
部
分
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
物
語
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
 
「
半
日
」
論
に
お
い
 
 

て
、
鴎
外
と
博
士
、
鴎
外
と
語
り
手
、
博
士
と
語
り
手
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
同
一
化
さ
れ
て
き
た
の
は
、
多
く
が
語
り
の
視
 
 

点
が
博
士
の
視
線
と
同
一
と
み
な
さ
れ
、
し
か
も
博
士
の
内
面
を
語
る
と
い
う
構
造
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
半
日
」
 
の
語
り
手
に
 
 

ケ
」
芥
 
つ
い
て
は
、
す
で
に
古
郡
康
人
、
崎
間
志
津
子
、
大
塚
美
保
ら
の
論
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
一
部
に
私
見
 
 

を
加
え
、
「
半
日
」
 
に
お
け
る
 
（
語
り
）
 
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。
 
 
 

「
半
日
」
に
お
い
て
語
り
手
は
、
高
山
博
士
夫
婦
の
対
話
を
中
心
に
、
母
君
を
批
判
す
る
奥
さ
ん
を
答
め
よ
う
と
す
る
博
士
と
、
「
あ
 
 

の
人
」
 
へ
の
批
判
に
同
意
し
な
い
博
士
を
不
満
に
思
う
奥
さ
ん
と
の
 
「
脱
合
」
 
の
．
半
日
†
 
を
、
過
去
の
情
報
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
組
 
 

み
込
み
な
が
ら
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
が
提
供
し
て
い
る
情
報
に
つ
い
て
、
大
塚
氏
は
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
 
 

①
 
孝
明
天
皇
祭
の
朝
か
ら
昼
ま
で
の
半
日
間
に
お
け
る
、
高
山
家
の
人
々
の
行
為
・
発
言
・
内
面
を
、
で
き
ご
と
の
生
起
順
 
 

に
語
る
。
 
 

②
 
①
の
行
為
・
発
言
・
内
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
そ
う
あ
ら
し
め
て
い
る
背
後
の
事
情
を
説
明
す
る
。
そ
の
中
で
、
過
去
 
 

の
で
き
ご
と
や
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
日
常
的
に
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
が
語
ら
れ
る
。
 
 

③
 
②
の
中
の
日
常
的
反
復
を
根
拠
に
し
て
、
物
語
の
結
末
以
降
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
事
態
を
予
想
す
る
。
（
結
末
の
、
「
‥
・
で
 
 

あ
ら
う
」
 
と
い
う
未
来
形
で
終
わ
る
二
文
が
こ
れ
に
相
当
す
る
）
 
 

こ
こ
か
ら
、
「
半
日
」
 
の
語
り
手
は
、
物
語
の
現
在
に
相
当
す
る
①
の
現
場
に
立
ち
会
う
と
同
時
に
、
例
え
ば
、
「
大
官
が
斯
う
云
 
 

っ
た
さ
う
だ
」
 
「
奥
さ
ん
が
 
（
中
略
）
 
と
評
し
た
と
い
ふ
こ
と
だ
」
な
ど
の
伝
聞
表
現
な
ど
を
通
じ
て
過
去
に
属
す
る
②
の
情
報
な
ど
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も
入
手
す
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
語
り
手
が
奥
さ
ん
に
対
し
て
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
 
 

と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
語
り
手
は
、
「
奥
さ
ん
は
嫌
な
事
は
な
さ
ら
ぬ
」
（
四
六
二
貢
）
と
い
う
敬
語
を
 
 

使
用
し
た
椰
愉
と
も
ユ
ー
モ
ア
と
も
と
れ
る
よ
う
に
述
べ
た
り
、
「
無
論
事
実
で
は
な
い
」
 
（
四
大
七
頁
）
な
ど
と
意
見
を
表
明
し
た
 
 

り
し
て
い
る
。
語
り
手
は
単
な
る
事
実
を
語
る
透
明
で
誠
実
な
一
定
の
意
見
・
見
解
を
持
つ
人
格
を
備
え
た
も
の
と
し
て
登
場
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
語
り
手
は
、
博
士
と
母
君
を
擁
護
し
、
奥
さ
ん
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
奥
さ
ん
を
客
体
化
す
 
 

る
方
法
と
し
て
語
り
手
は
ま
ず
博
士
の
視
点
を
通
し
て
博
士
と
同
一
化
し
て
語
る
方
位
と
、
語
り
手
自
ら
が
直
接
批
判
す
る
方
法
を
 
 

用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
す
る
情
報
を
、
さ
り
げ
な
く
テ
キ
ス
ト
の
随
所
に
散
在
さ
せ
る
の
で
 
 

あ
る
。
例
え
ば
、
博
士
の
教
育
に
力
を
注
ぐ
高
山
家
に
対
し
て
、
大
官
が
与
え
た
と
い
う
忠
告
的
な
言
葉
が
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
 
 

嫁
か
ら
不
当
な
待
遇
を
受
け
て
気
の
毒
な
賢
婦
人
で
あ
る
は
ず
の
母
君
に
つ
い
て
、
「
鋭
い
声
」
「
男
の
や
う
な
気
生
の
方
だ
か
ら
、
 
 

声
も
優
し
く
は
な
い
」
（
四
七
〇
頁
）
と
述
べ
る
部
分
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
見
正
当
で
あ
る
か
の
よ
う
な
博
士
の
「
論
理
」
 
 

も
、
語
ら
れ
る
情
報
を
総
合
し
て
考
え
て
み
る
と
、
偏
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
初
 
 

め
は
博
士
と
距
離
を
と
っ
て
、
博
士
を
も
客
観
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
語
り
手
が
、
次
第
に
博
士
の
視
線
と
同
一
化
し
て
い
き
、
 
 

そ
の
た
め
に
博
士
の
立
場
に
批
判
が
さ
し
は
さ
め
な
い
た
め
に
、
博
士
の
本
質
を
隠
し
、
博
士
自
身
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ぼ
か
し
 
 

て
結
末
を
む
か
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
半
日
」
の
語
り
手
は
、
表
に
見
え
る
情
報
と
、
そ
れ
を
相
対
化
す
る
情
報
と
、
両
者
の
う
ち
に
何
を
、
ど
れ
だ
け
取
る
 
 

べ
き
か
に
つ
い
て
指
示
を
し
な
い
。
そ
の
選
択
は
読
者
に
ま
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
晴
間
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
読
 
 

者
に
自
己
を
告
白
さ
せ
つ
つ
作
品
に
参
加
さ
せ
（
中
略
）
だ
か
ら
こ
そ
、
「
半
日
」
が
畢
む
問
題
は
多
義
に
わ
た
り
、
各
々
異
な
る
問
 
 

題
意
識
を
抱
え
る
読
者
の
数
だ
け
生
成
さ
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
作
者
鴎
外
が
こ
の
 
「
半
日
」
に
お
い
て
 
自
ら
を
語
り
手
と
も
高
山
博
士
と
も
同
一
化
し
得
な
い
位
置
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
q
 
 
 

山
田
有
策
氏
は
、
こ
れ
は
「
実
に
巧
妙
と
も
言
え
る
方
法
」
 
で
あ
り
、
「
半
日
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
語
り
手
の
位
置
設
定
 
 

に
鴎
外
の
知
的
優
位
性
が
す
け
て
み
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
稿
の
問
題
意
識
は
「
鴎
外
の
知
的
優
位
性
」
で
は
な
く
、
鴎
外
 
 

が
視
線
を
投
げ
か
け
て
い
る
人
に
い
ず
れ
に
し
て
も
距
離
を
置
い
て
言
え
な
い
状
況
に
い
る
閉
塞
状
況
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
「
実
に
巧
妙
と
も
言
え
る
方
法
」
 
で
、
当
時
の
知
識
人
文
学
博
士
文
科
大
学
教
授
で
あ
る
高
山
博
士
を
、
そ
 
 

の
知
的
能
力
の
発
揮
で
き
な
い
状
況
に
連
れ
出
し
、
そ
の
無
力
ぶ
り
を
さ
ら
け
出
し
、
そ
の
姿
を
語
り
手
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
せ
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
 
（
語
り
）
 
の
特
徴
が
小
説
「
半
日
」
 
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
の
か
を
以
下
見
て
い
き
た
い
。
三
節
で
 
 

は
対
象
化
さ
れ
て
い
る
奥
さ
ん
を
主
と
し
て
、
四
節
で
は
博
士
の
側
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
を
加
え
た
い
と
思
う
。
 
 

三
 
「
半
日
」
 
に
お
け
る
対
立
の
構
図
 
 

こ
の
よ
う
な
「
半
日
」
 
の
 
（
語
り
）
 
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
う
え
、
「
半
日
」
 
の
世
界
を
見
て
み
よ
う
。
「
半
日
」
 
は
 
「
六
畳
の
間
」
 
 

と
い
う
空
間
の
配
置
か
ら
、
次
に
 
「
一
月
三
十
日
の
午
前
七
時
」
 
と
い
う
時
間
を
示
し
、
こ
こ
か
ら
作
品
 
「
半
日
」
 
の
ナ
 
半
日
．
が
 
 

始
ま
る
。
「
半
日
」
 
に
は
、
常
に
対
立
す
る
人
物
な
り
、
価
値
観
な
り
、
思
想
な
り
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
対
立
は
し
て
い
る
 
 

－
；
 
 

も
の
の
、
奇
妙
に
も
こ
こ
に
は
 
「
破
局
の
予
感
が
な
い
」
。
悲
劇
の
要
因
を
抱
え
込
み
な
が
ら
も
、
破
綻
に
い
た
る
こ
と
な
く
、
交
 
 

錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
 
「
半
日
」
 
の
世
界
を
、
対
立
の
構
図
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
こ
と
が
こ
の
節
の
課
題
と
な
る
 
 

が
、
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
小
説
の
時
空
間
を
構
成
す
る
高
山
家
の
家
庭
環
境
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
 
 
 

文
科
大
学
教
授
文
学
博
士
高
山
峻
蔵
は
、
ど
の
よ
う
な
家
庭
環
境
に
育
っ
た
の
か
。
語
り
手
は
高
山
家
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
 
 

語
っ
て
い
る
。
 
 

博
士
の
父
が
、
明
治
の
初
年
に
、
同
県
の
友
で
好
い
位
地
を
得
て
ゐ
た
其
の
世
話
で
、
月
給
十
五
円
の
腰
弁
当
を
拝
命
し
て
、
 
 

東
京
に
住
む
や
う
に
な
つ
た
暗
か
ら
、
食
ふ
筈
の
肴
を
食
は
ず
、
着
る
筈
の
着
も
の
を
着
ず
に
、
博
士
の
学
資
を
続
け
て
、
博
 
 

士
が
其
頃
の
貸
費
生
と
い
ふ
も
の
に
な
り
お
ふ
せ
る
迄
に
し
た
の
は
、
此
母
君
の
力
で
あ
る
。
 
 

（
四
六
〇
頁
）
 
 

明
治
初
年
に
地
方
か
ら
上
京
し
た
高
山
家
の
当
主
 
（
博
士
の
父
）
 
は
 
「
月
給
十
五
円
の
腰
弁
当
」
 
の
地
位
し
か
得
ら
れ
ず
、
だ
か
 
 

ら
こ
そ
子
、
す
な
わ
ち
博
士
の
立
身
出
世
に
賭
け
る
夢
は
大
き
か
っ
た
。
立
身
出
世
と
は
、
個
人
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
家
の
問
題
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で
あ
り
、
高
山
家
は
教
育
を
手
段
と
し
て
「
上
昇
」
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
山
家
の
立
身
出
世
へ
の
軌
跡
は
、
 
 

－
－
 
 

明
治
政
府
が
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
 
の
学
制
発
布
に
際
し
て
掲
げ
た
、
「
学
制
に
つ
き
被
仰
出
番
」
 
の
趣
旨
を
忠
実
に
実
践
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

人
々
自
ラ
其
身
ヲ
立
テ
共
産
ヲ
胎
メ
其
某
ヲ
昌
ニ
シ
テ
以
テ
其
生
ヲ
遂
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
、
他
ナ
シ
、
身
ヲ
修
メ
智
ヲ
開
キ
 
 

才
芸
ヲ
長
ズ
ル
ニ
ヨ
ル
ナ
リ
。
（
中
略
）
人
能
ク
其
才
ノ
ア
ル
所
二
応
ジ
勉
励
シ
テ
之
二
従
事
シ
、
而
シ
テ
後
初
テ
生
ヲ
治
メ
産
 
 

ヲ
興
シ
業
ヲ
昌
ニ
ス
ル
ヲ
得
べ
シ
。
サ
レ
バ
学
問
ハ
身
ヲ
立
ル
ノ
財
本
共
云
ベ
キ
者
ニ
シ
テ
、
人
タ
ル
モ
ノ
誰
力
学
バ
ズ
シ
テ
 
 

可
ナ
ラ
ン
ヤ
。
夫
ノ
道
路
二
迷
ヒ
餓
死
二
陥
り
家
ヲ
破
り
身
ヲ
喪
ノ
徒
ノ
如
キ
ハ
、
畢
寛
不
学
ヨ
リ
シ
テ
カ
～
ル
過
チ
ヲ
生
ズ
 
 

ル
ナ
リ
。
（
中
略
）
 
必
ズ
邑
二
不
学
ノ
戸
ナ
ク
家
二
不
学
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン
事
ヲ
期
ス
。
 
 

こ
こ
で
は
、
社
会
的
地
位
も
財
産
も
教
育
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
お
り
、
貧
困
は
無
学
の
結
果
と
 
 

さ
え
述
べ
て
い
る
。
大
塚
美
保
氏
は
「
『
学
制
に
つ
き
被
仰
出
番
』
は
、
明
治
初
年
の
実
学
指
向
を
あ
り
あ
り
と
の
ぞ
か
せ
」
る
も
の
 
 

で
あ
り
、
「
教
育
を
通
じ
て
の
上
昇
を
志
向
す
る
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
国
民
の
誕
生
を
国
家
が
要
請
し
て
い
る
」
 
こ
と
が
わ
か
る
と
述
 
 

べ
て
い
る
。
明
治
時
代
、
没
落
士
族
や
無
産
階
層
出
身
者
が
上
昇
し
出
世
す
る
道
は
、
西
欧
近
代
の
新
し
い
知
的
資
産
を
獲
得
す
る
 
 

こ
と
で
あ
っ
て
、
高
山
家
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
日
本
の
国
家
の
近
代
化
の
歩
み
と
と
も
に
 
「
上
昇
」
 
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
り
わ
け
母
君
の
 
「
食
ふ
筈
の
肴
を
食
は
ず
、
着
る
筈
の
着
も
の
を
着
ず
」
と
い
っ
た
並
々
な
ら
ぬ
節
約
と
努
力
に
よ
っ
て
 
「
博
 
 

士
の
学
資
を
続
け
て
、
博
士
が
其
頃
の
貸
費
生
と
い
ふ
も
の
に
な
り
お
ふ
せ
る
迄
に
し
」
、
大
学
卒
某
・
洋
行
と
い
う
立
身
出
世
の
道
 
 

を
め
ざ
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
身
出
世
を
支
え
る
高
山
家
の
 
「
奮
闘
的
生
活
」
を
某
大
官
は
 
「
冒
険
」
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
 
 

第
一
君
な
ど
の
俸
給
で
は
、
食
は
ず
に
溜
め
て
も
、
息
子
を
洋
行
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
縦
や
出
来
る
と
し
て
も
、
 
 

さ
う
し
て
洋
行
さ
せ
た
子
が
死
に
で
も
し
た
ら
ど
う
す
る
の
だ
。
（
中
略
）
君
の
収
入
で
、
息
子
を
大
学
に
入
れ
て
ゐ
る
か
ら
が
、
 
 

尋
常
な
遣
り
方
で
は
な
い
。
（
中
略
）
 
こ
れ
が
既
に
冒
険
だ
。
こ
ん
な
冒
険
を
す
る
の
は
、
子
に
か
か
る
と
云
ふ
日
本
特
有
の
風
 
 

習
か
ら
出
て
ゐ
る
の
だ
が
、
僕
な
ど
は
そ
れ
が
好
い
事
だ
と
は
保
証
し
か
ね
る
。
少
く
も
安
全
な
事
で
は
な
い
の
だ
。
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（
四
六
〇
～
四
六
一
頁
）
 
 

こ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
 
「
奮
闘
的
生
活
」
 
に
対
し
て
、
大
官
は
 
「
冒
険
」
 
で
あ
る
と
批
判
す
る
が
、
高
山
家
に
見
ら
れ
る
家
長
を
中
 
 

心
と
し
た
家
庭
共
同
体
意
織
と
対
立
す
る
こ
の
大
官
の
家
唐
織
に
、
あ
る
椎
の
合
理
性
を
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
者
鵬
外
 
 

の
 
「
奮
闘
的
生
活
」
 
に
対
す
る
現
在
に
お
け
る
内
省
的
な
距
離
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
語
り
手
に
よ
る
博
士
へ
の
批
判
 
 

を
大
官
に
仮
託
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
と
に
か
く
高
山
家
は
こ
の
 
「
冒
険
」
 
に
勝
っ
た
の
だ
。
高
山
一
家
の
 
「
奮
闘
的
生
活
」
 
は
み
ご
と
に
報
わ
れ
、
「
文
科
大
 
 

学
教
授
文
学
博
士
」
 
と
い
っ
た
形
で
、
ま
た
大
礼
服
を
あ
つ
ら
え
て
皇
室
の
祭
典
に
参
列
す
る
ま
で
の
社
会
的
地
位
を
磯
得
し
た
の
 
 

で
あ
る
。
で
は
、
博
士
を
支
え
た
家
庭
の
雰
囲
気
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
山
博
士
は
奥
さ
ん
に
向
か
っ
 
 

て
次
の
よ
う
に
話
す
。
 
 

学
資
を
少
し
出
し
て
貰
つ
た
の
、
沢
山
出
し
て
筒
つ
た
の
と
、
そ
ん
な
勘
定
で
、
親
の
恩
に
軽
重
を
附
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 
 

（
中
略
）
自
分
の
力
で
成
功
し
た
か
ら
、
親
に
は
恩
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
（
中
略
）
年
寄
は
年
の
寄
る
の
を
忘
 
 

れ
て
、
子
供
の
事
を
思
っ
て
ゐ
る
。
子
供
は
勉
強
し
て
、
親
を
喜
ば
せ
る
の
を
楽
に
し
て
ゐ
る
。
金
も
何
も
あ
り
や
あ
し
な
い
。
 
 

心
と
腕
と
が
財
産
な
の
だ
。
そ
れ
で
内
ぢ
ゆ
う
揃
っ
て
、
奮
闘
的
生
活
を
し
て
ゐ
た
の
だ
。
そ
の
時
は
希
望
の
光
が
家
に
満
ち
 
 

（
四
七
二
～
四
七
四
頁
）
 
 

て
ゐ
て
、
親
子
兄
弟
が
顔
を
合
せ
れ
ば
笑
声
が
起
っ
た
も
の
だ
。
 
 

こ
こ
に
語
ら
れ
た
 
「
親
子
兄
弟
」
 
の
和
合
と
結
束
、
子
の
教
育
に
力
を
注
ぐ
親
と
、
そ
の
 
「
恩
」
 
に
 
「
勉
強
」
 
と
 
「
成
功
」
 
に
よ
 
 

っ
て
報
い
よ
う
と
す
る
子
、
こ
う
し
た
一
家
の
雰
囲
気
こ
そ
博
士
の
育
っ
た
高
山
家
の
家
庭
環
境
で
あ
り
、
現
在
の
博
士
が
望
ん
で
 
 

い
る
理
想
の
家
庭
像
で
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
高
山
家
の
家
庭
環
境
を
踏
ま
え
て
、
「
半
日
」
 
に
お
け
る
対
立
の
構
図
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
 
 

高
山
博
士
と
奥
さ
ん
が
こ
の
高
山
家
で
の
母
君
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
対
立
す
る
人
間
関
係
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
 
 

し
、
奥
さ
ん
と
母
君
が
直
接
対
放
す
る
場
面
は
ど
こ
に
も
な
い
。
む
し
ろ
巧
み
に
避
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
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母
君
は
小
説
の
冒
頭
部
分
で
、
夫
婦
の
寝
室
か
ら
「
一
間
隔
て
た
台
所
」
か
ら
、
「
お
や
、
ま
だ
お
湯
は
沸
か
な
い
の
か
ね
え
」
と
い
 
 

う
「
鋭
い
声
」
で
登
場
し
て
い
る
だ
け
で
、
母
君
の
立
場
や
言
い
分
な
ど
は
博
士
か
語
り
手
が
そ
の
母
君
の
内
面
、
立
場
、
背
景
な
 
 

ど
を
説
明
す
る
形
で
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
半
日
」
に
見
え
る
人
間
関
係
は
、
母
君
が
博
士
と
奥
さ
ん
夫
婦
の
 
 

中
に
割
り
込
ん
で
く
る
こ
と
へ
の
疑
問
や
不
審
を
博
士
に
投
げ
つ
け
る
奥
さ
ん
と
、
そ
れ
に
対
し
て
母
君
の
立
場
や
言
い
分
を
理
解
 
 

し
、
と
き
と
し
て
代
弁
し
よ
う
と
す
る
博
士
と
い
う
対
立
の
構
図
で
あ
る
。
ま
た
、
前
節
で
言
っ
て
お
い
た
が
、
あ
ら
た
め
て
語
り
 
 

手
が
博
士
の
そ
の
態
度
を
引
き
取
る
形
で
、
地
の
文
で
補
強
す
る
箇
所
も
多
く
見
え
て
い
て
、
語
り
手
と
博
士
は
ほ
と
ん
ど
分
身
関
 
 

係
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
、
そ
の
背
後
の
作
者
と
の
関
係
を
も
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
 
 
 

奥
さ
ん
は
母
君
の
発
す
る
「
鋭
い
声
」
 
に
異
常
な
ほ
ど
反
応
す
る
。
そ
れ
は
奥
さ
ん
の
姑
に
対
す
る
嫌
悪
の
感
情
を
声
に
代
表
さ
 
 

せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
博
士
は
「
人
の
声
に
対
す
る
異
様
な
反
応
な
ぞ
も
、
病
的
で
あ
る
と
い
ふ
証
拠
に
な
り
は
す
ま
い
か
」
と
 
 

言
う
が
、
そ
れ
に
対
し
、
奥
さ
ん
は
姑
に
対
す
る
具
体
的
な
嫌
悪
と
し
て
、
「
お
金
は
み
ん
な
持
っ
て
行
」
く
こ
と
、
「
あ
な
た
ま
で
 
 

取
っ
て
し
ま
は
う
と
」
す
る
こ
と
の
二
点
を
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
奥
さ
ん
の
、
「
家
」
に
対
す
る
考
え
方
は
明
 
 

確
で
あ
る
。
 
 

奥
さ
ん
は
此
家
に
来
て
か
ら
、
博
士
の
母
君
を
あ
の
人
と
し
か
云
は
な
い
。
博
士
が
何
故
母
さ
ま
と
云
は
な
い
か
と
云
ふ
と
、
 
 

此
家
に
来
た
の
は
、
あ
な
た
の
嚢
に
な
り
に
来
た
の
で
、
あ
の
人
の
子
に
な
り
に
来
た
の
で
は
な
い
と
答
へ
る
こ
と
に
な
つ
て
 
 

（
四
六
三
貢
）
 
 

ゐ
る
。
 
 

こ
こ
に
奥
さ
ん
の
視
線
が
と
ら
え
る
家
庭
が
あ
る
。
姑
を
「
あ
の
人
」
と
し
か
呼
ば
な
い
の
は
「
あ
な
た
の
妻
に
な
り
に
来
た
の
 
 

で
、
あ
の
人
の
子
に
な
り
に
来
た
の
で
は
な
い
」
 
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
嚢
に
な
る
こ
と
と
、
夫
の
家
に
入
る
こ
と
と
は
イ
コ
 
 

ー
 ル
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
婚
姻
観
で
あ
る
。
嚢
の
願
望
や
不
安
の
底
 
 

に
は
、
明
治
と
い
う
時
代
の
刻
印
が
あ
ざ
や
か
な
女
の
（
我
）
が
あ
る
」
 
と
三
好
氏
は
言
う
。
ま
た
、
山
田
晃
氏
も
「
「
半
日
」
 
の
奥
さ
 
 

ん
の
冒
醒
ま
し
い
個
性
は
、
実
は
新
し
い
非
個
性
の
先
駆
と
見
る
の
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
代
と
社
会
の
趨
勢
の
中
か
ら
 
 

必
然
的
に
生
ま
れ
て
来
る
新
型
人
間
の
は
し
り
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
明
治
と
い
う
時
代
の
中
、
こ
の
よ
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う
な
奥
さ
ん
の
発
言
は
急
進
的
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
奥
さ
ん
は
 
「
夫
婦
と
娘
と
で
食
事
」
を
し
て
、
夫
の
 
「
母
君
」
 
 

を
同
席
さ
せ
な
い
こ
と
を
望
み
、
母
君
に
は
食
事
や
入
浴
な
ど
夫
の
世
話
を
し
に
出
て
も
ら
い
た
く
な
い
、
娘
の
玉
ち
や
ん
と
三
人
 
 

水
入
ら
ず
の
場
面
に
は
遠
慮
し
て
外
れ
て
い
て
欲
し
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
奥
さ
ん
の
発
想
は
、
夫
婦
単
位
を
基
調
と
し
て
あ
ら
 
 

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
博
士
は
夫
婦
、
子
供
、
母
親
を
交
え
た
「
鵬
家
団
轡
」
の
家
族
の
和
を
理
想
と
し
て
い
る
。
博
士
が
考
え
る
「
家
」
 
 

の
基
調
は
、
親
子
兄
弟
が
心
を
合
わ
せ
て
 
「
奮
闘
的
生
活
」
を
し
、
「
希
望
の
光
」
が
家
の
中
に
満
ち
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
そ
の
家
族
共
同
体
を
支
え
る
の
が
「
孝
」
 
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
孝
と
い
ふ
や
う
な
固
ま
つ
た
概
念
の
あ
る
国
に
、
夫
に
 
 

対
し
て
姑
の
事
を
あ
ん
な
風
に
云
つ
て
何
と
も
思
は
ぬ
女
が
ど
う
し
て
出
来
た
の
か
」
 
（
四
八
二
頁
）
 
云
々
と
考
え
込
む
南
山
博
士
に
 
 

と
っ
て
 
「
孝
」
 
は
世
に
支
配
的
な
観
念
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
家
族
の
和
を
擁
護
し
て
い
る
憮
度
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
 
 

よ
う
。
 
 
 

博
士
と
奥
さ
ん
に
み
ら
れ
る
価
値
観
の
対
立
は
、
日
露
戦
後
、
明
治
閲
十
年
代
に
は
家
族
主
義
的
思
考
と
個
人
主
義
的
思
考
の
二
 
 

【
＝
 
 

つ
の
結
婚
観
の
対
立
と
し
て
一
種
の
社
会
的
文
化
的
間
蝮
と
化
し
て
い
た
い
当
時
の
結
婚
観
を
み
る
と
、
佐
々
木
政
鵬
は
「
女
大
学
 
 

の
思
想
」
と
「
新
来
の
自
由
結
婚
の
思
想
」
と
が
対
立
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
結
婚
に
あ
た
っ
て
、
結
婚
 
 

す
る
当
の
本
人
の
た
め
か
、
そ
れ
と
も
「
噂
偶
の
利
害
や
愛
憎
」
 
の
た
め
に
選
ぶ
か
で
、
当
時
、
こ
れ
ら
の
新
旧
二
つ
の
結
婚
観
が
 
 

対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
対
立
は
、
「
古
の
風
俗
に
馴
れ
た
父
母
は
、
前
者
を
総
て
我
健
で
あ
る
放
縦
で
あ
る
と
凝
 
 

る
、
新
し
き
思
潮
に
触
れ
た
も
の
は
、
後
者
を
頑
固
と
呼
」
び
、
「
こ
の
節
突
は
実
に
日
常
生
惜
に
頻
々
と
顕
は
れ
て
ゐ
る
」
状
態
で
 
 

あ
っ
た
と
い
う
し
 
 
 

こ
の
よ
う
な
同
時
代
的
状
況
の
な
か
、
「
半
日
」
 
の
家
を
重
視
す
る
母
君
お
よ
び
博
士
と
、
結
婚
に
お
け
る
個
人
主
義
を
主
張
す
る
 
 

奥
さ
ん
と
の
対
立
は
「
会
計
」
す
な
わ
ち
、
家
の
家
計
に
つ
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
奥
さ
ん
に
は
、
家
を
単
位
と
し
た
経
済
観
 
 

念
は
存
在
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
自
分
の
実
家
の
母
親
の
例
を
あ
げ
て
、
息
子
で
あ
る
兄
の
 
「
月
給
な
ん
ぞ
に
お
偶
な
す
っ
た
 
 

こ
と
は
あ
り
や
あ
し
な
い
」
 
（
四
七
二
頁
）
と
亭
っ
よ
う
に
、
た
と
え
一
つ
の
家
に
同
居
し
て
い
て
も
経
済
の
単
位
は
家
で
は
な
く
夫
 
 

婦
で
あ
る
と
奥
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
が
夫
婦
の
結
束
に
賓
任
を
持
と
う
と
は
し
な
い
。
き
わ
め
て
利
己
的
 
 

な
女
性
と
い
え
よ
う
い
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博
士
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
つ
奥
さ
ん
に
、
「
会
計
な
ん
ぞ
と
い
ふ
も
の
は
何
で
も
な
い
」
（
四
七
一
貫
）
と
言
い
つ
つ
も
、
「
お
 
 

母
様
が
楽
に
し
て
お
出
な
さ
る
も
の
を
、
無
理
に
取
り
上
げ
る
に
は
及
ば
な
い
」
（
四
七
一
頁
）
と
「
孝
」
 
の
観
念
で
通
し
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
奥
さ
ん
は
こ
こ
に
不
満
が
あ
る
。
そ
の
点
を
博
士
に
訴
え
る
と
、
博
士
は
奥
さ
ん
を
「
お
前
の
気
質
が
段
々
直
つ
て
、
当
 
 

前
に
何
で
も
話
合
が
出
来
る
や
う
に
な
れ
ば
、
お
前
に
だ
つ
て
さ
せ
な
い
と
は
云
は
な
い
。
」
（
四
七
一
頁
）
と
説
得
す
る
。
奥
さ
ん
 
 

は
こ
の
点
に
関
し
て
反
論
し
な
い
。
反
論
し
な
い
こ
と
を
い
い
こ
と
に
博
士
は
「
お
母
様
が
、
な
る
程
あ
れ
な
ら
任
せ
ら
れ
る
と
仰
 
 

や
る
や
う
に
」
（
四
七
一
貫
）
な
れ
ば
、
そ
の
時
「
譲
っ
て
貰
」
ぇ
ば
い
い
と
言
い
、
そ
の
途
端
に
、
奥
さ
ん
は
「
譲
っ
て
貰
ふ
の
で
 
 

は
な
い
で
せ
う
。
あ
な
た
の
月
給
で
せ
う
」
 
（
四
七
一
頁
）
と
鋭
く
突
っ
込
み
、
反
論
す
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
の
中
、
奥
さ
ん
は
自
ら
「
会
計
」
を
担
当
す
る
と
は
二
言
も
言
わ
な
い
。
奥
さ
ん
は
「
あ
な
た
 
 

が
な
さ
れ
ば
、
わ
た
し
に
相
談
し
て
な
さ
れ
ば
、
わ
た
し
だ
つ
て
妻
の
や
う
で
な
い
と
云
ふ
も
ん
で
す
か
」
と
言
う
。
「
予
算
を
立
て
 
 

て
物
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
不
得
手
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
点
は
不
明
で
あ
る
が
、
 
 

自
ら
「
会
計
」
を
担
う
意
志
は
な
く
、
あ
く
ま
で
夫
が
「
会
計
」
を
担
っ
て
、
妻
で
あ
る
自
分
に
相
談
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
と
主
張
 
 

す
る
。
奥
さ
ん
は
、
夫
婦
が
協
力
し
て
家
政
を
担
う
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奥
さ
ん
は
自
我
を
認
め
つ
つ
も
理
 
 

想
的
な
妻
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
も
離
脱
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
面
で
当
時
形
成
さ
れ
て
い
た
良
妻
賢
母
主
義
か
ら
は
み
だ
し
て
い
 
 

る
と
も
い
え
よ
う
。
 
 
 

明
治
二
十
年
代
の
後
半
、
明
治
十
年
代
以
来
の
男
女
同
権
論
が
衰
退
し
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
儒
教
的
な
良
妻
賢
母
主
義
が
教
育
政
 
 

策
に
採
用
さ
れ
、
そ
れ
を
実
施
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
る
。
良
妻
賢
母
主
義
が
教
育
方
針
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
 
 

明
治
政
府
に
よ
っ
て
再
編
、
強
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
国
家
制
度
上
の
「
家
」
制
度
を
内
か
ら
支
え
る
た
め
に
、
嚢
は
夫
に
服
従
 
 

し
、
も
っ
ぱ
ら
子
女
を
養
育
す
る
と
い
う
役
割
分
担
を
定
め
、
「
家
」
 
の
内
部
秩
序
の
安
定
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
家
」
を
補
強
し
 
 

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
年
代
か
ら
「
家
」
制
度
は
近
代
的
家
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
国
家
 
 

主
義
教
育
、
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
も
年
ご
と
に
強
化
さ
れ
、
国
粋
主
義
的
傾
向
を
次
第
に
色
濃
く
し
て
い
く
。
 
 
 

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
〓
向
等
学
校
令
が
定
め
ら
れ
、
知
的
女
性
層
に
良
妻
賢
母
の
教
育
が
導
入
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
 
 

学
校
教
育
だ
け
で
な
く
、
雑
誌
な
ど
書
籍
を
通
し
て
の
教
育
も
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
良
妻
賢
母
主
義
は
、
家
制
度
を
基
 
 

盤
に
し
て
成
立
す
る
国
家
観
を
基
に
主
張
さ
れ
、
女
子
の
本
分
を
め
ぐ
る
主
義
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
明
治
政
府
の
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教
育
方
針
で
あ
っ
た
。
奥
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
、
奥
さ
ん
は
国
家
主
義
的
な
家
制
度
に
反
発
し
、
個
人
主
義
の
一
面
 
 

を
実
現
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
り
、
こ
こ
に
奥
さ
ん
の
持
つ
新
し
さ
が
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
博
士
は
、
家
 
 

を
中
心
に
家
族
共
同
体
を
基
調
に
発
想
し
、
奥
さ
ん
が
何
を
言
っ
て
も
「
現
状
維
持
」
 
に
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

奥
さ
ん
は
言
い
換
え
れ
ば
、
夫
婦
単
位
を
基
調
と
し
て
発
想
す
る
、
当
時
の
枠
組
み
か
ら
は
み
だ
し
た
「
き
わ
め
て
近
代
的
な
婚
 
 

姻
観
」
 
（
三
好
）
 
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
嫌
な
事
」
は
せ
ず
、
「
己
の
克
つ
と
い
ふ
こ
と
が
微
塵
程
も
な
」
 
（
四
六
二
頁
）
 
 

く
、
「
何
等
か
の
義
務
ら
し
い
物
の
影
が
さ
す
毎
に
、
美
し
い
、
長
い
眉
の
間
に
、
竪
に
三
本
の
雛
が
寄
る
」
 
（
四
六
二
頁
）
と
い
う
 
 

奥
さ
ん
に
し
て
み
れ
ば
、
母
君
が
古
い
家
制
度
の
家
父
長
と
い
う
権
利
で
も
っ
て
夫
婦
の
中
に
割
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
か
え
っ
て
 
 

強
い
嫌
悪
感
を
お
ぼ
え
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
 
「
近
代
的
な
婚
姻
観
」
と
三
好
氏
は
言
っ
て
い
る
が
、
奥
さ
ん
の
す
べ
て
が
「
近
代
 
 

的
」
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
奥
さ
ん
は
一
見
わ
が
ま
ま
な
女
と
い
う
印
象
を
免
れ
な
い
が
、
奥
さ
ん
が
反
発
し
て
い
る
も
の
を
よ
 
 

く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
「
何
等
か
の
義
務
ら
し
い
物
の
影
」
（
四
六
二
頁
）
云
々
と
い
う
叙
述
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
義
務
」
 
 

だ
か
ら
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
因
襲
的
な
固
定
観
念
に
対
す
る
反
発
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
奥
さ
ん
の
こ
の
よ
 
 

う
な
発
想
の
背
後
に
は
、
元
大
審
院
長
で
あ
る
父
の
影
響
、
つ
ま
り
、
奥
さ
ん
の
出
自
の
 
「
甘
や
か
」
さ
が
あ
る
。
嫁
に
い
く
と
き
、
 
 

「
嫌
だ
と
思
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
帰
っ
て
来
い
」
 
（
四
七
五
頁
）
と
い
う
父
の
発
言
が
そ
の
こ
と
を
代
表
し
て
い
る
。
今
の
時
代
に
な
 
 

っ
て
は
父
親
が
嫁
ぐ
娘
に
言
え
そ
う
な
セ
リ
フ
で
は
あ
る
が
、
明
治
民
法
下
の
妻
は
条
件
な
し
に
舅
姑
、
ま
た
は
夫
に
服
従
し
な
か
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
綻
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
時
代
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
相
当
急
進
的
な
発
言
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
 
 

し
て
、
奥
さ
ん
の
父
親
は
、
夫
と
姑
が
話
す
こ
と
自
体
が
我
慢
で
き
な
い
と
い
う
娘
の
訴
え
に
、
「
そ
れ
は
嫉
妬
だ
な
」
と
即
座
に
看
 
 

破
す
る
。
ま
た
、
「
お
前
は
精
神
が
変
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
」
 
（
四
八
一
撃
と
夫
か
ら
言
わ
れ
た
と
い
う
娘
に
対
し
て
、
「
け
し
か
ら
 
 

ん
事
を
言
ふ
男
だ
、
人
を
精
神
病
者
だ
と
認
め
る
と
い
ふ
の
は
容
易
な
ら
ぬ
事
だ
、
専
門
家
に
鑑
定
で
も
し
て
貰
つ
た
上
で
な
く
て
 
 

は
言
は
れ
な
い
筈
だ
」
（
四
八
一
頁
）
と
筋
を
通
す
。
こ
の
よ
う
な
判
断
に
は
き
わ
め
て
鋭
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
 
 

二
人
の
仲
裁
に
入
っ
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
は
す
る
け
ど
自
ら
進
ん
で
解
決
策
を
出
し
た
り
は
し
な
い
。
こ
れ
は
、
奥
さ
ん
 
 

と
博
士
の
問
題
は
あ
く
ま
で
も
高
山
家
を
舞
台
と
し
た
、
二
人
の
問
題
と
L
て
提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
奥
さ
ん
は
単
純
に
自
分
勝
手
で
わ
が
ま
ま
な
女
と
し
て
登
場
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
博
士
に
対
 
 

す
る
奥
さ
ん
の
態
度
お
よ
び
考
え
は
、
決
し
て
個
人
の
主
体
性
の
上
に
立
つ
も
の
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
非
論
理
的
な
曖
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昧
さ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
奥
さ
ん
の
新
し
さ
は
、
「
迷
信
」
 
と
も
違
和
感
な
く
共
存
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
博
士
と
の
や
り
取
 
 

り
の
中
で
、
解
決
策
が
見
出
せ
な
い
奥
さ
ん
が
持
ち
出
す
 
「
丙
午
」
 
に
注
目
し
て
み
る
と
、
奥
さ
ん
は
、
丙
午
生
ま
れ
で
あ
る
 
「
母
 
 

君
」
 
を
 
「
魁
殺
」
せ
ね
ば
、
逆
に
自
分
が
 
「
恕
殺
」
さ
れ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
当
時
の
迷
信
に
関
す
る
社
会
状
況
は
、
明
治
四
 
 

】
．
一
 
 

十
年
六
月
の
『
中
央
公
論
』
に
よ
る
と
、
「
千
数
百
年
来
迷
信
の
積
習
の
強
大
な
る
が
た
め
教
育
の
普
及
科
学
的
知
識
の
進
歩
割
合
に
 
 

は
世
上
に
尚
悲
む
べ
き
悩
む
べ
き
現
象
の
多
き
を
見
、
或
る
場
合
に
於
て
は
却
っ
て
迷
信
の
増
加
し
た
る
や
の
感
さ
へ
」
あ
る
と
し
、
 
 

「
迷
信
は
国
民
教
育
の
普
及
の
み
に
て
は
之
を
撲
滅
せ
ん
こ
と
覚
束
な
か
る
可
し
」
 
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
学
校
教
育
に
 
 

於
い
て
之
を
禁
止
せ
る
も
、
社
会
は
却
つ
て
之
を
助
長
す
る
」
 
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
、
奥
さ
ん
 
 

は
 
「
近
代
的
婚
姻
観
」
 
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
新
し
い
観
念
を
持
つ
と
と
も
に
、
「
丙
午
」
 
を
気
に
す
る
旧
弊
な
迷
信
家
で
も
あ
る
の
で
 
 

あ
る
。
奥
さ
ん
の
精
神
の
背
反
す
る
l
一
面
性
、
す
な
わ
ち
、
新
し
い
観
念
を
持
つ
側
面
と
旧
弊
な
迷
借
家
と
の
側
面
、
こ
の
新
旧
双
 
 

方
を
併
せ
持
つ
奥
さ
ん
は
、
ま
さ
に
 
「
混
沌
」
 
と
す
る
時
代
の
過
渡
期
を
生
き
る
人
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

四
 
「
半
日
」
 
に
お
け
る
博
士
の
立
場
 
 

高
山
博
士
は
洋
行
帰
り
で
、
日
頃
か
ら
西
洋
文
化
と
の
接
触
を
持
つ
文
科
大
学
教
授
と
い
う
職
業
、
文
学
博
士
と
い
う
身
分
に
象
 
 

徴
さ
れ
る
知
識
の
高
さ
を
所
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
小
説
の
冒
頭
に
は
昨
夜
寝
る
前
に
読
ん
だ
ら
し
い
 
「
西
洋
書
が
開
け
て
伏
 
 

せ
て
」
 
（
四
五
九
頁
）
あ
り
、
か
つ
て
高
山
が
母
親
を
道
湛
山
に
連
れ
て
い
く
暗
も
、
自
分
は
 
「
西
洋
の
詩
集
」
 
を
持
っ
て
い
た
り
し
 
 

て
い
た
。
 
 

博
士
は
交
際
嫌
、
宴
会
嫌
、
芸
妓
嫌
で
あ
る
の
で
、
大
祭
日
や
日
曜
日
に
は
、
上
方
風
に
弁
当
を
掃
へ
さ
せ
て
、
母
君
を
連
 
 

れ
て
、
道
濯
山
へ
往
っ
て
、
茶
店
の
腰
掛
で
弁
当
を
開
い
て
、
自
分
は
持
つ
て
来
た
西
洋
の
詩
集
か
何
か
を
読
ん
で
日
を
暮
す
 
 

こ
と
が
あ
つ
た
。
 
 

（
四
六
一
貫
）
 
 

こ
こ
で
ま
ず
読
み
と
れ
る
の
は
、
博
士
は
西
洋
の
新
知
識
と
 
「
孝
」
 
と
い
う
概
念
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
で
あ
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ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
本
来
、
博
士
の
母
君
に
対
す
る
「
孝
」
 
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
が
、
た
だ
母
子
と
の
交
歓
を
 
 

想
像
さ
せ
る
表
現
は
な
く
、
か
え
っ
て
無
味
乾
燥
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
世
間
一
般
の
 
「
交
際
」
や
「
宴
会
」
、
「
芸
 
 

妓
」
が
「
嫌
」
 
で
、
「
持
っ
て
来
た
西
洋
の
詩
集
か
何
か
を
読
ん
で
日
を
暮
す
」
と
い
う
博
士
の
性
格
は
、
西
洋
の
知
識
の
な
か
に
自
 
 

ら
の
生
き
甲
斐
を
見
出
す
だ
け
で
、
世
間
一
般
の
情
的
な
つ
な
が
り
に
は
ま
っ
た
く
疎
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
 
 

性
格
か
ら
す
れ
ば
「
孝
」
と
い
う
母
親
へ
の
愛
情
が
は
た
し
て
愛
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
に
は
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
 
 

い
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
博
士
の
 
「
孝
」
 
の
 
「
論
理
」
 
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
 
「
孝
」
 
の
形
は
あ
っ
て
も
内
実
を
欠
い
た
も
の
と
し
 
 

て
、
そ
の
本
質
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
博
士
は
一
方
的
に
 
「
孝
」
を
押
し
付
け
る
人
間
で
は
な
い
。
 
 

そ
れ
は
個
人
が
納
得
し
て
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
主
体
性
を
抑
圧
し
て
強
制
的
に
押
し
付
け
る
も
の
と
し
て
考
え
て
は
い
 
 

な
い
。
こ
の
個
人
の
主
体
性
を
尊
重
す
る
態
度
こ
そ
が
博
士
の
新
し
さ
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
博
士
の
 
「
論
理
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
奥
さ
ん
と
の
対
立
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
新
婚
時
代
、
「
肴
町
の
寺
 
 

の
鉦
」
を
聞
い
て
、
「
わ
た
し
あ
の
声
を
聞
く
と
、
心
細
く
つ
て
よ
」
と
言
っ
た
奥
さ
ん
を
、
博
士
は
「
神
経
に
異
常
が
あ
り
は
せ
ぬ
 
 

か
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
博
士
は
生
活
様
式
が
異
な
る
家
に
嫁
い
で
頼
れ
る
の
は
夫
だ
け
で
あ
る
と
い
う
奥
さ
ん
の
心
細
さ
を
訴
 
 

え
る
言
葉
か
ら
奥
さ
ん
の
内
面
を
思
い
や
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
い
。
し
か
も
、
母
君
の
声
に
対
す
る
奥
さ
ん
の
嫌
悪
も
 
「
お
前
 
 

の
神
経
だ
」
と
し
、
つ
い
に
は
「
嫉
妬
の
方
角
遠
」
 
い
で
あ
る
と
と
も
に
 
「
人
の
声
に
対
す
る
異
様
な
反
応
」
と
し
て
 
「
病
的
」
な
 
 

「
精
神
の
変
調
」
と
判
断
し
て
し
ま
っ
て
奥
さ
ん
の
思
い
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
 
 
 

高
山
博
士
は
一
見
す
べ
て
を
見
透
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
奥
さ
ん
を
「
理
性
的
方
面
」
、
「
意
思
的
方
面
」
と
整
理
し
て
何
と
か
 
 

彼
女
の
内
面
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
も
ま
た
 
「
理
性
的
方
面
」
、
「
意
思
的
方
面
」
と
い
っ
た
形
ば
か
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
 
 

ま
さ
に
情
感
的
方
面
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
。
つ
ま
り
奥
さ
ん
を
一
面
で
し
か
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
結
局
「
お
れ
 
 

の
妻
の
や
う
な
女
は
な
い
」
と
言
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
を
博
士
は
 
「
こ
れ
も
あ
ら
ゆ
る
値
踏
 
 

を
踏
み
代
へ
る
今
の
時
代
の
特
有
の
産
物
か
知
ら
ん
」
と
口
ず
さ
ん
で
価
値
観
の
対
立
す
る
時
代
の
推
移
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
の
 
 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
推
移
に
つ
い
て
、
鴎
外
は
明
治
四
十
二
牢
「
半
日
」
を
書
く
一
か
月
程
前
の
在
東
京
津
和
野
小
学
校
同
 
 

窓
会
で
の
講
演
で
、
日
露
戦
争
後
、
従
来
の
権
威
が
崩
れ
出
し
た
こ
と
を
、
「
何
事
も
A
u
t
h
O
r
i
t
y
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
な
く
な
つ
 
 

て
し
ま
つ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
代
を
「
A
u
t
h
O
r
i
t
y
」
不
在
の
時
代
と
見
る
認
識
が
、
当
時
の
鴎
外
に
は
あ
っ
た
。
 
 

220   



50  

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
変
化
は
、
「
今
日
極
力
此
の
極
ま
つ
た
道
徳
を
維
持
し
て
行
か
う
と
思
っ
て
も
、
こ
れ
が
巡
査
の
 
 

カ
ヤ
何
か
を
借
り
て
取
り
締
っ
て
も
行
け
る
も
の
だ
は
無
い
」
と
説
い
て
お
り
、
善
悪
を
き
め
す
ぎ
た
「
極
ま
つ
た
道
徳
」
は
維
持
 
 

で
き
な
い
、
そ
れ
が
鴎
外
の
把
握
し
た
現
社
会
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
そ
が
鴎
外
の
一
つ
の
時
代
認
識
で
あ
り
、
そ
し
て
警
 
 

告
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
な
ぜ
高
山
博
士
は
二
れ
ほ
ど
奥
さ
ん
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
士
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
洋
の
新
知
識
 
 

と
「
孝
」
の
概
念
を
あ
わ
せ
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
形
式
だ
け
が
あ
っ
て
、
内
容
と
情
の
方
面
は
欠
如
し
て
い
た
。
こ
 
 

れ
は
博
士
が
毎
日
行
う
「
秩
序
井
然
」
と
し
た
「
お
茶
の
湯
」
式
洗
面
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
博
士
の
硬
直
性
と
も
関
係
が
あ
る
 
 

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
博
士
の
硬
直
し
た
精
神
は
、
「
家
の
中
に
酒
精
飲
料
は
一
切
置
か
な
い
と
い
ふ
主
義
で
、
同
時
に
二
人
の
女
 
 

に
関
係
す
る
や
う
な
余
裕
は
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
博
士
の
精
神
に
と
っ
 
 

て
ア
ル
コ
ー
ル
や
芸
者
は
そ
の
知
性
に
と
っ
て
忌
み
避
け
ら
れ
る
も
の
で
、
つ
ま
り
博
士
の
精
紳
は
、
日
常
生
活
の
ご
く
細
部
に
い
 
 

た
る
ま
で
、
こ
の
「
秩
序
井
然
」
と
し
た
形
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
博
士
は
自
分
の
確
立
さ
れ
た
、
 
 

「
井
然
」
た
る
「
秩
序
」
と
い
う
形
の
中
に
生
き
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
に
対
し
て
は
理
解
を
持
た
な
い
人
物
で
あ
る
た
め
、
 
 

奥
さ
ん
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
で
は
、
博
士
自
身
は
自
分
を
理
解
・
把
握
し
て
い
る
か
と
い
る
と
、
決
し
て
そ
う
 
 

で
は
な
い
。
奥
さ
ん
の
 
「
お
稽
古
通
」
 
の
話
が
出
た
時
の
博
士
の
言
葉
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
 
 

一
体
悪
い
癖
な
ん
ぞ
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
土
台
か
ら
直
し
に
掛
か
る
が
好
い
で
は
な
い
か
。
お
前
は
ど
う
か
し
て
、
一
寸
 
 

そ
れ
を
ぼ
か
し
て
過
さ
う
と
云
ふ
の
だ
。
そ
れ
は
下
ら
な
い
事
だ
。
病
気
で
痛
む
処
が
あ
れ
ば
、
其
病
気
を
直
さ
ね
ば
な
ら
な
 
 

い
。
モ
ル
ヒ
ネ
で
痛
を
止
め
て
置
か
う
と
い
ふ
や
う
な
、
姑
息
な
事
に
は
賛
成
が
出
来
な
い
。
」
と
か
う
云
つ
て
、
一
切
の
p
a
〓
 
 

（
四
八
〇
頁
）
 
 

i
a
t
i
く
の
手
段
を
排
斥
し
た
の
で
あ
つ
た
。
 
 

「
p
a
〓
i
a
t
i
ヱ
と
は
一
時
し
の
ぎ
の
言
い
わ
け
、
糊
塗
的
や
り
口
・
態
度
を
形
容
し
た
も
の
で
、
奥
さ
ん
の
習
い
事
の
不
徹
底
、
 
 

中
途
半
端
さ
へ
の
批
判
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
語
は
直
ち
に
、
博
士
自
身
の
態
 
 

度
へ
の
批
判
と
も
な
っ
て
返
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
っ
そ
れ
は
、
奥
さ
ん
が
何
を
言
っ
て
も
「
先
づ
く
現
状
維
持
だ
」
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と
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
箇
所
だ
け
で
な
く
、
こ
の
種
の
博
士
と
奥
さ
ん
と
の
対
立
が
す
で
に
七
年
近
く
続
い
て
お
り
、
小
説
末
尾
 
 

で
も
、
再
び
台
所
で
 
「
こ
と
／
＼
」
と
音
が
し
始
め
、
「
今
に
母
君
が
寂
し
い
部
屋
か
ら
茶
の
間
へ
嫌
は
れ
に
出
て
来
ら
れ
る
で
あ
ら
 
 

う
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
博
士
自
身
が
「
p
a
〓
i
a
t
i
ヱ
な
対
応
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

博
士
自
身
は
そ
の
矛
盾
に
気
付
い
て
い
な
い
。
博
士
の
 
「
p
a
〓
i
a
t
i
三
 
の
背
後
に
家
を
重
視
す
る
古
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
 
 

一
つ
0
 
 
 そ

の
こ
と
は
次
の
場
面
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
博
士
が
、
奥
さ
ん
の
 
「
わ
た
し
は
玉
ち
や
ん
を
連
れ
て
何
処
か
往
っ
て
 
 

よ
」
 
と
い
う
二
吉
で
い
と
も
簡
単
に
宮
中
へ
の
参
内
を
取
り
や
め
る
場
面
で
あ
る
。
博
士
が
取
り
や
め
た
 
「
孝
明
天
皇
祭
」
 
と
は
、
 
 

明
治
天
皇
の
父
の
命
日
で
あ
り
、
先
帝
に
対
し
て
孝
敬
の
誠
を
尽
く
す
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
「
孝
明
天
皇
祭
」
が
国
家
的
な
「
孝
」
 
 

と
か
か
わ
る
こ
と
は
す
で
に
多
く
の
評
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
山
田
晃
氏
は
、
「
孝
明
天
皇
祭
」
す
な
 
 

わ
ち
国
家
的
「
孝
」
 
の
大
礼
の
日
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
か
ら
、
「
半
日
」
 
を
 
「
孝
の
国
の
、
孝
の
家
庭
の
、
孝
の
日
の
、
半
日
の
物
 
 

語
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
し
て
い
る
。
博
士
は
母
君
へ
の
 
「
孝
」
 
に
は
き
わ
め
て
神
経
質
的
だ
っ
た
が
、
国
家
の
 
「
孝
」
 
に
対
し
て
は
 
 

t
ム
 
 

無
頓
着
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
博
士
の
精
神
が
見
ら
れ
る
。
鴎
外
は
か
つ
て
、
「
智
恵
袋
」
 
に
お
い
て
 
「
孝
」
 
に
対
し
 
「
人
の
子
た
る
も
 
 

の
は
そ
の
親
の
お
の
れ
が
た
め
に
苦
労
せ
し
こ
と
幾
何
な
る
か
を
思
は
ぎ
る
べ
か
ら
ず
、
親
は
子
の
た
め
に
眠
る
べ
き
夜
を
も
眠
ら
 
 

ざ
り
し
な
り
、
親
は
子
の
た
め
に
屈
す
べ
か
ら
ざ
る
膝
を
も
屈
せ
し
な
り
」
 
と
書
い
た
。
こ
の
よ
う
な
 
「
孝
」
 
の
概
念
を
述
べ
た
鴎
 
 

外
が
、
「
半
日
」
 
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 
 

孝
と
い
ふ
や
う
な
固
ま
つ
た
概
念
の
あ
る
国
に
、
夫
に
対
し
て
姑
の
事
を
あ
ん
な
風
に
云
つ
て
何
と
も
思
は
ぬ
女
は
ど
う
 
 

し
て
出
来
た
の
か
。
（
中
略
）
東
西
の
歴
史
は
勿
論
、
小
説
を
見
て
も
、
脚
本
を
見
て
も
、
お
れ
の
妻
の
や
う
な
女
は
な
い
。
 
 

こ
れ
も
あ
ら
ゆ
る
値
踏
を
踏
み
代
へ
る
今
の
時
代
の
特
有
の
産
物
か
知
ら
ん
と
、
博
士
は
こ
ん
な
風
な
事
を
思
つ
て
ゐ
る
。
 
 

（
四
八
二
頁
）
 
 

つ
ま
り
、
「
孝
」
 
の
概
念
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
日
本
の
よ
う
な
国
に
、
「
夫
」
 
に
対
し
て
 
「
姑
」
 
の
こ
と
を
あ
れ
だ
け
 
「
侮
辱
」
 
 

し
て
言
う
女
が
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
、
東
西
の
歴
史
を
見
て
も
小
説
や
脚
本
を
見
て
も
、
「
お
れ
の
妻
の
や
う
な
女
は
な
い
」
 
と
考
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え
た
り
し
た
あ
げ
く
、
「
こ
れ
も
あ
ら
ゆ
る
値
踏
を
踏
み
代
へ
る
今
の
時
代
の
特
有
の
産
物
か
知
ら
ん
」
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
博
士
自
身
が
無
自
覚
の
う
ち
に
、
尊
重
し
て
い
る
は
ず
の
 
「
孝
」
 
の
精
神
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
「
孝
」
 
の
精
神
が
博
士
 
 

の
中
に
〓
賢
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
博
士
自
身
は
国
家
が
制
度
と
し
て
掲
げ
る
「
孝
」
 
の
精
神
を
象
徴
す
る
行
事
と
し
て
の
 
 

「
孝
明
天
皇
祭
」
を
欠
席
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奥
さ
ん
に
母
君
へ
の
 
「
親
の
恩
」
を
さ
と
ら
せ
「
孝
」
 
の
実
行
を
求
め
る
。
そ
 
 

の
こ
と
が
逆
に
博
士
か
ら
す
る
と
家
族
の
心
情
を
結
び
つ
け
る
と
信
じ
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
な
博
士
の
姿
勢
は
、
国
家
的
規
模
に
 
 

制
度
化
さ
れ
た
「
孝
」
に
対
し
て
は
無
頓
着
で
あ
り
つ
つ
も
、
家
族
の
中
に
は
「
孝
」
 
の
論
理
を
持
ち
込
み
、
「
孝
」
 
の
精
神
を
求
め
 
 

る
と
い
っ
た
博
士
の
矛
盾
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
り
し
か
し
、
博
士
は
先
に
見
た
「
P
a
〓
i
a
t
i
ヱ
な
対
応
の
場
合
と
同
 
 

じ
く
、
そ
れ
に
気
付
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
語
り
手
か
ら
の
博
士
へ
の
批
判
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 

五
 
お
わ
り
に
 
 

今
ま
で
、
「
半
日
」
に
お
け
る
（
語
り
）
 
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
う
え
、
「
半
日
」
お
け
る
対
立
の
構
図
を
見
て
き
た
が
、
し
か
し
、
 
 

こ
う
し
た
対
立
の
中
で
、
奥
さ
ん
の
父
親
の
 
「
嫌
だ
と
思
っ
た
ら
、
い
つ
で
も
帰
つ
て
来
い
」
と
い
う
こ
と
が
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
 
 

は
な
く
、
奥
さ
ん
が
子
供
を
連
れ
て
ど
こ
か
へ
行
く
と
い
う
主
張
も
、
子
供
を
置
い
て
行
く
と
い
う
条
件
の
前
で
は
、
「
そ
ん
な
ら
、
 
 

わ
た
し
は
止
め
て
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
高
山
博
士
も
「
一
体
お
れ
の
嚢
の
や
う
な
女
が
又
と
一
人
あ
る
だ
ら
う
か
」
 
 

と
思
い
つ
つ
も
、
離
婚
に
踏
み
切
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
 
 
 

「
半
日
」
 
に
は
、
嫁
と
姑
の
問
題
、
夫
婦
の
問
題
、
価
値
観
の
差
な
ど
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
 
 

何
一
つ
も
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
こ
れ
も
あ
ら
ゆ
る
値
踏
を
踏
み
代
へ
る
今
の
時
代
の
特
有
の
産
物
か
知
ら
ん
」
と
傍
観
す
る
形
 
 

で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
高
山
家
に
は
こ
れ
か
ら
も
、
「
日
に
何
遍
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
、
印
刷
し
た
や
う
な
奥
さ
ん
の
詞
」
は
続
く
 
 

だ
ろ
う
し
、
博
士
は
 
「
先
ず
／
＼
現
状
維
持
だ
」
 
と
い
う
態
度
で
一
貫
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
半
日
」
 
は
、
西
洋
の
新
思
想
に
明
る
い
知
識
人
で
あ
っ
て
も
解
決
し
え
な
い
事
態
を
、
奥
さ
ん
個
人
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 
 

時
代
の
趨
勢
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
結
局
、
「
半
日
」
 
で
鴎
外
が
描
い
た
の
は
、
ど
れ
が
正
し
く
て
、
ど
れ
 
 

が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
何
か
を
肯
定
す
る
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
な
問
題
が
入
り
交
ざ
っ
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て
い
る
ナ
 
混
沌
ヾ
 
と
し
た
時
代
、
そ
し
て
、
鴎
外
自
身
が
と
ら
え
て
い
た
 
「
A
u
t
h
O
r
i
t
y
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
な
く
な
つ
た
」
 
「
非
 
 

常
に
変
わ
つ
て
行
く
時
代
」
 
の
現
状
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

本
稿
で
注
目
し
た
の
は
博
士
の
新
旧
の
価
値
観
の
あ
わ
い
の
な
か
に
葛
藤
し
て
い
る
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
 
 

言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
博
士
の
新
し
さ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
見
 
 

る
と
こ
ろ
の
新
し
さ
と
は
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
価
値
観
が
変
化
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
か
な
る
価
値
を
価
値
と
す
る
か
 
 

と
い
う
の
は
個
人
の
主
観
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
自
己
の
価
値
を
他
者
に
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

く
、
そ
こ
に
他
者
の
主
体
性
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
博
士
の
新
し
さ
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
具
体
的
な
行
動
に
な
 
 

れ
ば
古
い
慣
習
■
制
度
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
過
渡
性
を
も
持
っ
て
い
る
。
歴
史
小
説
『
意
地
』
の
中
で
鴎
外
が
見
つ
め
な
お
そ
う
と
 
 

し
た
の
は
こ
の
時
代
の
推
移
と
価
値
観
の
変
化
の
な
か
で
葛
藤
す
る
人
間
性
の
矛
盾
が
逆
に
時
代
を
生
き
る
彼
の
透
徹
し
た
ま
な
ざ
 
 

し
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
近
代
に
お
け
る
人
間
性
の
矛
盾
を
感
知
し
た
 
「
半
日
」
 
の
問
題
提
起
は
、
 
 

以
後
の
現
代
小
説
群
に
お
い
て
展
開
・
深
化
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
歴
史
小
説
の
視
座
を
豊
か
に
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 

本
文
の
引
用
は
、
「
半
日
」
『
軸
外
全
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
二
月
）
 
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
山
田
晃
「
『
半
日
』
閑
話
」
『
古
典
と
現
代
』
昭
和
五
十
三
牢
十
月
 
 

（
2
）
 
l
ニ
好
行
雄
「
鴎
外
の
（
私
小
説
）
1
『
半
日
』
を
め
ぐ
つ
て
」
 
（
『
日
本
の
近
代
作
品
－
作
家
と
作
品
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
）
、
の
ち
「
私
 
 

小
説
の
意
図
 
『
半
日
』
を
め
ぐ
つ
て
」
『
鴎
外
と
漱
石
 
明
治
の
エ
ー
ト
ス
』
（
力
富
書
房
、
昭
和
五
十
八
牢
五
月
）
 
に
所
収
。
引
用
は
、
『
日
本
の
近
 
 

代
作
品
－
作
家
と
作
品
』
に
よ
る
。
 
 

（
3
）
平
岡
敏
夫
「
『
半
日
』
の
方
法
－
日
露
戦
後
文
学
に
お
け
る
家
、
家
庭
」
 
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
十
八
年
八
月
）
、
の
ち
『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
』
 
 

（
下
）
（
有
精
堂
、
昭
和
六
十
年
七
月
）
、
『
森
鴎
外
 
不
遇
へ
の
共
感
』
（
お
う
ふ
う
、
平
成
十
二
年
四
月
）
に
所
収
じ
引
用
は
『
日
露
戦
後
文
学
の
研
究
』
 
 

（
下
）
 
に
よ
る
。
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（
4
）
山
下
悦
子
「
「
家
長
」
 
の
苦
悩
 
森
園
外
『
半
日
』
」
『
マ
ザ
コ
ン
文
学
論
』
新
曜
社
、
平
成
三
年
十
月
 
 

（
5
）
 
杉
森
久
英
「
半
日
」
『
文
学
』
昭
和
二
十
L
年
四
月
 
 

（
6
）
古
郡
康
人
「
劇
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
成
立
・
－
森
鴎
外
『
半
日
』
論
－
」
『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
八
年
十
月
 
 

（
7
）
崎
間
志
綾
子
「
鴎
外
「
半
日
」
論
－
生
成
さ
れ
る
読
者
－
」
『
日
本
文
学
論
究
』
平
成
十
一
年
三
月
 
 

（
8
）
大
塚
美
保
「
『
半
日
』
 
二
近
代
）
の
ざ
わ
め
く
周
縁
－
」
 
（
『
森
鴎
外
「
ス
バ
ル
」
の
時
代
』
鴎
外
研
究
会
、
双
文
社
出
版
、
平
成
九
年
十
月
）
、
の
ち
『
園
 
 

外
を
読
み
拓
く
』
（
朝
文
社
、
平
成
十
四
年
八
月
）
 
に
所
収
】
引
用
は
『
軸
外
を
読
み
拓
く
』
に
よ
る
。
 
 

首
）
山
田
有
策
「
森
鴎
外
論
」
 
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
四
年
一
月
）
、
の
ち
「
『
半
日
』
後
の
鴎
外
」
『
制
度
の
近
代
 
藤
村
、
鶴
外
、
漱
石
』
（
お
う
ふ
う
、
平
 
 

成
十
五
年
五
月
）
 
に
所
収
。
引
用
は
『
制
度
の
近
代
 
藤
村
、
鴎
外
、
漱
石
』
に
よ
る
。
 
 

（
1
0
）
小
泉
括
一
郎
「
森
鴎
外
『
半
日
』
1
癒
着
す
る
（
語
り
）
－
」
『
「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
三
年
四
月
 
 

（
‖
）
「
学
制
に
つ
き
被
仰
出
暮
し
萌
治
五
年
八
月
）
。
引
用
は
『
日
本
近
代
思
想
大
系
6
 
教
育
の
体
系
』
（
岩
波
審
店
、
平
成
l
一
年
一
月
）
に
よ
る
り
 
 

（
1
2
）
佐
々
木
政
一
「
現
代
に
対
す
る
管
見
」
『
日
本
情
史
』
明
治
四
十
二
年
 
 

（
1
3
）
 
三
上
参
次
「
迷
信
の
排
除
に
就
い
て
」
『
中
央
公
論
』
明
治
四
十
年
六
月
 
 

（
1
4
）
森
鴎
外
「
知
恵
袋
」
『
時
事
新
報
』
明
治
三
十
一
年
八
月
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