
広
津
和
郎
初
期
作
品
に
見
る
「
誠
実
な
」
男

モ
ラ
ル
の
内
実
i

井
　
爪
　
彩
　
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
広
津
和
郎
、
②
白
樺
派
、
③
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
④
モ
ラ
ル
、
⑤
「
誠
実
」
］
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広
津
和
郎
が
大
正
中
頃
に
発
表
し
た
「
師
崎
行
」
（
『
新
潮
』
T
7
・
1
）
「
や
も
り
」
（
『
新
潮
』
T
8
・
1
）
「
波
の
上
」

（『

ｶ
章
世
界
』
T
8
・
4
）
等
一
連
の
小
説
群
に
は
、
「
私
」
（
「
波
の
上
」
で
は
「
僕
」
）
と
称
す
る
人
物
の
、
愛
を
感
じ
ら

れ
な
い
ま
ま
に
関
係
を
持
ち
子
を
生
ま
せ
た
女
性
と
の
結
婚
、
そ
し
て
そ
の
後
の
結
婚
生
活
を
巡
る
葛
藤
が
綿
々
と
綴
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
従
来
1
と
い
っ
て
も
最
近
で
は
殆
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
昭
和
四
十
年
代
に
は
ほ
ぼ
評
価
の
ラ

イ
ン
が
定
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
i
広
津
和
郎
の
「
散
文
精
神
」
や
「
自
由
と
責
任
」
と
い
っ
た
、
作
家
と
し
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て
の
倫
理
観
な
ど
を
論
じ
る
際
に
と
り
こ
ま
れ
る
形
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
か
ら
「
性
格
破
綻

者
」
の
意
味
を
探
ろ
う
と
し
た
高
田
瑞
穂
氏
は
、
大
正
五
、
六
年
当
時
の
広
津
の
思
想
の
母
胎
を
知
る
資
料
と
し
て
こ
れ
ら
を

扱
っ
て
い
る
。
（
「
「
性
格
破
綻
者
」
の
史
的
意
味
－
広
津
和
郎
の
作
家
的
出
発
ー
」
「
文
学
」
s
3
9
・
3
）
作
品
の
〈
私
小

説
〉
的
性
格
ゆ
え
に
、
広
津
和
郎
の
人
と
な
り
を
論
じ
る
時
に
格
好
の
資
料
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。
ま
た
広
津
の
近
代
文
学
史
上
の
位
置
は
、
彼
が
早
稲
田
大
学
に
籍
を
置
い
て
い
た
事
や
『
奇
蹟
』
が
稲
門
の
学
生

を
中
心
に
創
ら
れ
た
事
、
彼
の
小
説
が
も
つ
〈
私
小
説
〉
的
性
格
等
に
よ
り
自
然
主
義
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
の
が
常
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
確
か
に
、
広
津
自
身
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
正
宗
白
鳥
だ
。
ま
た
大
正
七
年
の

「
師
崎
行
き
」
か
ら
始
ま
る
、
実
生
活
に
題
材
を
と
る
一
連
の
小
説
群
が
醸
し
出
す
一
種
陰
惨
な
雰
囲
気
は
、
「
無
理
想
」
「
無

解
決
」
の
自
然
主
義
を
想
起
さ
せ
も
す
る
。

　
し
か
し
広
津
の
大
正
七
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
小
説
は
、
「
無
理
想
」
「
無
解
決
」
を
示
す
為
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、

花
袋
や
泡
鳴
ら
が
試
み
た
よ
う
な
描
写
を
巡
る
問
題
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
自
然
主
義
の
末
流
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

て
ま
た
〈
私
小
説
〉
と
い
う
枠
組
み
を
外
し
て
「
師
崎
行
き
」
以
下
の
三
作
品
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
自
然
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

よ
り
寧
ろ
白
樺
派
的
な
モ
ラ
ル
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
私
が
い
う
白
樺
派
的
な
モ
ラ
ル
と
は
理
想
主
義
的
な
そ
れ

で
あ
り
、
〈
芸
術
〉
に
よ
る
新
た
な
〈
道
徳
〉
の
完
成
や
、
克
己
に
よ
る
高
い
〈
人
格
〉
や
を
目
指
す
傾
向
を
さ
す
。
技
巧
よ

り
も
「
作
者
の
態
度
」
「
作
者
の
人
格
」
に
主
軸
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
大
正
五
年
以
降
の
評
論
界
は
、
白
樺
派
作
家
た

ち
（
こ
こ
で
は
、
大
正
中
期
に
高
い
評
価
を
得
て
い
た
有
島
武
郎
、
志
賀
直
哉
、
長
與
善
郎
ら
を
想
定
し
て
い
る
）
の
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

う
な
傾
向
を
賞
賛
し
そ
の
結
果
志
賀
直
哉
を
理
想
的
実
作
者
と
し
て
神
格
化
す
る
に
至
る
わ
け
だ
が
、
広
津
の
小
説
も
そ
こ
に
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あ
ら
わ
れ
た
「
作
者
の
人
格
」
な
り
「
態
度
」
を
重
視
す
る
人
格
至
上
主
義
的
コ
ー
ド
に
の
っ
と
っ
て
読
ま
れ
て
い
た
。

　
実
際
、
菊
池
寛
は
「
「
師
崎
行
き
」
は
、
実
生
活
の
一
部
を
、
何
等
の
想
像
を
も
加
へ
ず
に
其
儘
題
材
と
し
て
扱
つ
た
点
に

於
て
、
立
派
な
自
然
主
義
の
作
品
で
あ
る
。
が
、
其
の
処
々
に
現
は
れ
る
作
者
の
主
観
、
態
度
が
、
愛
と
責
任
と
に
充
ち
た
ヒ

ユ
ー
マ
ニ
ス
チ
ツ
ク
な
主
観
で
あ
り
、
態
度
で
あ
る
。
／
自
分
は
小
説
と
し
て
は
、
少
し
も
面
白
く
な
い
物
だ
と
思
ひ
な
が
ら
、

作
者
の
主
観
と
態
度
に
、
感
心
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
（
『
帝
國
文
学
』
T
7
・
2
）
と
言
っ
て
い
る
し
、
「
師
崎
行
」

「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
を
論
じ
た
宮
島
新
三
郎
に
至
っ
て
は
、
絶
賛
し
て
い
る
。
広
津
は
「
無
神
経
で
ゐ
る
こ
と
の
出
来
な

い
強
い
責
任
感
」
と
「
自
分
で
や
つ
た
こ
と
は
自
分
で
始
末
す
る
と
い
つ
た
や
う
な
男
ら
し
い
気
持
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ

れ
は
「
『
師
崎
行
』
を
読
ん
で
ゐ
る
と
、
ヒ
シ
ヒ
シ
と
感
じ
ら
れ
て
来
る
」
と
宮
島
は
言
う
。
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
の
あ
ら

す
じ
を
た
ど
っ
た
上
で
彼
は
続
け
る
。

作
者
は
そ
れ
ほ
ど
苦
痛
多
い
男
の
生
活
、
不
安
と
と
げ
く
し
さ
と
に
閉
ざ
さ
れ
た
家
庭
の
空
気
を
そ
れ
で
よ
い
と
は
思

っ
て
ゐ
な
い
。
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
さ
う
い
ふ
空
気
の
中

に
入
つ
た
者
に
取
つ
て
は
あ
〉
し
て
苦
し
む
よ
り
外
に
解
決
の
道
は
な
い
で
は
な
い
か
と
作
者
は
蔭
で
苦
し
い
涙
を
し
ぼ

つ
て
泣
い
て
ゐ
る
。
私
は
其
処
に
作
者
の
可
な
り
強
い
モ
ラ
リ
ス
テ
イ
ツ
ク
な
性
向
を
見
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
此
処

で
い
ふ
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
と
い
ふ
の
は
決
し
て
普
通
の
意
味
の
そ
れ
で
は
な
い
。
若
し
『
師
崎
行
』
や
『
や
も
り
』
や
『
波

の
上
』
の
生
活
を
所
謂
道
学
先
生
達
に
見
せ
た
ら
、
彼
は
早
速
眼
の
上
に
搬
を
寄
せ
て
、
何
と
い
ふ
無
決
断
な
不
健
康
な

生
活
だ
、
一
度
結
婚
し
て
家
庭
を
作
つ
た
以
上
は
、
あ
ら
ゆ
る
不
満
を
忍
ん
で
、
家
庭
の
幸
福
の
為
の
努
力
を
計
れ
（
中
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略
）
と
教
へ
る
か
、
又
は
愛
が
な
い
の
で
、
直
ぐ
に
分
れ
る
が
よ
い
、
結
婚
は
愛
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

略
）
と
説
く
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
の
説
教
は
広
津
氏
の
言
草
で
は
な
い
が
、
万
能
楽
位
の
効
果
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と

は
言
へ
、
病
気
の
一
つ
く
に
対
す
る
医
薬
に
は
な
ら
な
い
。
人
生
を
深
く
見
た
上
の
説
教
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
真
の

モ
ラ
リ
ス
ト
と
言
は
れ
る
も
の
は
、
人
生
を
、
本
当
の
人
生
を
見
且
つ
説
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
其
処
か
ら
常

に
新
し
い
人
生
の
道
徳
が
生
れ
て
来
る
。
此
の
意
味
に
於
て
広
津
和
郎
は
新
し
い
人
生
の
道
徳
を
創
造
す
る
人
で
あ
る
と

言
つ
て
よ
い
。
　
　
　
（
「
広
津
和
郎
論
」
『
新
潮
』
T
8
・
6
）

　
こ
の
よ
う
に
「
師
崎
行
き
」
や
「
や
も
り
」
、
「
波
の
上
」
は
同
時
代
で
は
高
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、
そ
の
読
解
の
さ
れ
方

は
白
樺
派
作
家
た
ち
に
対
す
る
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
な
の
だ
。
対
象
と
な
る
作
品
の
内
容
が
ど
う
で
あ
れ
、
人
格
至
上
主
義

と
い
う
同
じ
定
規
で
作
品
の
価
値
を
計
ろ
う
と
す
る
批
評
の
在
り
方
が
こ
れ
に
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
、
広
津
の
三

作
品
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
読
解
を
誘
引
す
る
要
素
が
作
品
自
体
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
私
の
目
標
は
、
大
正
七
、
八
年

の
広
津
和
郎
の
小
説
に
み
る
問
題
を
軸
と
し
て
同
時
代
の
文
壇
に
流
通
し
て
い
た
言
説
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
端
を
考
え

る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
主
に
論
じ
る
の
は
「
師
崎
行
き
」
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
の
三
作
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
私
」
の
子

供
の
名
が
「
進
一
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
師
崎
行
き
」
で
「
み
つ
子
」
と
称
さ
れ
る
女
性
が
「
波
の
上
」
で
も
「
み

つ
さ
ん
」
で
あ
る
こ
と
。
く
わ
え
て
三
作
を
通
し
て
出
来
事
を
並
べ
て
み
た
場
合
細
部
に
わ
た
る
ま
で
互
い
に
矛
盾
す
る
叙
述

が
な
く
、
同
じ
出
来
事
を
同
じ
言
葉
で
繰
り
返
し
述
べ
て
お
り
、
述
べ
ら
れ
た
出
来
事
を
一
つ
の
時
間
軸
上
に
配
置
で
き
る
こ

と
か
ら
も
、
連
続
し
た
作
品
を
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
を
互
い
に
補
完
し
あ
う
も

一140一



の
と
し
て
扱
う
。
尚
、
使
用
す
る
本
文
は
「
師
崎
行
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
外
は
中
央
公
論
社
版
第
一
巻
所
収
の
も
の
に
拠
っ
た
。

「
私
」
の
倫
理
観

「
復
活
」
の
モ
ラ
ル

学習院大学人文科学論集VII（1998）

　
「
師
崎
行
き
」
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
に
書
か
れ
て
い
る
「
私
」
と
女
と
の
、
愛
憎
と
葛
藤
の
経
緯
は
以
下
の
通
り
だ
。

「
私
」
は
「
か
な
り
低
級
な
い
や
し
い
好
奇
心
」
か
ら
下
宿
の
娘
、
み
つ
子
と
関
係
を
持
ち
、
子
を
生
ま
せ
る
。
「
ほ
ん
と
う

の
愛
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
は
な
」
い
の
に
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
事
を
「
取
返
し
の
つ
か
な
い
罪
」
と
感
じ
る

「
私
」
。
激
し
く
後
悔
す
る
も
の
の
、
「
問
に
人
を
入
れ
」
た
り
、
「
手
切
金
と
云
ふ
よ
う
な
も
の
で
片
の
つ
い
て
行
く
此
世
の

中
の
出
鱈
目
な
制
度
」
を
利
用
す
る
の
だ
け
は
断
じ
て
避
け
た
い
「
私
」
は
、
あ
く
ま
で
自
力
で
解
決
し
よ
う
と
思
っ
て
い

る
。
「
私
」
は
、
出
産
直
後
の
み
つ
子
の
悲
し
い
顔
を
見
て
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ
「
真
に
愛
せ
ず
し
て
罪
を
犯
し
た
の
だ
」

か
ら
「
自
分
は
彼
女
と
別
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
、
「
自
分
の
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
」
は
「
今
か
ら
改
め
て
彼
女
を
愛

さ
う
と
心
掛
け
る
事
」
で
あ
り
、
愛
情
を
「
意
志
の
力
」
で
生
み
出
し
て
で
も
彼
女
と
結
婚
す
べ
き
だ
と
決
心
す
る
。
（
以
上

の
引
用
は
す
べ
て
「
師
崎
行
き
」
か
ら
）
そ
う
し
て
み
つ
子
と
の
結
婚
生
活
が
始
ま
る
が
、
「
私
」
は
彼
女
に
愛
を
感
じ
ら
れ

な
い
ま
ま
不
快
感
ば
か
り
を
つ
の
ら
せ
、
夫
婦
の
間
に
は
衝
突
が
絶
え
な
い
。
そ
ん
な
生
活
の
中
で
更
に
第
二
子
が
誕
生
し
、

追
い
つ
め
ら
れ
た
「
私
」
は
産
褥
に
い
る
妻
子
を
お
い
て
旅
に
出
て
し
ま
う
。
（
「
波
の
上
」
）

　
「
私
」
が
み
つ
子
と
結
婚
し
た
も
の
か
ど
う
か
と
懊
悩
す
る
様
が
「
師
崎
行
き
」
と
「
や
も
り
」
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
彼
が
そ
こ
ま
で
思
い
悩
む
の
は
自
分
に
（
自
分
た
ち
に
、
で
は
な
い
。
）
「
ほ
ん
と
う
の
愛
」
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
「
波
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の
上
」
を
含
む
三
作
に
わ
た
り
反
復
さ
れ
続
け
る
「
私
」
の
言
説
を
ネ
ガ
と
し
て
彼
が
抱
く
＜
理
想
〉
を
お
こ
し
て
み
る
と
、

男
女
は
「
ほ
ん
と
う
の
愛
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
の
欠
落
し
た
性
的
関
係
は
い
か
な
る
正
当
化
も

許
さ
れ
な
い
、
結
婚
し
て
愉
快
な
家
庭
を
築
く
に
は
夫
婦
間
の
「
愛
」
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
私
」
の
倫
理
観
だ
。
一
般
に
横
行
し
て
い
る
手
切
れ
金
や
里
子
と
い
っ
た
「
世
間
並
み
の
解
決
」

を
「
卑
怯
な
事
」
と
し
て
退
け
る
の
が
、
「
私
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
や
も
り
」
で
は
こ
れ
に
分
析
が
つ
い
て
い
る
。
彼
の
こ
の

決
意
の
裏
に
は
、
「
彼
女
と
別
れ
た
い
と
い
う
一
念
に
燃
え
て
い
」
る
自
分
に
対
す
る
、
「
何
ぼ
何
で
も
余
り
に
勝
手
気
儘
す
ぎ

る
」
と
い
う
自
己
嫌
悪
が
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
自
己
嫌
悪
に
よ
っ
て
自
分
を
戒
め
、
「
世
俗
的
な
臭
い
」
に
反
発
し
、
「
播
い
た

種
は
自
分
で
」
と
責
任
を
一
手
に
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
。

　
責
任
を
感
じ
る
「
私
」
と
い
う
男
性
は
、
そ
の
裏
に
あ
る
自
己
嫌
悪
ま
で
吐
露
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
一
見
真
摯

で
誠
実
な
印
象
さ
え
与
え
る
。
だ
が
、
今
日
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
ん
で
最
も
奇
異
に
感
じ
る
の
は
、
彼
が
結
婚
す
べ
き
か
否
か

の
相
談
を
、
肝
心
の
相
手
で
あ
る
み
つ
子
に
一
切
も
ち
か
け
な
い
事
で
あ
る
。
実
は
、
み
つ
子
も
そ
の
母
（
下
宿
を
き
り
も
り

す
る
女
主
人
）
も
「
私
」
に
ど
う
し
て
も
結
婚
し
ろ
と
は
迫
っ
て
い
な
い
。
彼
女
た
ち
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
私
生
児
に
な
っ
て

し
ま
う
赤
子
を
一
時
は
里
子
に
出
し
て
も
よ
い
と
さ
え
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
、
「
男
が
悪
い
ん
だ
」
「
女
に
は
罪

が
な
い
ん
だ
」
と
断
言
し
て
一
人
で
追
い
つ
め
ら
れ
て
行
く
。
「
愛
」
を
生
み
出
す
べ
き
は
自
分
だ
と
彼
は
言
う
が
、
そ
れ
で

は
み
つ
子
に
は
彼
へ
の
愛
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
す
ら
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。
「
私
」
は
結
婚
後
の
生
活
を
想
像
す

る
と
き
で
さ
え
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
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私
が
若
し
自
分
に
対
す
る
責
任
感
ば
か
り
で
、
彼
女
と
結
婚
し
た
と
す
る
。
私
は
今
後
ど
う
云
ふ
気
持
で
生
活
し
た
ら

い
〉
か
？
1
私
は
唯
憐
れ
む
気
持
の
み
で
彼
女
を
包
ん
で
、
そ
し
て
私
の
心
の
静
か
な
生
活
を
乱
さ
ず
に
行
け
る
だ

ら
う
か
？
若
し
さ
う
す
る
事
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
が
最
良
の
方
法
に
違
ひ
な
い
。

学習院大学人文科学論集Vll（1998）

　
「
憐
む
と
云
ふ
事
が
直
ち
に
愛
に
な
っ
た
ら
」
と
「
や
も
り
」
で
も
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
み
つ
子
を
〈
憐

れ
ん
で
〉
い
る
。
憐
れ
み
と
は
、
強
者
が
弱
者
に
与
え
る
感
情
で
し
か
な
い
。
確
か
に
、
未
婚
の
ま
ま
に
母
と
な
っ
た
女
性
は

社
会
的
弱
者
で
あ
ろ
う
が
、
「
学
校
」
を
卒
業
後
新
聞
社
に
一
時
勤
め
た
が
今
は
そ
れ
も
辞
め
て
生
活
と
親
へ
の
仕
送
り
に
追

わ
れ
「
貧
乏
の
極
」
に
い
る
「
私
」
が
、
果
た
し
て
社
会
的
強
者
か
。
し
か
し
「
私
」
の
倫
理
観
に
は
そ
の
よ
う
な
現
実
は
関

係
な
い
。
彼
は
た
だ
自
分
が
男
だ
か
ら
悪
い
の
だ
、
男
が
責
任
を
と
る
べ
き
な
の
だ
と
一
途
に
思
い
こ
ん
で
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
男
と
し
て
の
自
負
や
〈
誠
実
さ
〉
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
「
復
活
」
の
ネ
フ
リ
ュ
ー
ド
ブ
の
モ
ラ
ル
を
想
起
さ
せ

る
。
則
ち
、
肉
欲
に
ま
か
せ
て
処
女
を
堕
落
さ
せ
た
貴
族
の
男
が
、
堕
落
の
極
み
に
ま
で
落
ち
た
女
を
見
て
人
間
的
な
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
復
活
」
さ
せ
彼
女
を
「
救
う
」
べ
く
結
婚
を
申
し
出
る
と
い
う
、
あ
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
だ
が
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
モ

ラ
ル
は
、
男
が
絶
対
的
な
強
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
は
一
方
的
に
汚
さ
れ
た
り
そ
れ
を
…
機
に
深
い
考
え
も
な
し
に
堕
落
し
て

ゆ
く
浅
薄
な
存
在
と
し
て
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
ネ
フ
リ
ュ
ー
ド
ブ
は
裕
福
な
貴
族
階
級
の
姉
弟
で
あ
り
陪
審
員
だ
。
も

と
も
と
は
私
生
児
で
今
は
娼
婦
に
な
り
は
て
、
ネ
フ
リ
ュ
ー
ド
フ
ら
が
陪
審
員
を
務
め
る
裁
判
に
ひ
き
だ
さ
れ
た
カ
チ
ュ
ー
シ

ャ
と
の
権
力
関
係
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ネ
フ
リ
ュ
ー
ド
ブ
は
罪
悪
感
に
さ
い
な
ま
れ
る
の
だ
が
、
「
私
」
の
場
合
、

「
私
」
と
女
と
の
社
会
的
地
位
は
さ
ほ
ど
の
懸
隔
が
認
め
ら
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
「
私
」
が
男
と
し
て
優
位
に
立
つ
た
め
に
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は
女
を
落
と
さ
ね
ば
い
け
な
い
。
「
私
」
は
戦
略
的
に
み
つ
子
を
お
と
し
め
る
言
説
を
く
り
だ
す
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

二
　
語
ら
れ
た
女

　
本
文
を
実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、
「
私
」
の
言
説
が
自
ら
の
「
不
明
」
を
責
め
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
責
任
を

と
る
た
め
に
み
つ
子
を
愛
そ
う
と
い
う
苦
し
い
努
力
を
「
私
」
が
ど
れ
だ
け
重
ね
て
い
る
か
が
語
ら
れ
れ
ば
語
ら
れ
る
だ
け
、

み
つ
子
が
い
か
に
「
ほ
ん
と
う
の
愛
」
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
、
魅
力
の
な
い
女
性
で
あ
る
の
か
が
却
っ
て
強
調
さ
れ
て
し
ま

う
。

　
私
は
彼
女
が
私
の
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
仕
事
に
対
し
て
、
何
の
理
解
も
同
感
も
持
っ
て
ゐ
な
い
事
を
考
え
た
。
彼
女
が

美
人
で
な
い
事
を
考
へ
た
。
そ
し
て
彼
女
が
我
儘
で
、
従
順
で
な
く
て
、
や
〉
も
す
る
と
そ
の
母
に
対
し
て
さ
へ
も
楯
つ

く
事
を
考
へ
た
。
…
…
だ
が
、
さ
う
い
ふ
理
由
を
…
幾
ら
か
ぞ
へ
立
て
〉
も
、
そ
れ
で
以
て
私
が
彼
女
と
結
婚
し
な
い
で

い
〉
と
は
、
ど
う
し
て
も
私
の
心
の
或
も
の
が
承
認
し
な
か
っ
た
。
…
…
　
　
（
「
師
崎
行
き
」
）

144一

　
下
宿
屋
の
娘
が
、
大
学
を
卒
業
し
小
説
家
を
目
指
し
て
い
る
「
私
」
の
よ
う
な
知
識
や
知
的
欲
求
を
持
っ
て
い
な
い
の
は
当

た
り
前
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
私
」
は
そ
う
い
っ
た
条
件
と
「
美
人
」
「
従
順
」
と
い
っ
た
条
件
と
を
平
然
と
並
べ
て
み
せ
る
。

そ
う
し
て
お
い
た
後
に
、
そ
れ
で
も
（
そ
ん
な
女
が
相
手
で
も
）
結
婚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
覆
す
事
に
よ
っ
て
、
〈
誠
実
な
私
〉



学習院大学人文科学論SUVII（1998）

が
浮
か
び
上
が
る
。

　
そ
の
他
に
も
「
私
」
は
「
「
酒
屋
」
の
お
そ
の
」
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
口
論
を
つ
ぶ
さ
に
再
現
し
て
み
せ
た
り
し
て
み
つ

子
を
不
愉
快
な
女
と
し
て
語
っ
て
ゆ
く
。
（
「
「
酒
屋
」
の
お
そ
の
」
に
就
い
て
は
後
述
す
る
）
解
決
を
一
日
延
ば
し
に
し
彼
女

を
避
け
る
「
私
」
を
み
つ
子
が
な
じ
る
の
は
、
「
私
」
と
の
一
件
に
よ
っ
て
母
親
や
姉
兄
に
責
め
ら
れ
る
彼
女
に
し
て
み
た
ら

当
然
だ
ろ
う
。
だ
が
「
私
」
は
そ
ん
な
切
迫
し
た
み
つ
子
の
必
死
の
訴
え
を
「
片
意
地
」
と
し
か
感
じ
ず
、
現
実
面
で
の
解
決

を
要
求
す
る
彼
女
や
そ
の
家
族
た
ち
を
「
簡
単
な
考
え
で
動
け
る
」
「
莫
迦
だ
」
と
断
言
し
て
偉
ら
な
い
。

　
「
や
も
り
」
で
は
、
こ
う
い
っ
た
傲
慢
な
態
度
は
よ
り
明
瞭
に
な
る
。
私
見
で
は
、
「
や
も
り
」
の
言
説
は
「
彼
女
」
（
み
つ

子
）
を
痛
烈
に
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
の
に
、
何
故
か
女
の
印
象
は
よ
く
な
い
。
こ
れ
に
は
ま
ず
「
や
も
り
」
が
一
人
称
語

り
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
事
象
も
「
私
」
を
通
し
て
し
か
描
出
さ
れ
ぬ
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
更
に
一
歩
考
え
を
進

め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
「
彼
女
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
「
私
」
の
男
性
優
位
主
義
的
な
感
情
に
濃
く
彩
ら
れ
て
い

る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
「
卑
し
い
む
ら
気
」
す
な
わ
ち
性
欲
の
忌
ま
わ
し
さ
に
向
け
ら
れ
る
憎
悪
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
彼

女
に
転
嫁
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
彼
女
」
の
印
象
が
よ
く
な
い
の
は
、
「
私
」
が
女
（
と
そ
の
母
）
を
「
敵
」
に
響
え
、
「
意
地
の
悪
い
笑
顔
」
、
だ
ら
し
な

い
身
な
り
、
「
デ
リ
カ
シ
イ
を
欠
い
た
態
度
」
と
い
っ
た
言
葉
で
彼
女
を
造
形
し
て
ゆ
く
か
ら
だ
。
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
も
う

一
つ
重
要
な
事
が
あ
る
。
み
つ
子
と
「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
関
係
を
持
っ
た
の
か
に
就
い
て
の
、
具
体
的
な
記
述
が
な
い

の
だ
。
性
的
関
係
は
、
強
姦
や
買
春
で
な
く
合
意
の
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
種
の
共
犯
関
係
で
も
あ
ろ
う
。
彼
等
の
場
合
で

も
、
み
つ
子
の
意
志
も
働
い
て
い
た
は
ず
だ
が
そ
の
事
は
語
ら
れ
な
い
。
空
白
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
彼
女
が
他
の
者
に
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ま
か
せ
ず
、
三
度
三
度
の
食
事
を
自
分
で
運
ん
で
き
た
」
と
い
う
文
に
よ
り
、
あ
た
か
も
彼
女
に
誘
惑
の
意
図
が
あ
っ
た
か
の

よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
下
宿
屋
の
娘
で
、
大
学
を
終
え
て
三
年
た
つ
「
私
」
よ
り
も
年
上
だ
と
い
う
そ
の
年
齢
か

ら
い
っ
て
も
、
彼
女
が
「
私
」
以
外
の
男
性
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
既
に
処
女
で
な
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
つ
ま
り
、

み
つ
子
は
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
代
わ
り
に
〈
処
女
〉
性
の
特
権
ー
す
な
わ
ち
崇
高
さ
や
精
神
性
も
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
「
世
間
並
み
の
解
決
」
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
倫
理
面
、
精
神
面
で
の
解
決
を
求
め
苦
悩
の
末
「
神
経
衰
弱
」
に

な
る
彼
に
く
ら
べ
、
「
彼
女
」
は
「
莫
迦
」
で
「
下
等
」
な
「
た
し
な
め
」
ら
れ
る
べ
き
女
性
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
ん
な
女
と
性
欲
本
意
の
関
係
を
持
っ
た
の
は
他
で
も
な
い
自
分
だ
。
こ
の
こ
と
が
彼
に
一
層
の
「
嫌
悪

の
感
情
」
を
抱
か
せ
る
。
子
を
つ
れ
た
彼
女
の
姿
を
見
る
た
び
に
、
自
分
の
抑
制
で
き
な
い
性
欲
が
ひ
き
お
こ
し
た
「
今
更
ど

う
と
も
す
る
事
の
出
来
な
い
」
事
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
性
欲
へ
の
憎
悪
が
そ
の
ま
ま
「
彼
女
」
に
向
け
ら
れ
て

ゆ
く
の
だ
。
そ
の
為
、
彼
女
の
言
動
が
必
ず
し
も
い
つ
も
彼
へ
の
敵
対
心
に
満
ち
て
は
い
な
い
の
に
（
寧
ろ
「
母
親
ら
し
い
機

嫌
の
い
い
声
」
で
進
一
を
あ
や
し
て
い
た
り
、
不
機
嫌
な
「
私
」
に
邪
樫
に
さ
れ
て
も
辛
抱
し
て
い
た
り
す
る
）
、
彼
は
彼
女

が
部
屋
に
や
っ
て
来
る
た
び
に
「
一
種
の
気
ま
ず
い
気
分
」
に
陥
る
の
で
あ
る
。
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三
　
　
「
愛
」
の
陥
穽

　
自
ら
の
抑
制
で
き
な
い
性
欲
へ
の
嫌
悪
、
そ
れ
は
「
波
の
上
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。
愛
し
て
い
な
い
妻
と
の
間
に
第

二
子
ま
で
も
う
け
て
し
ま
っ
た
「
僕
」
は
、
伊
豆
方
面
へ
向
か
う
船
上
で
「
1
兄
」
に
宛
て
て
手
紙
を
書
く
が
、
そ
の
中



に
こ
う
あ
る
。

あ
る
日
、
君
か
ら
僕
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
を
借
り
て
来
た
。
君
が
是
非
読
め
と
云
っ
て
、
僕

に
勧
め
た
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
か
ら
云
え
ば
、
実
際
僕
に
は
堪
ら
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
屹
度
、

僕
ぐ
ら
い
あ
の
作
に
よ
っ
て
、
恐
ろ
し
い
打
撃
を
受
け
た
人
間
は
、
そ
ん
な
に
沢
山
は
い
な
か
ろ
う
と
思
う
。
（
中
略
）

あ
あ
云
う
渦
巻
の
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
あ
の
作
は
何
の
解
決
の
光
も
与
え
な

い
。
ー
唯
傷
に
塩
だ
。

学習院大学人文科学論集V1【（1998）

　
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
強
烈
な
性
欲
嫌
悪
、
女
性
嫌
悪
に
ど

ぎ
つ
く
彩
ら
れ
た
短
篇
だ
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
性
モ
ラ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
を
基
本
と
し
て
い
る
。
彼
の
晩
年
の
不
幸
は
、
パ
ウ
ロ

の
よ
う
に
妥
協
的
な
婚
姻
肯
定
を
も
許
せ
ず
、
ま
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
婚
姻
観
な
ど
に
は
全
く
共
感
で
き
な
か
っ
た
点
に
あ

る
。
彼
は
そ
の
主
張
の
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
性
の
価
値
観
、
す
な
わ
ち
性
の
罪
悪
視
と
禁
欲
主
義
を
極
端
に
お
し

す
す
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
主
張
が
、
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
と
い
う
妻
殺
し
の
男
の
口
を
借
り
て
ま
く
し
た
て
ら
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
だ
。
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
は
性
欲
を
、
そ
し
て
世
の
中
が
容
認
し
て
い
る
「
放
蕩
」
は
勿
論

恋
愛
や
結
婚
生
活
の
欺
隔
を
憎
悪
し
、
性
交
に
よ
っ
て
男
は
女
を
「
殺
し
て
」
い
る
の
だ
と
彼
は
断
言
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

男
に
搾
取
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
挙
げ
句
単
な
る
「
物
」
扱
い
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
復
讐
と
し
て
、
女
は
性
欲
を

通
し
て
男
を
す
っ
か
り
支
配
し
て
し
ま
う
の
だ
と
も
言
う
。
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
が
分
析
し
て
見
せ
た
よ
う
に
、
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
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フ
が
妻
を
殺
し
た
の
は
、
「
彼
女
を
本
来
あ
る
べ
き
位
置
」
「
即
ち
、
自
分
の
欲
求
を
持
た
ぬ
、
疑
う
余
地
な
く
物
体
で
あ
る
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

置
」
に
戻
す
行
為
だ
っ
た
。
「
男
が
欲
す
る
の
は
、
人
間
と
し
て
の
女
で
は
な
く
、
性
交
」
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
僕
」
が
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
に
「
反
抗
心
」
を
か
き
た
て
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
自
分
が
「
あ
あ
云
う
渦
巻

の
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
者
」
だ
か
ら
だ
。
性
的
存
在
と
し
て
の
妻
と
、
欺
隔
に
気
付
い
て
い
る
の
に
性
欲
を
制
御
で
き

な
い
自
分
と
を
憎
悪
す
る
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
に
、
「
僕
」
は
自
ら
の
姿
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
女
を
物
扱

い
す
る
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
の
非
を
見
抜
き
批
判
す
る
だ
け
の
能
力
は
「
僕
」
に
は
な
い
。
第
二
に
、
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
が

「
恋
愛
」
、
近
代
西
欧
市
民
文
化
の
母
胎
と
な
っ
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
事
へ
の
反
発
が
考
え

ら
れ
る
。
「
僕
」
は
「
愛
」
に
よ
っ
て
全
て
が
解
決
す
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。
み
つ
子
の
態
度
や
感
情
も
、
自
分
に
「
本
当

の
愛
」
が
あ
れ
ば
矯
正
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
す
ら
思
っ
て
い
る
。
そ
の
「
僕
」
に
と
り
、
恋
愛
の
崇
高
さ
ま
で
否
定
し
さ
る
ポ

ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
の
主
張
が
「
不
愉
快
な
、
い
や
な
」
も
の
で
し
か
な
い
の
は
当
然
だ
。
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
と
は
、

「
そ
っ
ち
に
行
く
と
、
溝
に
落
ち
る
ぞ
、
こ
う
云
っ
て
、
此
人
生
の
危
険
区
域
の
入
口
に
立
札
を
し
て
い
る
」
作
品
だ
と
言
う

「
僕
」
が
、
「
危
険
区
域
」
で
は
な
い
場
所
ー
「
愛
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
幸
福
な
男
女
が
い
る
場
所
の
存
在
を
無

批
判
に
前
提
と
し
て
い
る
事
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
信
念
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
が
た
め
に
、
彼
等
夫
婦
は
「
一
層

の
不
幸
」
に
転
落
し
て
ゆ
く
の
だ
。
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「
仕
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」
を
す
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男
・
支
え
る
女

学習院大学人文科学論集VII（1998）

　
始
め
に
私
は
広
津
の
三
作
品
に
白
樺
派
的
な
モ
ラ
ル
を
見
出
せ
る
と
述
べ
た
が
、
次
に
そ
の
こ
と
を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に

す
る
。

　
一
節
か
ら
三
節
ま
で
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
広
津
の
三
作
品
の
「
私
」
は
「
ほ
ん
と
う
の
愛
」
の
存
在
を
無
条
件
に
信

じ
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
敢
え
て
「
世
俗
的
な
」
解
決
は
と
ら
ず
、
絶
望
的
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
犯
し
た
「
罪
」
を

償
お
う
と
努
力
す
る
。
そ
う
し
て
「
責
任
」
を
一
身
に
ひ
き
う
け
た
結
果
「
不
愉
快
な
」
生
活
に
突
入
し
て
も
、
「
と
に
か
く

仕
事
が
し
た
い
」
と
ペ
ン
を
執
る
創
作
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
の
理
想
は
、
「
愛
」
を
結
婚
の
第
一
条
件
に
す
え
自
分

の
「
仕
事
」
の
よ
き
理
解
者
と
な
る
妻
と
愉
快
な
家
庭
を
築
く
こ
と
だ
っ
た
。

　
先
に
も
引
用
し
た
が
、
「
私
」
は
「
師
崎
行
き
」
で
結
婚
相
手
と
な
る
女
性
に
対
す
る
教
養
、
容
貌
、
性
質
の
三
つ
に
も
わ

た
る
要
求
を
羅
列
し
て
い
た
。
容
貌
、
性
質
は
と
も
か
く
、
妻
に
夫
の
〈
仕
事
〉
へ
の
理
解
や
共
感
を
求
め
る
の
は
ご
く
近
代

的
な
発
想
だ
と
い
え
る
。
志
賀
の
「
大
津
順
吉
」
の
中
に
は
順
吉
が
日
記
に
、
千
代
は
「
自
分
と
自
分
の
仕
事
を
解
す
る
や
う

な
女
で
な
い
と
云
ふ
気
」
が
す
る
か
ら
自
分
は
恋
を
う
ち
あ
け
る
気
に
な
ら
な
い
の
で
は
と
記
す
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
武
者
小

路
実
篤
の
『
お
目
出
た
き
人
』
（
落
陽
堂
刊
M
4
4
・
2
）
『
世
間
知
ら
ず
』
（
落
陽
堂
刊
M
4
5
・
1
1
）
に
は
「
仕
事
」
の
助
力
者

と
し
て
女
性
を
求
め
る
青
年
が
描
か
れ
て
い
る
。
特
に
武
者
小
路
の
場
合
は
こ
の
傾
向
は
強
く
、
大
正
八
年
の
作
品
「
友
情
」

（
T
8
・
1
0
・
1
6
～
1
2
・
1
1
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
夕
刊
に
連
載
。
翌
九
年
四
月
以
文
社
か
ら
単
行
本
刊
行
）
に
至
っ
て
も
、
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〈
仕
事
〉
の
助
力
者
と
し
て
の
力
を
女
性
の
中
に
見
出
す
青
年
が
登
場
す
る
。

　
〈
仕
事
〉
を
す
る
男
ー
こ
の
〈
仕
事
〉
と
は
事
業
・
実
業
で
は
な
く
＜
芸
術
〉
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
に
幸
福

を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
ー
と
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
助
け
支
え
る
恋
人
（
乃
至
は
妻
）
と
い
う
設
定
は
、
『
白
樺
』
に
よ

く
み
ら
れ
る
話
型
で
あ
る
。
「
師
崎
行
き
」
が
発
表
さ
れ
た
大
正
七
年
以
前
だ
け
で
も
、
小
泉
鐵
「
婚
約
よ
り
結
婚
ま
で
（
或

る
男
の
手
紙
）
」
（
第
七
年
十
二
月
号
T
5
・
1
2
）
新
城
和
一
「
苦
し
み
の
中
に
歩
め
」
（
第
八
年
一
月
号
T
6
・
1
～
第
八
年

十
二
月
号
T
6
．
1
2
全
六
回
）
尾
崎
喜
八
「
空
想
家
」
（
第
九
年
一
月
号
T
7
・
1
）
等
、
状
況
設
定
は
微
妙
に
異
な
る
が
、

芸
術
を
一
生
の
〈
仕
事
〉
と
し
て
（
小
説
家
や
画
家
が
多
い
）
そ
の
為
に
勘
当
さ
れ
た
り
周
囲
の
無
理
解
に
さ
ら
さ
れ
た
り
し

て
い
る
男
ー
彼
等
は
そ
の
〈
仕
事
〉
の
性
質
上
、
自
身
も
絶
え
ず
〈
成
長
〉
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
ー
が
、
恋
人
や
妻
の
い

た
わ
り
に
支
え
ら
れ
て
日
々
〈
仕
事
〉
の
完
成
に
励
む
、
ま
た
は
そ
う
い
っ
た
女
性
を
求
め
る
と
い
う
型
は
共
通
し
て
い
る
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
長
與
善
郎
の
「
彼
等
の
運
命
」
（
T
4
・
1
か
ら
T
5
・
1
に
か
け
て
『
白
樺
』
に
断
続
的
に
連
載
さ

れ
た
長
編
小
説
）
だ
。
「
彼
等
の
運
命
」
の
主
人
公
、
榊
原
禮
雄
は
創
作
家
で
あ
り
、
「
仕
事
を
す
る
為
に
生
ま
れ
た
」
「
天
才
」

だ
と
さ
れ
る
。
禮
雄
の
妻
久
子
は
、
世
間
に
認
め
ら
れ
な
い
夫
を
時
に
慰
め
時
に
鼓
舞
し
て
、
「
世
界
」
を
「
貴
方
は
屹
度
今

に
征
服
な
さ
つ
て
よ
」
と
ま
で
言
う
。
禮
雄
だ
け
で
な
く
、
先
に
挙
げ
た
『
白
樺
』
掲
載
の
小
説
に
登
場
す
る
主
人
公
た
ち
も

一
様
に
女
性
か
ら
の
「
愛
」
に
満
ち
た
共
感
と
助
力
と
尊
敬
を
望
ん
で
お
り
、
広
津
の
三
作
品
の
主
人
公
も
実
は
彼
等
と
同
系

列
に
属
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
、
注
意
し
て
お
き
た
い
点
が
一
つ
あ
る
。
白
樺
派
を
は
じ
め
大
正
期
の
文
学
に
み
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
変
奏
は
、
「
愛
」
を
強
調
し
た
り
女
性
に
も
知
性
を
求
め
た
り
す
る
た
め
に
、
一
見
女
性
と
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
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ッ
プ
を
築
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
彼
等
が
要
求
す
る
の
は
、
た
ゆ
ま
ざ
る

〈
成
長
〉
を
希
求
す
る
夫
・
恋
人
の
く
仕
事
V
へ
の
、
知
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
理
解
と
尊
敬
と
い
う
新
た
な
奉
仕
に
す
ぎ
な

い
。
「
暗
夜
行
路
」
前
編
の
「
女
は
生
む
こ
と
。
男
は
仕
事
。
そ
れ
が
人
間
の
生
活
だ
」
と
い
う
時
任
謙
作
の
言
葉
を
待
つ
ま

で
も
な
く
、
前
掲
の
『
白
樺
』
に
掲
載
さ
れ
た
諸
作
に
し
て
も
男
が
恋
人
・
妻
に
求
め
る
の
は
、
夫
へ
の
信
頼
は
勿
論
、
愛
と

い
た
わ
り
と
に
満
ち
た
居
心
地
の
よ
い
家
庭
を
用
意
す
る
事
で
あ
っ
た
。
「
彼
等
の
運
命
」
の
禮
雄
は
、
女
と
は
「
蔭
に
あ
っ

て
間
接
に
男
の
人
類
性
を
補
佐
す
る
」
も
の
だ
と
断
言
し
、
妻
に
「
良
い
家
婦
」
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

　
広
津
の
三
作
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
「
師
崎
行
き
」
に
「
私
は
「
酒
屋
」
の
お
そ
の
の
や
う
な
女
を
心
に
描
い
た
。
そ
し

て
み
つ
子
が
お
そ
の
の
や
う
な
女
だ
つ
た
ら
、
な
ど
と
考
へ
た
」
と
あ
る
。
「
「
酒
屋
」
の
お
そ
の
」
と
は
、
所
謂
「
三
勝
半
七

も
の
」
の
「
艶
姿
女
舞
衣
」
の
お
園
で
あ
る
。
お
園
の
夫
・
半
七
は
、
お
園
を
厭
い
家
に
寄
り
つ
か
ず
遊
女
三
勝
と
の
間
に
子

ま
で
な
し
て
い
る
。
そ
の
為
に
勘
当
さ
れ
た
半
七
は
、
三
勝
を
岡
惚
れ
す
る
善
兵
衛
と
贋
金
を
め
ぐ
る
諄
い
の
末
、
彼
を
殺
し

罪
人
と
な
る
。
半
七
は
お
園
に
愛
想
尽
か
し
を
言
い
渡
し
、
三
勝
と
心
中
す
べ
く
失
踪
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
察
し
た
お
園
が

半
七
の
身
を
案
じ
て
嘆
く
場
面
が
「
酒
屋
の
段
」
だ
。
お
園
は
夫
を
心
底
愛
し
て
お
り
、
夫
が
三
勝
と
そ
い
と
げ
ら
れ
な
か
っ

た
の
は
自
分
が
い
た
か
ら
だ
と
自
ら
を
責
め
る
。
み
つ
子
も
、
夫
が
ど
う
で
あ
れ
そ
の
心
情
を
汲
ん
で
自
分
を
責
め
て
や
ま
な

い
、
貞
淑
で
い
ち
ら
し
い
「
お
そ
の
」
の
よ
う
な
女
で
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
、
と
「
私
」
は
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
波
の

上
」
で
、
み
つ
子
が
妻
と
な
っ
て
「
僕
」
の
両
親
を
ま
じ
え
た
五
人
家
族
の
生
活
が
始
ま
る
と
、
「
僕
」
は
両
親
へ
の
絶
対
的

服
従
と
尊
敬
を
み
つ
子
に
も
強
い
、
抵
抗
を
示
す
彼
女
を
「
教
育
」
し
直
そ
う
と
企
て
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
「
平
和
な
、
し
ず

か
な
生
活
」
を
望
ん
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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芸
術
家
の
夫
た
ち
は
彼
等
の
た
め
に
良
質
な
〈
実
生
活
〉
を
用
意
す
る
役
割
を
、
何
故
妻
た
ち
に
要
求
し
た
の
か
。
同
時
代

の
良
妻
賢
母
教
育
思
想
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
正
六
・
七
年
ご
ろ
か
ら
し
ば
し
ば

取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
創
作
家
と
生
活
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
が
こ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〈
芸
術
〉
が
そ
の
作
者
の
〈
人
格
〉
を
如
実
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
の
〈
人
格
〉
を
つ
く
り
あ
げ
る
日
々

の
生
活
、
す
な
わ
ち
〈
実
生
活
〉
と
〈
芸
術
〉
も
不
可
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
〈
芸
術
〉
も
し
く
は
芸
術
家
と

く
実
生
活
V
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
が
、
作
家
や
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え

ば
、
里
見
弾
は
「
「
己
れ
を
言
い
現
し
度
い
」
衝
動
」
に
よ
っ
て
「
芸
術
制
作
」
を
試
み
て
い
る
う
ち
に
「
段
々
書
く
と
い
ふ

事
と
、
生
活
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
切
つ
て
も
切
れ
な
い
関
係
を
有
つ
て
来
る
。
殆
ど
一
つ
の
も
の
に
な
つ
て
来
」
て
、
「
善

い
制
作
を
得
る
に
は
、
善
い
生
活
が
必
須
な
物
だ
と
実
感
さ
れ
て
来
る
」
よ
う
に
な
る
と
言
う
。
そ
の
た
め
「
善
い
制
作
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

よ
う
と
す
る
要
求
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
善
い
生
活
を
し
よ
う
と
い
ふ
要
求
」
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
有
島
武
郎

は
、
古
今
を
通
じ
て
の
偉
大
な
芸
術
は
「
最
も
健
や
か
な
高
い
常
識
が
生
ん
だ
」
の
で
あ
り
、
「
芸
術
家
は
そ
の
思
想
生
活
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

於
て
も
実
生
活
に
於
て
も
最
上
の
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
よ
き
芸
術
家
の
条
件
は
、
〈
実
生
活
〉
の
充
実
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
〈
境
遇
〉
で
あ
っ
た
。
当

時
の
作
家
た
ち
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
豊
島
與
志
雄
は
「
本
当
の
勝
利
は
、
自
分
の
運
命
に
勝
ち
、
自
分

の
運
命
を
支
配
す
る
こ
と
で
す
。
本
当
の
人
間
は
、
自
分
の
運
命
に
勝
つ
こ
と
が
出
来
ま
す
。
況
ん
や
そ
の
一
小
部
分
の
境
遇

を
や
で
す
。
自
分
に
力
が
あ
れ
ば
、
境
遇
な
ん
か
は
ど
う
に
で
も
、
変
へ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
る
で
せ
う
」
と
断
言
し
て
揮
ら
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な
い
。
長
與
善
郎
は
「
強
い
人
間
は
い
ろ
く
の
災
厄
に
対
し
て
そ
れ
を
切
り
抜
け
て
行
く
許
り
で
な
く
、
却
つ
て
そ
れ
に
よ

っ
て
経
験
を
味
ひ
、
知
識
と
修
養
と
を
獲
て
生
長
さ
へ
し
ま
す
。
そ
し
て
自
分
の
生
活
を
正
し
く
し
、
運
命
を
獲
る
許
り
で
な

く
、
他
人
の
生
活
や
、
運
命
に
も
善
い
影
響
を
与
へ
」
る
と
し
て
、
「
か
〉
る
人
に
と
つ
て
は
境
遇
は
一
層
積
極
的
な
意
味
を

持
つ
て
来
ま
す
。
境
遇
が
生
か
さ
れ
て
き
ま
す
。
境
遇
の
奴
隷
で
は
な
く
、
境
遇
の
支
配
者
に
な
り
ま
す
」
と
言
い
、
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
5

意
志
の
力
に
よ
っ
て
「
境
遇
」
や
「
運
命
」
を
変
え
る
の
が
「
天
才
」
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
〈
境
遇
〉
と
は
必

ず
し
も
経
済
的
な
貧
困
さ
を
さ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
安
逸
を
貧
る
怠
惰
な
生
活
を
生
み
や
す
い
裕
福
さ
も
、
警

戒
す
べ
き
〈
境
遇
〉
で
あ
っ
た
。
無
論
、
多
く
の
作
家
達
に
と
っ
て
は
〈
境
遇
〉
の
問
題
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
貧
困
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
も
そ
の
〈
境
遇
〉
を
打
破
す
る
の
は
自
身
の
「
信
念
」
と
さ
れ
た
。

　
し
か
し
こ
う
い
っ
た
精
神
論
だ
け
で
は
く
実
生
活
V
の
煩
雑
さ
は
の
り
き
れ
な
い
。
ま
し
て
「
仕
事
」
に
没
頭
す
る
こ
と
が

第
一
の
「
芸
術
」
家
で
あ
る
。
彼
等
に
は
く
実
生
活
V
を
居
心
地
よ
い
も
の
に
し
て
く
れ
、
世
間
に
認
め
ら
れ
な
い
彼
等
を
励

ま
し
て
く
れ
る
助
力
者
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
恋
人
で
あ
り
妻
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
波
の
上
」
の
「
僕
」
も
、
「
ほ
ん
と
う
に
佳
い
作
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
僕
の
現
在
の
生
活
が
、
一
変
し
て

来
な
け
れ
ば
駄
目
な
の
だ
」
、
「
下
ら
な
い
ま
わ
り
道
を
し
て
い
た
生
活
を
、
真
直
ぐ
に
直
す
こ
と
さ
え
出
来
れ
ば
、
僕
に
も
、

此
人
生
に
向
っ
て
、
何
事
か
の
仕
事
を
す
る
気
が
出
て
来
る
」
と
言
い
、
よ
い
〈
仕
事
〉
と
よ
い
〈
生
活
〉
を
直
結
さ
せ
て
い

る
。
彼
の
場
合
、
「
佳
い
作
」
を
生
み
出
す
〈
生
活
〉
を
築
く
こ
と
と
は
、
現
在
の
愛
の
な
い
「
不
愉
快
な
生
活
」
を
改
善
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
が
み
つ
子
と
別
れ
た
い
と
い
う
自
分
の
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
よ
り
よ
い
〈
仕

事
〉
の
為
に
よ
り
よ
い
〈
生
活
〉
を
目
指
そ
う
と
す
る
の
と
同
じ
克
己
心
か
ら
だ
っ
た
の
だ
。
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「
師
崎
行
き
」
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
は
貧
し
く
絶
望
的
な
日
々
を
綴
っ
て
い
る
為
に
、
一
見
す
る
と
自
然
主
義
的
色
彩
の

濃
い
小
説
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
く
読
む
と
、
過
失
・
困
難
に
直
面
す
る
↓
そ
れ
を
克
服
す
る
↓
よ
り
高
次
レ
ベ
ル
の
人

格
・
生
活
↓
よ
り
よ
い
創
作
と
い
う
白
樺
派
的
な
克
己
の
法
則
を
主
人
公
が
忠
実
に
な
ぞ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

つ
ま
り
こ
の
三
作
品
に
は
克
己
の
ド
ラ
マ
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
三
作
品
に
描
か
れ
る
克
己
の
ド
ラ
マ
と
は
、
「
低

級
な
」
性
欲
の
過
ち
を
犯
し
た
自
分
、
そ
の
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
自
分
、
ま
た
そ
ん
な
風
に
自
分
を
導
い
た
「
宿
命
」

（
す
な
わ
ち
〈
運
命
〉
）
と
現
在
の
〈
境
遇
〉
と
を
「
意
志
の
力
」
で
克
服
し
、
一
段
上
の
く
実
生
活
V
と
そ
こ
か
ら
作
り
出

さ
れ
る
「
佳
い
作
」
を
目
指
す
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
克
己
心
と
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
と
が
交
わ
っ
て
生
じ
た
の
が
彼
の
倫
理

的
苦
悩
で
あ
る
。
創
作
家
と
し
て
の
苦
悩
と
、
男
性
と
し
て
の
苦
悩
と
が
く
生
活
V
を
懸
け
橋
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
た
め

に
、
誠
実
な
男
性
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
誠
実
な
創
作
家
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
「
私
」
の
目
標
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
こ
の

愛
の
な
い
不
愉
快
な
夫
婦
生
活
を
改
善
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
「
佳
い
作
」
を
生
み
出
す
た
め
に
「
な
っ
て
い

な
い
」
自
分
を
人
格
的
に
生
長
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
金
子
明
雄
氏
は
長
與
の
「
盲
目
の
川
」
と
「
彼
等
の
運
命
」
の
二
つ
の
自
叙
伝
的
小
説
の
語
り
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
が
「
書

き
続
け
て
い
る
現
在
（
小
説
世
界
か
ら
見
れ
ば
未
来
）
に
向
け
て
「
終
わ
り
の
な
い
結
末
」
を
示
し
て
」
お
り
、
「
書
か
れ
た

小
説
と
書
き
つ
つ
あ
る
作
者
と
の
関
係
を
包
括
し
た
メ
タ
小
説
」
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
「
物
語
世
界
は

そ
こ
に
直
接
描
か
れ
て
い
な
い
現
在
の
長
与
の
「
生
長
」
に
い
た
る
軌
跡
で
あ
り
、
現
在
の
作
者
の
実
生
活
と
物
語
世
界
と
の

相
互
参
照
を
読
解
の
コ
ー
ド
と
す
る
。
こ
の
構
図
の
中
で
創
作
を
続
け
る
限
り
（
中
略
）
限
り
な
い
「
生
長
」
と
い
う
「
終
わ
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レ

れ
な
い
物
語
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
」
。

　
長
與
の
二
作
品
の
よ
う
な
語
り
こ
そ
も
た
な
い
が
、
広
津
と
彼
の
三
作
も
同
様
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
実
際
に
三
作

品
は
ま
さ
し
く
「
終
わ
り
の
な
い
結
末
」
を
持
っ
て
い
る
。
「
や
も
り
」
は
知
多
半
島
の
海
浜
病
院
に
い
る
父
の
も
と
へ
向
け

て
「
私
」
が
出
発
す
る
場
面
、
「
東
京
駅
の
中
央
の
大
時
計
は
、
丁
度
十
一
時
二
十
分
を
指
し
て
い
た
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。

「
波
の
上
」
の
末
尾
は
「
そ
れ
で
は
又
下
田
に
行
っ
た
ら
、
こ
ん
な
不
愉
快
な
手
紙
で
は
な
い
、
も
っ
と
快
活
な
手
紙
を
書
こ

う
。
さ
よ
う
な
ら
。
1
（
汽
船
中
に
て
）
」
と
な
っ
て
お
り
、
奇
し
く
も
二
作
と
も
旅
の
途
中
で
終
わ
っ
て
い
る
。
「
師
崎
行

き
」
は
父
親
の
助
言
で
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
受
け
て
当
然
発
せ
ら
れ
る
べ
き
「
私
」
の
答
え
（
決
意
）
は
書
か
れ

ず
、
具
体
的
な
解
決
は
遅
延
さ
れ
て
い
る
。
い
う
な
れ
ば
、
三
作
と
も
「
私
」
の
、
予
定
さ
れ
る
未
来
の
〈
成
長
〉
を
期
待
さ

せ
て
と
り
あ
え
ず
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
終
わ
れ
な
い
物
語
」
は
、
広
津
が
「
み
つ
子
」
の
モ
デ
ル
と
な

っ
た
妻
・
ふ
く
と
完
全
な
別
居
（
籍
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
っ
た
の
で
正
式
な
離
婚
で
は
な
い
）
と
い
う
具
体
的
な
解
決
に
踏

み
切
っ
た
大
正
八
年
十
二
月
末
を
境
に
、
書
か
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
時
点
で
広
津
は
「
限
り
な
い
「
生
長
」
」
を
希
求

す
る
物
語
を
書
く
た
め
の
動
機
を
喪
失
し
た
の
だ
。

1
　
そ
の
最
た
る
も
の
の
例
が
槙
林
滉
二
「
初
期
の
広
津
和
郎
ー
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
排
斥

　
S
4
1
・
5
）
で
あ
ろ
う
。

2
　
白
鳥
か
ら
受
け
た
影
響
に
就
い
て
の
、
広
津
自
身
に
よ
る
最
初
の
言
及
は
「
私
の
好
き
な
白
鳥
氏
」

　
者
の
感
想
』
（
T
9
・
3
聚
英
閣
）
収
録
時
に
「
正
宗
白
鳥
小
論
」
と
改
題
。

」
（
『
近
代
文
学
試
論
』
第
一
号

（
T
6
・
1
『
文
章
世
界
』
）
。
『
作
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3
　
「
私
小
説
」
の
語
が
宇
野
浩
二
に
よ
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
る
の
が
大
正
九
年
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
今
回
扱
う
広
津
の
作
品
が
発
表

　
さ
れ
た
大
正
七
年
～
八
年
に
は
「
私
小
説
」
な
る
語
は
勿
論
、
観
念
さ
え
な
い
。
同
時
代
の
読
者
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の

　
「
私
小
説
」
と
い
う
枠
組
み
で
広
津
の
小
説
を
読
ん
で
は
い
な
い
。
ま
た
中
村
友
・
宗
像
和
重
両
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
大
正
九
年

　
末
ご
ろ
の
「
私
小
説
」
或
い
は
「
私
は
小
説
」
の
語
は
、
大
正
十
三
年
以
降
の
そ
れ
と
は
異
な
り
否
定
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い

　
た
。
（
中
村
友
「
大
正
期
私
小
説
論
に
ま
つ
わ
る
覚
書
一
」
『
学
苑
』
4
4
5
号
S
5
3
・
1
。
宗
像
和
重
「
大
正
九
年
の
「
私
小
説
」
論
」

　
『
学
術
研
究
　
国
語
国
文
学
編
3
2
号
』
S
5
8
を
参
照
。
）

4
　
初
期
の
志
賀
直
哉
と
『
奇
蹟
』
同
人
た
ち
と
の
個
人
的
な
交
流
（
舟
木
重
雄
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
回
覧
雑
誌
『
稲
風
』
の
朗
読
会
な
ど

　
に
志
賀
が
顔
を
出
し
て
お
り
、
そ
こ
で
広
津
と
も
知
り
合
っ
た
）
に
つ
い
て
は
、
既
に
瀬
沼
茂
樹
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
氏
は
『
奇
蹟
』
は

　
「
消
息
欄
に
舟
木
の
友
人
で
あ
る
山
脇
信
徳
、
九
里
四
郎
ら
洋
画
家
の
消
息
を
伝
え
、
『
白
樺
』
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
」
る
と
い
う

　
指
摘
も
し
て
い
る
。
（
『
日
本
文
壇
史
2
2
　
明
治
文
壇
の
残
照
』
講
談
社
S
5
3
・
3
）
ま
た
石
割
透
氏
の
論
に
も
『
奇
蹟
』
と
志
賀
の
初
期

　
作
品
と
の
接
点
に
関
す
る
指
摘
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
広
津
、
葛
西
善
蔵
、
相
馬
泰
三
、
光
用
穆
ら
が
『
奇
蹟
』
に
発
表
し
た
諸
作
と
、
志

　
賀
の
「
剃
刀
」
「
濁
つ
た
頭
」
と
の
共
通
点
：
「
異
常
な
心
理
」
「
病
的
な
神
経
に
塗
り
込
め
ら
れ
た
」
作
風
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て

　
い
る
。
（
有
精
堂
H
6
・
6
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
　
近
代
編
』
第
二
部
第
5
章
2
「
『
奇
蹟
』
と
そ
の
周
辺
」
）

5
　
こ
の
辺
り
の
事
情
は
大
野
亮
司
「
神
話
の
生
成
ー
志
賀
直
哉
・
大
正
五
年
前
後
1
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
5
2
集
　
H
7
・
5
）

　
「
”
我
等
の
時
代
の
作
家
”
ー
「
和
解
」
前
後
の
志
賀
直
哉
イ
メ
ー
ジ
ー
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
1
9
9
7
・
7
）
及
び
山
本

　
芳
明
「
大
正
六
年
－
文
壇
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
4
1
輯
　
1
9
9
4
）
に
詳
し
く
論
じ
ら

　
れ
て
い
る
。
ま
た
、
広
津
も
志
賀
の
神
格
化
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
事
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

6
　
「
師
崎
行
き
」
は
『
握
手
』
（
天
祐
社
刊
T
8
・
3
）
所
収
時
に
「
師
崎
行
」
と
表
記
を
改
め
ら
れ
、
同
時
に
本
文
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

　
改
め
ら
れ
た
。
多
く
は
漢
字
や
句
読
点
、
送
り
が
な
な
ど
の
修
正
で
あ
る
が
、
本
文
末
尾
の
「
私
」
の
父
の
科
白
が
「
し
か
し
こ
れ
は
私

　
の
考
へ
だ
。
」
か
ら
「
し
か
し
こ
れ
は
私
だ
け
の
希
望
だ
。
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
る
。
初
出
時
の
同
時
代
評
を
用
い
て
論

　
を
進
め
る
本
稿
の
性
質
上
、
今
回
は
「
師
崎
行
き
」
だ
け
初
出
稿
で
論
じ
る
。
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
は
『
明
る
み
へ
』
（
新
潮
社
刊
T

　
8
・
7
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
中
央
公
論
社
版
の
本
文
で
も
差
し
支
え
な
い
と
判
断
し
た
。

7
　
こ
の
「
復
活
」
の
モ
ラ
ル
は
武
者
小
路
実
篤
を
は
じ
め
里
見
諄
、
志
賀
直
哉
ら
の
初
期
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
武
者
小
路
の
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「
彼
」
（
M
4
1
・
4
警
醒
社
書
店
刊
『
荒
野
』
所
収
）
、
弾
の
「
君
と
僕
」
（
初
出
T
2
・
4
～
7
『
白
樺
』
）
な
ど
が
そ
の
良
い
例
だ
ろ

　
う
。

8
　
　
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』
第
一
号
（
T
5
・
9
・
0
1
第
一
版
。
9
・
1
2
再
版
、
1
0
・
0
6
三
版
）
の
記
事
「
余
は
如
何
に
し
て
ト
ル
ス
ト
イ

　
を
知
り
、
或
は
之
に
傾
倒
す
る
に
至
り
た
る
乎
。
（
諸
家
よ
り
得
た
る
回
答
）
」
で
は
十
二
人
中
四
人
ま
で
が
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ

　
タ
」
に
感
動
さ
せ
ら
れ
た
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
四
人
と
は
久
米
正
雄
、
小
山
内
薫
、
阿
部
能
成
、
江
馬
修
で
あ
り
、
久
米
は
民
友
社
版

　
「
国
民
小
説
」
所
収
の
も
の
（
未
見
）
を
、
小
山
内
は
紅
葉
訳
（
M
2
7
・
8
～
7
『
国
民
之
友
』
掲
載
の
も
の
か
）
、
能
成
は
阿
部
次
郎

　
訳
の
も
の
（
未
見
）
を
読
ん
だ
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
評
論
や
一
般
投
稿
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る

　
こ
の
時
期
の
ト
ル
ス
ト
イ
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
「
慈
父
」
や
老
賢
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
（
第
二
号
T
5
・
1
0
「
青
年
諸
家
の
ト
ル
ス
ト
イ
に

　
対
す
る
感
想
」
等
を
参
照
）
だ
が
、
必
ず
し
も
聖
人
君
子
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
「
理
想
と
現
実
と
の
悪
戦
苦
闘
を
続
け
」
死
ぬ
ま
で

　
「
青
年
ら
し
く
生
き
た
」
人
物
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
（
第
三
号
T
5
・
1
1
石
田
三
治
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
性
欲
問
題
」
）
尚
、
大
正
期
の
ト

　
ル
ス
ト
イ
受
容
は
柳
富
子
「
大
正
期
の
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
－
仏
教
の
土
壌
の
中
で
ー
」
（
早
稲
田
大
学
比
較
文
学
研
究
室
『
比
較
文
学
年

　
誌
』
第
2
7
号
1
9
9
1
）
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
」
解
説
（
復
刻
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』
大
空
社
1
9
8
5
・
9
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い

　
る
。
個
々
の
作
家
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
は
紅
野
敏
郎
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
「
白
樺
」
派
」
（
吉
田
精
一
編
「
日
本
近
代
文
学
の
比
較

　
文
学
的
研
究
」
清
水
弘
文
堂
1
9
7
1
・
4
所
収
）
、
小
坂
晋
「
有
島
武
郎
と
ト
ル
ス
ト
イ
比
較
考
1
影
響
と
相
違
点
」
（
「
近
代
の
文
学

　
井
上
百
合
子
先
生
記
念
論
集
」
河
出
書
房
新
社
1
9
9
3
・
8
所
収
）
、
豊
田
敦
子
「
森
田
草
平
の
ト
ル
ス
ト
イ
受
容
」
（
『
学
苑
』
6
5

　
1
号
　
1
9
9
4
・
3
）
が
あ
る
。
ま
た
、
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
に
み
る
性
愛
の
キ
リ
ス
ト
教
的
罪
悪
視
が
日
本
文
学
に
ど
の

　
よ
う
に
迎
え
ら
れ
た
か
を
、
二
葉
亭
の
場
合
で
論
じ
た
先
行
研
究
に
村
上
孝
之
「
『
ク
ロ
イ
ツ
エ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
と
『
平
凡
』
ー
キ
リ
ス

　
ト
教
的
性
愛
観
へ
の
反
撃
ー
」
（
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
翫
3
8
　
1
9
9
1
・
3
）
が
あ
る
。

9
ア
ン
ド
レ
ア
・
ド
ウ
ォ
ー
キ
ン
『
イ
ン
タ
ー
コ
ー
ス
性
的
行
為
の
政
治
学
』
（
青
土
社
1
9
8
9
・
7
）
「
第
一
部
嫌
悪
」
に
拠

　
る
。

10

@
武
者
小
路
の
こ
う
い
っ
た
傾
向
を
詳
し
く
論
じ
た
先
行
研
究
に
沼
沢
和
子
「
『
お
目
出
た
き
人
』
の
恋
と
『
世
間
知
ら
ず
』
の
結
婚
」

　
（
「
男
性
作
家
を
読
む
　
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
成
熟
へ
」
新
曜
社
1
9
9
4
・
9
所
収
）
が
あ
る
。

11

@
前
掲
の
尾
崎
喜
八
の
「
空
想
家
」
の
主
人
公
・
賢
治
（
「
真
の
芸
術
家
の
生
活
」
の
実
現
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
不
本
意
な
会
社
勤
め
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を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
小
説
家
志
望
の
青
年
）
に
は
、
「
母
の
愛
と
恋
人
の
愛
」
と
の
二
つ
を
持
っ
た
年
上
の
恋
人
・
登
美
子
が
い
る
。

　
彼
女
は
「
時
々
は
彼
の
処
世
法
に
忠
告
」
を
与
え
た
り
「
彼
に
創
作
の
仕
事
を
中
絶
さ
せ
な
い
た
め
に
恋
人
た
る
事
を
拒
」
ん
だ
り
す

　
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
登
美
子
は
自
分
の
小
遣
い
を
倹
約
し
た
り
着
物
を
売
っ
た
り
し
て
賢
治
の
生
活
を
支
え
る
。
ま
た
、
小
泉
鐵
の

　
「
婚
約
よ
り
結
婚
ま
で
（
或
る
男
の
手
紙
）
」
は
そ
の
題
名
の
通
り
婚
約
者
へ
あ
て
た
男
か
ら
の
手
紙
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
が
、

　
そ
の
手
紙
の
書
き
手
は
「
僕
に
は
愛
が
な
い
結
婚
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
同
様
に
尊
敬
が
な
い
交
情
に
は
耐
え
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
手
紙
に
綴

　
り
、
婚
約
者
に
自
分
へ
の
尊
敬
を
要
求
し
て
い
る
。
彼
は
こ
う
も
書
く
。
「
僕
は
今
仕
事
に
対
す
る
欲
望
と
元
気
と
に
燃
え
て
ゐ
ま
す
。

　
　
　
マ
マ

　
今
は
真
当
に
真
実
に
ふ
れ
た
仕
事
を
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
気
が
し
て
ゐ
ま
す
。
淋
し
い
、
然
し
希
望
に
動
か
さ
れ
た
心
に
ゐ
ま
す
。
／

　
あ
な
た
を
心
か
ら
愛
す
る
自
分
の
心
は
、
又
自
分
の
仕
事
に
熱
中
す
る
欲
望
を
益
々
強
く
し
て
く
れ
ま
す
」
。
始
め
は
敬
体
で
綴
ら
れ
て

　
い
た
手
紙
も
結
婚
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
常
体
に
な
り
、
要
求
も
控
え
め
な
表
現
か
ら
直
接
的
な
表
現
へ
と
変
わ
る
。
「
僕
」
は
最
後
の
方

　
で
は
「
自
分
は
戦
う
こ
と
は
出
来
る
、
何
時
ま
で
も
戦
は
せ
て
お
く
れ
。
そ
れ
は
君
の
務
め
だ
よ
」
と
、
芸
術
家
の
夫
を
精
神
的
に
支
え

　
る
の
は
妻
の
「
務
め
」
だ
と
斜
酌
無
く
言
い
切
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
（
尚
、
こ
の
小
説
に
は
婚
約
者
か
ら
の
書
簡
は
一
文
た
り
と
も

　
書
か
れ
て
い
な
い
）

12

@
『
新
潮
』
大
正
六
年
十
月
号
の
特
集
「
余
は
如
何
な
る
要
求
に
依
り
、
如
何
な
る
態
度
に
於
い
て
創
作
を
な
す
乎
」
に
寄
せ
た
「
「
己

　
を
言
ひ
現
は
し
た
い
」
衝
動
」
か
ら
引
用
。

13

@
『
新
潮
』
大
正
七
年
二
月
号
、
特
集
「
芸
術
と
芸
術
家
の
生
活
」
に
寄
せ
た
「
芸
術
家
を
造
る
の
は
そ
の
所
謂
実
生
活
に
非
ず
」
か
ら

　
引
用
。

14

@
同
右
の
特
集
に
寄
せ
た
「
人
は
そ
の
接
触
面
か
ら
人
生
を
観
る
」
か
ら
引
用
。

15

@
同
右
の
特
集
に
寄
せ
た
「
運
命
と
仕
事
と
に
就
い
て
一
言
」
か
ら
引
用
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
長
與
の
論
理
に
就
い
て
は
金
子
明
雄

　
「
力
の
作
家
・
長
與
善
郎
－
初
期
長
編
小
説
の
構
成
力
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
三
谷
邦
明
編
『
近
代
小
説
の
〈
語
り
〉
と
〈
言
説
〉
　
双
書

　
〈
物
語
学
を
拓
く
＞
2
』
有
精
堂
1
9
9
6
・
6
所
収
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

16

@
白
樺
派
の
作
家
た
ち
の
よ
う
に
富
裕
な
家
庭
に
育
た
な
か
っ
た
江
馬
修
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
我
々
の
や
う
に
貧
し
い
も
の
は
、

　
や
は
り
こ
の
貧
し
さ
の
中
か
ら
勇
気
を
持
つ
て
出
発
し
や
う
で
は
無
い
か
」
、
そ
し
て
「
我
々
は
自
分
の
貧
し
い
境
遇
を
考
へ
て
気
に
す

　
る
よ
り
も
、
我
々
の
生
活
と
信
念
が
ど
れ
位
ま
で
一
致
し
つ
〉
進
み
つ
〉
あ
る
か
を
気
に
す
る
や
う
に
し
や
う
で
は
無
い
か
」
。
（
同
右
の
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　　　　　　　　　The　Inside　of　The　Morality

An‘Honest’Man　in　The　Early　Works　of　Kazuo　Hirotsu

Ayako，　Izume

（◎0

O
0
肖
）
＝
〉
蝋
艦
紳
誌
恢
く

　　The　early　works　of　Kazuo　Hirotsu，　which　were　published　in　1918　and　1919，“Morozaki－yuki”（1918），“Yamori”

（1919）and“Nami－no－ue”（1919）are　generally　regarded　as　materials　for　his　private　life　or　his　personality．　And　they

are　also　defined　as　a　branch　of　the　Naturalism　in　Japanese　hterature．　But　the　works　are　quite　similar　to　those　of　the

young　novelists　belonging　to　the　Shirakaba　group　in　point　of　its　morality．　These　three　novels　of　Hirotsu　have　an

outline　that　a　novelist　who　tainted　a　virgin　woman　by　his　lust　seeks　to　overcome　his　destiny　and　circumstances　by　his

power　of　will，　and　makes　an　effort　to　create　good　works．　The　novelist，　who　is　the　hero　and　narrator　of　these　three

works，　insists　that　once　a　man　has　love　affair　with　a　woman，　he　is　responsible　for　it　and　in　this　case‘responsibility’

mean・marryi・g　h…H・・h・uld・・t　q・it・carryi・g　hi・marri・g・with　hi・．ugly・nd・・arse　wif・n・噸t・・h・w　h・m・y

suffer　pain　because　he　committed　a　sin，　He　thinks　that　to　atone　for　this　sin　is　to　lead　a　quiet　and　happy　life　with　his

wife－Honesty’is　the　essential　part　of　his　morality．　And　he　seems　to　be　a　really　honest　man．　And　besides，　being　an

honest　man　is　being　an　honest　novelist　because　his　anguish　as　a　man　and　as　a　novelist　are　linked　together　with　the

word‘life’．

　　The　foremost　goal　of　this　treatise　is　to　prove　that　this　morality　was　not　only　the　character　of　Hirotsu　in　the　middle

of　Taisho　period　by　using　materials　such　as　other　novels　of　the　Shirakaba　group　and　reputations．

　　Hirotsu’s　these　three　novels　have　the　same　rule　with　one　of　the　Shirakaba　group’s　novels　which　have　a　typical　style
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9

of　self－straining　and　overcoming　obstacles．　Such　novels　have　a　certain　chart　like　this：ahero，　who　is　an　artist，　makes

an　error　or　faces　difficulties　and　overcomes　those　obstacles　with　help　from　his　wife（or　lover），and　this　experience

m・k・・lt　p・ssibl・f・・hiM　t・be　a　m・n　wh・b・・b・tt・・pers・n・1ity　and　p・i・・t・lif・th・n　h・will　be　abl・t・c・eat・b・tte「

works．　Better　works　need　a　better　life，　and　a　better　life　needs　a　better　wife　with　adoration　for　her　husband．　Therefore

the　heroes　expect　their　wives　to　support　them　in　the　hard　times　and　to　be　go’od　housekeepers　in　daily　life．　This　is　the

inside　of　the　romantic　love　ideology　in　the　Shirakaba　group，　and　of　the　morality　of　Hirotsu’s　these　three　novels．
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