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一
赤
川
学
は
、
か
つ
て
妻
の
貞
操
は
厳
し
く
求
め
ら
れ
た
が
夫

の
貞
操
は
求
め

ら
れ
な
い
ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
存
在
し
て
い
た
と

い
う
通
説
に
対
し
、

一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
の
文
献
調
査
の
結
果
、
当
時
、
少
な
く
と
も
知
識
人
の

あ
い
だ
で
は
、
男
も
妻
に
対
す
る
貞
操
を
守
る
べ
き
だ
、
と

い
う
考
え
方
が

一

般
的
で
あ

っ
た
と
し
て
訂
正
を
試
み
た
。
た
だ
、
や
は
り
こ
れ
が
、

一
時
的
な
、

か
つ
特
定
の
階
層
の
、
活
字
媒
体
を
通
し
て
の
表
現
に
過
ぎ
ず
、
実
態
は
や
は

り
ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ

っ
た
だ

ろ
う
、
か
つ
、
人
妻

の
貞
操
だ
け
が
問

題
に
さ
れ
る
姦
通
罪
が
当
時
は
存
在
し
て
い
た
、
と
い
っ
た
反
駁
を
加
え
る
こ

と
は
可
能
だ
。

し
か
し
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
も
、

こ
こ
に

一
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
少
な
く
と
も
知
識
階
級
に
お
け
る
建
前
と
し
て
の
男
の
貞
操
論
自
体
が
、

そ
の
後
消
え

て
し
ま

っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
消

え
た
の
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
赤
川
と
し
て
は
、
そ
の
後

の
、

現
代
に
至
る
性
に
関
す
る
言
説
の
調
査
に
よ

っ
て
自
ず
と
答
え
は
出
て
い
る
と

考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
太
平
洋
戦
争
後
、
昭
和
三
十
年
の

「太
陽
族
」

の
出
現
か
ら
、
次
第
に

「性
の
解
放
」
が
進
み
、
処
女
を
守
る
べ
き
か
と
か
純

潔
と
か
貞
操
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
が
ら
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
次
第

に
な
く
な
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
赤
川
の
労
作
を
通
読
し
て
、
特
に
最
後
の
ほ
う
、

つ
ま
り
昭
和
期
の
性
に
関
す
る
言
説
の
変
遷
を
辿

っ
た
部
分
に
至
り
、
い
や
で

も
気
づ
か
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
明
治

・
大
正
期
の
性
に

関
す
る
言
説
が
、
オ
ナ
ニ
ー
と
買
春
と
ど
ち
ら
が

い
い
か
、
性
欲
は
抑
え
ら
れ

る
も

の
か
ど
う
か
、
と

い
っ
た
問
題
を
扱

っ
て
、
極
め
て
真
面
目
な
口
調
、
言

い
換
え
れ
ば
大
衆
に
対
す
る
知
識
人
の
啓
蒙
的
な
口
調
で
語
ら
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
戦
後
の
そ
れ
は
、
『平
凡
パ
ン
チ
』
の
よ
う
な
若
者
向
け
週
刊
誌
の
記
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事
か
ら
、
作
家
の
エ
ッ
セ
イ
に
至
る
ま

で
、
か
な
り
露
悪
的
な
、
冗
談
半
分
の

「悪
徳
の
勧
め
」
め
い
た
口
調
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
言
説
の
質
の
変
化
は
、
性
に
関
す
る
言
説
だ
け
に
現

れ
る
現
象
で
は
な
い
。
「知
識
人
/
大
衆
」
の
区
分
が
崩
れ
、
前
者
が
後
者
を
啓

蒙
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
自
体
が
戦
後
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
活
字
表
現
に
よ
る
言
説
の
質
自
体
が
大
き
な
変
化
を
こ
う
む

っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
吉
行
淳
之
介
、
野
坂

昭
如
の
よ
う
な

「不
良
性
」
を
売
り
物

に
す
る
作
家
た
ち
が
、
か
つ
て
は
岩
野
泡
鳴
、
太
宰
治
、
檀

一
雄
の
よ
う
な
デ

カ
ダ
ン
作
家
が
、
自
嘲
を
込
め

つ
つ
語

っ
た
よ
う
な
、
文
士
の
特
権
と
し
て
の

無
頼
生
活
を
、

一
般
の
読
者
、
な
か
ん
ず
く
男
子
学
生
に
勧
め
る
と
い
う
ス
タ

イ
ル
が

一
時
的
に
隆
盛
を
見
た
の
で
あ
る
。

赤
川
は
、
明
治
期
以
後
の
性
に
関
す

る
言
説
を
網
羅
す
る
形
で
歴
史
社
会
学

的
調
査
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
リ
ス
ト
か
ら
、
文
藝
作
品
は
も
ち
ろ
ん
、
作

家
の
言
説
も
ほ
と
ん
ど
抜
け
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
は
方
法
論
上
の
問
題
で
あ

っ

て
決
し
て
手
落
ち

で
は
な
い
の
だ
が
、
先
に
述
べ
た

「真
面
目
な
言
説
」
と
、

「露
悪
的
な
言
説
」
言
い
換
え
れ
ば
、
男
性
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
世
界
の
本
音
を
率

直
に
語
る
言
説
と
の
あ

い
だ
に
は
、
「文
学
言
語
」
の
果
た
す
言
説
空
間
に
お
け

る
役
割
が
あ
る
程
度
関
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
文
学
言
語
、
あ
る
い
は
作
家

の
言
説
を
中
心
に
し
て
、
「男
の
貞
操
論
」

の
よ
う
な
も
の
が
消
滅
し
て
ゆ
く
過
程
を
辿

っ
て
み
た
い
。

二

 

明
治
二
十
三
年

一
月
、
森
林
太
郎
が
、
処
女
小
説

『舞
姫
』
を
、
『国
民
之
友
』

付
録
と
し
て
発
表
す
る
と
、
明
治
女
学
校
校
長
、
『女
学
雑
誌
』
編
集
人
の
巌
本
善

治
は
、
激
怒
し
、
『女
学
雑
誌
』
同
月
の
号
で

「撫
象
子
」
の
署
名
で
こ
う
書
い
た
。

森
林
太
郎
氏
の

「舞
姫
」
に
対
し
て
は
、
吾
れ

一
読
の
後
ち
躍
り
立
つ
迄
に

憤
ふ
り
、
亦
嘔
吐
す
る
ほ
ど
に
胸
わ
ろ
く
な
れ
り
、
鳴
呼
此
れ
大
学
才
子
留
学

の
末
路
か
、
彼
能
く
書
を
読
め
り
、
彼
よ
く
文
を
草
せ
り
、
彼
よ
く
新
聞
紙
に

ぶ

き

報
道
を
為
せ
り
、
而
し
て
彼
は
正
礼
を
履
ま
ず

一
舞
姫
に
私
通
し
、
不
正
の
児

を
挙
さ
せ
て
ク
ロ
ス
テ
ル
街
隠
四
階
の
黒
室
裏
に
恋
々
踟
踴
し
、

一
と
度
び
伯

に
招
か
る
れ
ば
犬
の
如
く
仕

へ
、
再
び
招
れ
て
軽
答
鬼
と
な
り
て
東
に
帰
ら
ん

と
す
、
其
意
志
の
弱
き
と
女
俳
優
よ
り
も
弱
く
其
操
な
き
は
商
人
よ
り
も
甚
は

だ
し
、
斬
て
彼
は
数
年
の
親
し
み
を
断
ち
、
但
し
正
義
の
為
め
に
断
つ
に
非
ず

黄
金
虚
栄
の
為
め
に
断
ち
、
彼
の
憫
れ
む
べ
き
佳
人
を
狂
な
ら
し
め
て
意
気
地

な
く
も
帰
国
の
船
に
上
り
、
船
中
又
た
く

思
ひ
出
し
て
く
よ
く

と
歎
き
其

の

次
第
を
筆
記
し
た
り
と

(後
略
)。

『舞
姫
』
は
、
石
橋
忍
月
そ
の
他
の
批
評
家
か
ら
や
は
り
非
難
を
受
け
、
森

④

が
変
名
で
答
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
い
わ
ゆ
る

「舞
姫
論
争
」
に
展
開
し
だ
が
、
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巌
本
の
文
章
は
比
較
的
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
し
、
鴎
外
も
巌
本
に
は
答

え
て
い
な
い
。
鴎
外
と
巌
本
の
あ
い
だ

で
は
、
そ
れ
以
前

に

「文
学
と
自
然
」

論
争
が
起
こ
っ
て
い
る
の
み
だ
。

巌
本
善
治
は
、
は
じ
め
農
学
を
学
ん
だ
が
、
中
村
正
直
の
影
響
下
に
婦
人
解

放
論
に
目
覚
め
、
木
村
熊
二
、
鐙
子
夫
妻
に
導
か
れ
て
受
洗
し
、
『女
学
雑
誌
』

の
発
刊
に
加
わ
り
、
木
村
夫
妻
、
植
村
正
久
ら
と
と
も
に
明
治
女
学
校
開
校
の

発
起
人
と
な
っ
た
。
ほ
ど
な
く

『女
学
雑
誌
』
が

『女
学
新
誌
』
に
取

っ
て
代

わ
り
、
初
代
編
集
人
の
近
藤
賢
三
が
退
く
と
二
代
目
編
集
長
に
な
り
、
木
村
鐙

子
の
死
に
よ

っ
て
熊
二
が
隠
棲
す
る
と
、
明
治
女
学
校
の
校
長
に
な
り
、
学
校

と
雑
誌
の
両
方
の
指
導
者
と
な

っ
た
。
私
生
活
で
は
、
英
文
学
者
の
若
松
賤
子

を
妻
と
し
た
。
当
時
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
系

の
知
識
人
が
そ
う
だ

っ
た
よ
う

に
、
巌
本
は

一
夫
多
妻
を
容
認
す
る
前
近
代
日
本
の
風
習
に
抵
抗
し
、
廃
娼
運

動
を
展
開
し
、
女
子
教
育
の
進
展
を
図

っ
た
。
明
治
七
年
に

『明
六
雑
誌
』
誌

上
に

「妻
妾
論
」
を
発
表
し
て

一
夫

一
婦
制
を
唱
え
た
森
有
礼
と
と
も
に
、
巌

本
は
初
期

「男
子
貞
操
論
」
の
両
輪
だ

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

簡
単
に
確
認
し
て
お
け
ば
、
当
時
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
系
知
識
人
が
、
公

娼
制
度
は
未
開
野
蛮
の
日
本
の
風
習
で
、
西
洋
に
は
な
い
、
と
考
え
た
の
が
事

ω

実
誤
認
で
あ
る
こ
と
は
今
日
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
西
洋
で
も
女

性
解
放
運
動
系
、
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
系
の
廃
娼
運
動
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、

巌
本
も
日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
設
立
に
加
わ
っ
た
。
も

っ
と
も
廃
娼
運
動

に
関
し
て
は
、
現
在
で
は
も

っ
ぱ
ら
底
辺
女
性
の
救
済
と

い
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム

的
な
側
面
が
、
中
産
階
級
的
性
道
徳
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
評
価

が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
側
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「男
の
貞
操
論
」
は
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。

さ
て
、
話
を
戻
す
が
、
徳
川
期
の
文
藝
な
い
し
言
説
に
は
、
十
七
世
紀
の
遊

㈲

女
評
判
記
や
色
道
論
、
浮
世
草
子
か
ら
、
十
八
世
紀
の
洒
落
本
、
十
九
世
紀
の

人
情
本
に
至
る
ま
で
、
売
買
春
や

一
夫
多
妻
制
を
容
認
す
る
も
の
が
数
多
か

っ

た
。
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
初
期
の
段
階
で
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン

ト
系
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
下
に
こ
う
し
た
風
潮
に
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
た
の

だ
が
、
赤
川
が
オ
ナ
ニ
ー
有
害
論
に
つ
い
て
推
論
す
る
よ
う
に
、
前

の
時
代
に

全
く
存
在
し
な
か

っ
た
思
考
法
が
突
然
浸
透
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
家
風
に

よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ

っ
て
も
、
登
楼
を
良
し
と
し
な
い
気
風
は
、
武
家
、

お
よ
び
上
層
町
人
の
間
に
あ
る
程
度
あ

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
洒
落
本
や
人
情
本
、

さ
ら
に
浮
世
絵
や
春
画
、
春
本
の
作
者
は
、
戯
作
者
と
し
て
卑
し
め
ら
れ
る
存

在
で
あ

っ
た
。
例
外
的
に
、
操
正
し
い
人
物
を
描
い
た
曲
亭
馬
琴
の
読
本
が
あ

㈲

っ
た
く
ら
い
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
明
治
十
八
年
、
坪
内
逍
遥
は
、
『小
説
神
髄
』
を
著
し
て
、
小
説
、

す
な
わ
ち
虚
構
散
文
が
、
西
洋
で
は
立
派
な
藝
術

(当
時
の
言
葉
で

「美
術
」
)

で
あ
る
と
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
巌
本
も
ま
た
、

文
藝
に
よ
る
女
子
の
情
操
教
育
を
図
り
、
妻
の
賤
子
を
始
め
と
し
て
、
田
辺
花

圃
、
中
島
湘
煙

(岸
田
俊
子
)
、
清
水
紫
琴
な
ど
の
女
性
作
家
に
活
躍
の
場
を
与

え
た
。
だ
が
当
然
な
が
ら
、
巌
本
の
考
え
る

「文
学
」
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
朝
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的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
道
徳
に
叶
う
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
代
表
作

と
し
て
、
賤
子
の
訳
し
た
バ
ー
ネ

ッ
ト

の

『小
公
子
』
が
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
逍

遥
は
、
巌
本
よ
り
も
文
学

へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
深
か

っ
た
分
だ
け
、
や
や

こ
し
い
事
態
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、

一
方
で
逍
遥
は
、

公
式
的
な
道
徳
ど
お
り
に
振
る
舞
う
人
物
を
主
人
公
と
す
る
馬
琴
読
本
を

「
不

自
然
」
と
し
て
退
け
な
が
ら
、
欲
望
の
ま
ま
に
振
る
舞
う
人
物
を
英
雄
視
す
る

為
永
派
の
人
情
本
を
も

「猥
褻
」
の
ゆ
え
に
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か

ω

ら
で
あ
る
。
結
局
逍
遥
は
、
人
情
本
風

の

『当
世
書
生
気
質
』
の
後
で
、
結
婚

に
関
す
る
処
世
訓
風
の

『
繍

妹
と
背
か

"
み
』
を
書
い
た
あ
と
、
ほ
と
ん
ど
小

説
を
書
か
な
く
な
る
。
逍
遥
に
比
べ
る
と
、
「自
然
」
を
描
け
ば
自
ず
と

「美
」

に
な
る
は
ず
だ
と
主
張
し
て
森
鴎
外
に

一
蹴
さ
れ
た
巌
本
の
文
学
観
は
甘

い
と

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
巌
本
に
と

っ
て
は
、
「道
義
」
は
文
学

よ
り
も
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
ゆ
る
ぎ
は
な

い
。文

学
言
語
に
お
い
て
た
と
え
ば
不
義
密
通
が
描
か
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が

文
学
言
語
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
容
認
す
る
、
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
た

の
は
徳
川
期
の
本
居
宣
長
だ
が
、
い
っ
た
ん
文
学
言
語
に
お
け
る
表
出
を
容
認

す
る
と
そ
れ
は
い
つ
し
か
現
実
を
変
容
さ
せ
る
。
こ
の
問
題
に
ど
こ
か
で
ぶ
つ

か

っ
た
巌
本
と
逍
遥
は
、
と
も
に
運
動
家
、
な
い
し
教
育
家
の
位
置
に
退
く
こ

と
に
な
る
。
ま
た
別
の
理
由
に
よ

っ
て
二
葉
亭
四
迷
が
文
学
か
ら
退
い
た
後
、

文
藝
の
世
界
を
支
配
し
た
の
は
、
硯
友
社
だ

っ
た
。
そ
の
総
帥
で
あ
る
尾
崎
紅

葉
の
明
治
二
十
年
代

の
長
編
小
説
二
編
、
『伽
羅
枕
』
と

『三
人
妻
』
を
見
れ
ば

事
態
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
は
北
村
透
谷
が
批
判
し
た
と
お
り
、
西
鶴
の

『好
色

一
代
女
』
を
下
敷
き
に
し
て
、
ほ
ぼ
売
春
婦
と
し
て
の
流
転
の
生
を
送

っ

た
女
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
な
が
ら
、
売
買
春
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
を
見
い
だ

せ
な
い
。
後
者
に
至

っ
て
は
、
妻
が
あ
り
な
が
ら
三
人
の
女
を
次
々
に
妾
に
し

て
い
く
金
持
ち
を
主
人
公
に
し
た

『金
瓶
梅
』
ば
り
の
作
品
で
あ
り
、
紅
葉
は

あ
た
か
も
こ
こ
で
、
廃
娼
運
動
や

一
夫

一
婦
制
の
主
張
に
真

っ
向
か
ら
抵
抗
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
後
に
国
木
田
独
歩
か
ら
、
前
期
の
紅
葉
は
洋
装
せ

る
元
禄
文
学
だ
と
評
さ
れ
て
い
る
。

オ
ナ
ニ
ー
が
い
い
の
か
、
買
春
の
ほ
う
が
い
い
の
か
、
性
欲
は
抑
え
ら
れ
な

い
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
論
説
言
語
に
よ
る
議
論
は
赤
川
の
著
書
に
詳
し
い

の
で
縷
説
し
な
い
が
、
文
学
言
語
の
領
域

で
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
か
ら
さ

ま
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
。
た
だ
明
治
三
十
年
代
に
は
徳
冨

蘆
花
が

『小
説

思
出
の
記
』
や

『不
如
帰
』
を
書
い
て
、
夫
婦
愛
の
礼
賛
を

圖

行

っ
た
。
例
外
的
に
、
赤
川
が
取
り
上
げ
て
い
る
文
学
史
上
の
言
説
は
、
明
治

三
十
四
年
の
高
山
樗
牛
に
よ
る

「美
的
生
活
を
論
ず
」
で
あ
り
、
樗
牛
は
性
欲

の
満
足
こ
そ
美
的
生
活
だ
、
と
生
半
可
な

ニ
ー
チ

ェ
理
解
の
上
に
喝
破
し
て
み

せ
た
も
の
だ
が
、
赤
川
に
よ
れ
ば
こ
こ
で
の

「性
欲
」
は
、
現
在
の
意
味
と
は

異
な
り
、
欲
望

一
般
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
樗
牛
は

一
時
期
盛
ん
に
発
言
し

た
が
早
世
し
、
後
に
そ
の
浅
薄
さ
を
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
そ
の

後

の
文
学
史
上
に
お
け
る

「反
禁
欲

・
快
楽
主
義
」
の
原
点
を
な
し
て
い
る
と
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さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

文
学
言
語
の
世
界
で

「性
欲
」
が
問
題
系
と
し
て
浮
上
し
た
の
が
明
治
四
十

年
の
田
山
花
袋

『蒲
団
』
に
よ

っ
て
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の

一
致
す
る
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
を

「性
欲
」
を
扱

っ
た
作
品
と
す
る
の
に
は
私
は
異
論

の

が
あ
る
が
、
別
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
妻
子
が
あ
り
な
が
ら
女
弟
子

に
執
着
し
て
し
ま
う
三
十
代
の
作
家
を
主
人
公
と
す
る
、
半
ば
独
白
体
の
こ
の

作
品
に
対
し
て
、
柄
谷
行
人
は
、
「
《蒲
団
》
で
は
ま

っ
た
く
と
る
に
た
ら
な
い

こ
と
が
告
白
さ
れ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
花
袋
は
こ
ん
な
こ
と
よ
り
も

つ
と
懺
悔
に

㈲

値
す
る
こ
と
を
や

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

「も

っ
と
懺
悔
に
値
す
る
こ
と
」
と
は
登
楼
、
す
な
わ
ち
買
春
の
こ
と
だ
ろ
う
。
た

だ

『蒲
団
』
よ
り
僅
か
に
先
行
す
る
短
編

『少
女
病
』
で
は
、
や
は
り
少
女
に

執
着
す
る
男
が
、
買
春
も
し
な

い
で
オ

ナ
ニ
ー
ば
か
り
し
て
い
る
か
ら
あ
ん
な

こ
と
に
な
る
の
だ
と
同
僚
か
ら
評
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
た
だ
し

『少
女
病
』

の
主
人
公
は
独
身
で
あ
り
、
独
身
男
の
買
春
と
い
う
場
面
は
、
そ
の
後
も
、
二

葉
亭
四
迷
の

『平
凡
』、
田
山
花
袋
の

『田
舎
教
師
』
、
志
賀
直
哉
の

『暗
夜
行

路
』
な
ど
に
、
い
さ
さ
か
哀
れ
な
、
相
手
の
な
い
た
め
の
や
む
な
い
童
貞
喪
失

の
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
と

に
志
賀
の
場
合
、
内
村
鑑
三
門
下
の
キ

リ
ス
ト
者
と
し
て
出
発
し
て
い
る
た
め
、
性
に
関
す
る
苦
悶
は
甚
だ
し
か

っ
た

が
、
そ
れ
も
別
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。

は
る

こ

ほ
か
に
も
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け

て
、
森
田
草
平
と
平
塚
明
子

(後
の
ら
い
て
う
)
の
心
中
未
遂
事
件
と
そ
れ
を
森
田
が
自
ら
描
い
た
小
説

『媒

煙
』
と
か
、
実
の
姪
と
の
情
事
を
赤
裸
々
に
描
い
た
島
崎
藤
村
の

『新
生
』
や
、

北
原
白
秋
が
有
夫
の
女
と
姦
通
し
て
監
獄
に
入
る
と
か
、
有
島
武
郎
が
や
は
り

有
夫
の
新
聞
記
者
波
多
野
秋
子
と
軽
井
沢
で
情
死
す
る
と
か
、
文
学
者
の
性
的

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
相
次
ぐ
の
だ
が
、
森
田
に
は
妻
が
あ
り
な
が
ら
、
も

っ
ぱ
ら

問
題
に
な

っ
た
の
は
明
子
の
貞
操
で
あ
っ
た
し
、
藤
村
や
有
島
は
妻
を
亡
く
し

た
後
の
出
来
事
で
、
む
し
ろ
姪
と
の
近
親
相
姦
と
か
有
夫
の
女
と
の
情
死
と
か

が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
妻
の
あ
る
男
の
買
春
や
浮
気
自
体
は
、
ほ
と

ん
ど
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
の
価
値
は
持

っ
て
い
な
か

っ
た
。
あ
る
い
は
近
松

秋
江
が
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
た
後
の
女
と
の
交
情
や
娼
婦
と
の
経
緯
を
描

い
て
赤

こ
う
へ
い

木
桁
平
か
ら

「遊
蕩
文
学
」
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
が
、
赤
木
は
そ
も
そ
も
そ
う
し

た
情
事
を
文
藝
の
題
材
に
す
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「男
の
貞

操
」
を
問
題
に
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

明
治
四
十
年
か
ら
凄
ま
じ
い
隆
盛
を
見
せ
た
自
然
主
義
文
学
は
、
た
と
え
ば

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
筋
立
て
を
持

つ
泉
鏡
花
に
作
品
発
表
の
場
を
失
わ
せ
、
そ

の
鏡
花
に
心
酔
す
る
デ
ビ

ュ
ー
前
の
谷
崎
潤

一
郎
を
絶
望
さ
せ
る
ほ
ど
だ

っ
た

が
、
お
お
よ
そ
二
つ
の
行
き
方
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
藤
村
の

『家
』
や
花
袋
の

『生
』
や

『妻
』
の
よ
う
に
、
極
め
て
平
凡
な
、
退
屈
な
生
を

そ
の
ま
ま
に
描
写
す
る
も

の
で
、
こ
れ
が
極
限
に
達
す
る
と
、
正
宗
白
鳥
の

『泥
人
形
』
の
よ
う
に
、
新
妻
を
泥
人
形
呼
ば
わ
り
す
る
残
酷
描
写
に
ま
で
行
き

着
く
。
だ
が
、
も
う

一
つ
の
方
向
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
人
間
を
性
欲
そ
の
他

の
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
、
そ
の
存
在
様
態
を
あ
り
の
ま
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ま
に
描
く
と

い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
既
に
明
治
三
十
年
代
に
輸
入

さ
れ
て
い
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
厭
世
的
な
哲
学
や
、
ニ
ー
チ

ェ
の
超
人

主
義
、
反
キ
リ
ス
ト
教
、
さ
ら
に
マ
ッ
ク
ス

・
ノ
ル
ダ
ウ
の

『退
化
論
』
に
代

ω

表
さ
れ
る
西
洋
世
紀
末
の
デ
カ
ダ
ン
主
義
が
複
雑
に
絡
み
合

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
思
潮
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
見

る
な
ら
ば
、
人
間
は
自
己
の
意
思
に
よ

る
制
御

の
不
能
な
欲
動
に
突
き
動
か
さ
れ
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
に
見
る
な
ら
ば
、
世
間
的
な
道
徳
に
よ
っ
て
そ
の
欲
動
を
掣
肘
す
べ

き
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
快
楽
を
追
求
す
べ
き
だ
と
い
う
思
想
に
な
る
。
た
だ

し
後
者
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
あ
た
か
も
性
行
為
の
後
の
よ
う
な
悲
哀
感
に
満

た
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ

っ
た
し
、
徳
川
期
の
戯
作
者
の
よ
う
な
卑
下
を
抱
え

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
具
体
的
に
後
者
の
方
向
を
採

っ
た
の
は
、
永

井
荷
風
で
あ
り
、
谷
崎
潤

一
郎
で
あ
り
、
徳
田
秋
声
で
あ
り
、
岩
野
泡
鳴
で
あ

っ
た

(「悲
哀
感
」
は
谷
崎
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
)。
た
だ
し
本
稿
の

課
題
で
あ
る

「男
の
貞
操
論
」
に
関
し

て
い
え
ば
、
荷
風
は
い
か
に
紅
燈

の
巷

を
描
こ
う
と
も
自
身
は
僅
か
な

一
時
期
を
除
い
て
独
身
だ

っ
た
し
、
谷
崎
も
そ

う
い
う
問
題
系
は
避
け
る
形
で
耽
美
主
義
に
邁
進
し
た
。
と
す
る
と
最
も
尖
鋭

だ

っ
た
の
は
岩
野
泡
鳴
で
あ
る
。
自
ら

「悪
魔
主
義
」
を
標
榜
し
た
泡
鳴
は
、

明
治
四
十
三
年
、
妻
子
あ
る
作
家

の
田
舎
藝
者
と

の
情
事
を
描

い
た

『耽
溺
』

を
発
表
し
、
続
け
て
、
妻
子
を
捨
て
、
妾
を
次
々
に
取
り
替
え
る
自
身
の
生
活

に
取
材
し
た

「泡
鳴
五
部
作
」
を
大
正
九
年
ま
で
書
き
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
そ
こ
に
は
近
代
初
期
の
文
学
者
た
ち
の
持

っ
て
い
た
美
と
道
徳
の
相

剋
と
か

い
っ
た
問
題
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
己
れ
の
美
意
識
と
価
値
観
を
信
じ
、

世
間
体
を
打
ち
捨
て
た

「文
士
」
の
姿
が
あ
る
の
み
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
唯

一

泡
鳴
を
支
え
た
価
値
は
、
「自
己
に
忠
実
」
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
当
時

の
文
壇
に
お
け
る

「自
己
に
忠
実
」
と
い
う
こ
と

へ
の
価
値
付
与
は
大
き
く
、

志
賀
直
哉
な
ど
は
今
日
に
至
る
ま
で
こ
の
点
で
高

い
尊
敬
を
羸
ち
得
て
い
る
。

泡
鳴
は
尊
敬
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
正
期
ま
で
の
文
学
作
品
は
、
「文
壇
」
お
よ
び

一
部
文
学

青
年
の
読
み
物
で
し
か
な
か

っ
た
。
赤
川
が
網
羅
し
た
よ
う
な
通
俗

「
性
」
指

南
書
の
類
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
大
衆
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
は
、
夏
目
漱
石
の
小

説
や
、
大
衆
作
家
の
時
代
小
説
く
ら
い
で
あ

っ
た
ろ
う
。
泡
鳴
、
荷
風
、
秋
声
、

秋
江
な
ど
の

「遊
蕩
小
説
」
は
、
少
数
の
読
者
し
か
持

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
折
り
に
憲
兵
大
尉
甘
糟
正
彦
に
虐
殺
さ

れ
る
ま
で
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
大
杉
栄
は
、
「自
由
恋
愛
」
を
提
唱
し
て
妻
の
ほ

か
に
二
人
の
愛
人
を
持
ち
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
振
り
ま
い
て
い
た
が
、
こ
れ
も

ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と

い
う
特
殊
な
人
種
の
振
る
舞

い
に
過
ぎ
ず
、
よ
り
影
響
力
を

持

っ
た
の
は
、
大
正
十

一
年
に
発
表
さ
れ
た
厨
川
白
村
の

『近
代

の
恋
愛
観
』

の
ほ
う
だ

っ
た
ろ
う
。
こ
の
頃
析
出
さ
れ
た

「純
文
学
」
と
い
う
概
念
の
下
に

括
ら
れ
る
小
説
群
は
、
通
常
人
に
は
真
似
の
し
え
な

い
生
活
を
実
践
す
る
者
た

ち
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
少
数
者
の
間
で
の
み
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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四
こ
の
趨
勢
に
異
変
が
起
こ
る
の
は
、

昭
和
初
年
、
改
造
社
な
ど
が
、

一
冊

一

円
の

「円
本
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
近
代
文
学
の
全
集
を
出
版
し
始
め
た
頃
か
ら

で
あ
る
。
吉
川
英
治
の

『宮
本
武
蔵
』

の
よ
う
な
大
衆
小
説
が
、
性
的
に
極
め

て
禁
欲
的
な
主
人
公
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
衆
の
道
徳
意
識
を
満
足
さ
せ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
純
文
学
の

「毒
」
が
次
第
に
大
衆
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
昭

和
始
め
の
十
年
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
の
全
盛
期
だ

っ
た
の
で
、
お
の
ず
と

「デ
カ
ダ
ン
」
文
学
は
そ
の
影
に
隠
れ
る
恰
好
に
な

っ
た
が
、
昭
和
十
年
、
文
藝

復
興
の
掛
け
声
と
と
も
に
、
芥
川
賞

・
直
木
賞
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の

年
、
文
壇
で
は
そ
れ
な
り
の
地
位
を
占
め
な
が
ら
も
、
同
じ
新
感
覚
派
の
横
光

利

一
ほ
ど
に
目
立

っ
た
存
在
で
は
な
か

っ
た
川
端
康
成
が
、
後
に

『雪
国
』
と

し
て
纏
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
連
作
の
第

一
回

「夕
景
色
の
鏡
」
を
発
表
す
る

の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
『雪
国
』
こ
そ
は
、
「
男
の
貞
操
論
」
に
お
け
る
画
期

的
な
事
件
と
も

い
う
べ
き
作
品
で
あ

っ
た
。
当
時
弱
冠
三
十
六
歳
で
芥
川
賞
の

銓
衡
委
員
と
な

っ
た
川
端
は
、
新
進
作
家
の
太
宰
治
が
、
共
産
主
義
運
動
と
薬

物
中
毒
と
度
重
な
る
女
と
の
心
中
事
件

で
デ
カ
ダ
ン
な
生
活
を
送

っ
て
い
る
の

に
対
し
、
嫌
悪
を
表
明
し
た
。
し
か
し
そ
の
川
端
が
書
い
て
い
る
作
品
こ
そ
は
、

東
京
に
妻
が
い
る
の
で
あ
ろ
う
舞
踊
評
論
家
島
村
が
、
新
潟
と
覚
し
き
雪
国
で
、

駒
子
と

い
う
藝
者
と
の
情
交
を
重
ね
る
と
い
う
悖
徳
の
小
説
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
人
々
は
そ
の
作
品
を
藤
村
の

『新
生
』
や
、
荷
風
や
谷
崎
や

秋
声
や
泡
鳴
の
作
品
ほ
ど
に
悖
徳
的
だ
と
は
思
わ
な
か

っ
た
し
、
い
つ
し
か
こ

の
作
品
は
昭
和
期
の
、
な
い
し
二
十
世
紀
の
日
本
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
国

際
的
な
知
名
度
を
得
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ご
く
静
か
に
、
革
命
は
起
こ
っ
た
。
『雪
国
』
は
、
遠
く
シ
ナ
の

『遊
仙
窟
』

の
流
れ
を
引
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
し
、
桃
源
郷
も
の
で
も
あ
る
。
主
人
公

は

「国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
」
に
よ
っ
て
現
世
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
お
り
、
本

妻
と
の
葛
藤
は
微
塵
も
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
は
鶴
田
欣
也
の

い
う

「向
こ
う
側
」
の
文
学
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
鶴
田
の

「向
こ
う
側
」
の
文働

学
と
い
う
着
想
自
体
が
、
『雪
国
』
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ひ
と
は
、
『雪
国
』
を
読
む
と
き
、
十
中
八
九

「男
の
貞
操
」
な
ど
と
い
う
問
題

を
忘
れ
て
い
る
。
島
村
と
駒
子
の
セ
ッ
ク
ス

・
シ
ー
ン
も
、
二
人
の
会
話
だ
け

で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
巧
み
さ
11
狡
猾
さ
で
あ
る
。
こ
の
文
学
的
装
置
に
よ
っ

て
、
廃
娼
論
と
か
男
の
貞
操
論
と
か
い
っ
た
こ
ち
た
き
話
題
は

一
挙
に
う

っ
ち

ゃ
り
を
食
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
他
の
ど
の
文
学
者
よ
り
も
悪
魔
的
な
の
は
、

川
端
で
あ
る
。

た
だ
し
、
何
も
こ
こ
で
日
本
の
大
衆
が
川
端
に
こ
ろ
り
と
や
ら
れ
て
し
ま

つ

た
訳
で
は
全
然
な
い
。
日
本
の
大
衆
が
川
端
康
成
と

い
う
名
前
に
着
目
す
る
の

は
、
遥
か
後
、
昭
和
四
十
三
年
に
彼
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
と
き
の

こ
と
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
男
女
を
問
わ
ず
、
「貞
操
」
が
言
説
の
上
で
問
題
に

な
る
の
は
、
赤
川
に
よ
れ
ば
、
単
行
本
で
は
昭
和
十
年
の
真
田
五
郎

『性
の
真
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「男 の貞操 論」 はなぜ 消 えたのか

相
』、
雑
誌
で
は
昭
和
十
二
年
の

『婦
人
公
論
』
の

「男
の
貞
操
座
談
会
」
が
最

後
で
あ
る
。
川
端
の
魔
術
が
、
真

っ
向
か
ら

「買
春
の
ど
こ
が
悪
い
」
と
開
き

直
る
よ
り
は
る
か
に
巧
み
に
、
そ
う

い
う
言
挙
げ
は

「野
暮
」
だ
と
や
ん
わ
り

人
々
を
洗
脳
し
た
と

い
う
の
は
明
ら
か
に
考
え
す
ぎ
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
時

期
か
ら
戦
争
を
狭
ん
で
戦
後
ま
で
、
あ
ま
り
性
に
関
す
る
言
説
と
い
う
の
は
現

れ
て
い
な
い
。
時
局
柄
話
題
と
し
て
も
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
た
の
か
。

だ
が
、
文
学
史
的
に
は
、
明
ら
か
に
、
「男
の
貞
操
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
戦
後
、

か
な
り
広
範
に
行
き
渡
っ
た
も
の
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
三
年

の

石
坂
洋
次
郎

『青
い
山
脈
』
で
あ
る
。

石
坂
は
、
昭
和
六
十

一
年
の
死
去
の
あ
と
、
急
速
に
読
ま
れ
な
く
な

っ
た
が
、

そ
の
作
品
、
な
か
ん
ず
く
映
画
化
、
ド

ラ
マ
化
さ
れ
、
そ
の
主
題
歌
が
今
な
お

人
口
に
膾
灸
し
て
い
る

『青
い
山
脈
』
は
、
風
俗
史
の
資
料
と
し
て
絶
対
に
読

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、

田
舎
の
女
学
校
を
舞
台
に
、
女
子
学
生

と
女
性
教
師
に
、
学
生
と
若
い
医
師
の
四
人
を
中
心
に
し
た
比
較
的
簡
潔
な
物

語
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
女
子
学
生
が
男
子
学
生
と

一
緒
に
町
を
歩

い
た
だ
け

で
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
な

っ
て
し
ま
う

「封
建
的
」
な
気
風
が
あ
り
、
彼
ら
は
協

力
し
て
、
仄
か
な
恋
愛
感
情
さ
え
封
殺
し
よ
う
と
す
る
田
舎
町
と
学
校
の
雰
囲

気
に
抵
抗
し
て
い
く
が
、
同
時
に
交
際
は
清
純
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

た
と
え
ば
こ
れ
を
、
明
治
三
十
年
代
の

「女
学
生
小
説
」
で
あ
る
小
栗
風
葉
の

『青
春
』
や
小
杉
天
外
の

『魔
風
恋
風
』
と
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
私
た
ち
の
遠

近
法
の
狂
い
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
『青
春
』
や

『魔
風
恋
風
』
で
は
、
女

学
生
は
ど
う
せ
男
を
拵
え
て
遊
ん
で
い
る
も
の
、
と
い
う
好
奇
の
眼
差
し
で
見

ら
れ
て
お
り
、
事
実
前
者
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
恋
人
の
子
供
を
妊
娠
し
て
堕
胎
す
る

し
、

い
ず
れ
も
期
待
通
り
の
色
恋
沙
汰
を
演
じ
て
い
て
、
あ
た
か
も
昭
和
五
十

年
以
降
の

「妊
娠
小
説
」

つ
ま
り
中
沢
け
い
の

『海
を
感
じ
る
時
』
や
柴
田
翔

の

『ノ
ン
ち
ゃ
ん
の
冒
険
』
、
あ
る
い
は
大
島
弓
子
や
文
月
今
日
子
の

「妊
娠
マ

ン
ガ
」
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
女
子
学
生
が

男
と

一
緒
に
町
を
歩
い
て
さ
え

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
種
に
な
る
、
そ
う

い
う
大
衆

の
意
識
が
全
国
レ
ベ
ル
で
成
立
し
た
の
が
、
大
正
期
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け

て
に
過
ぎ
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
大
衆
レ
ベ
ル

で

「結
婚
前

の
純
潔
」
が
規
範
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
は
、
た
か
だ
か
二
十

年
程
度
の
こ
と
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
今
日

な
お

一
部
に
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
主
題
は
、
女
の
純
潔
で
は
な
く
、
男
の
貞
操
だ
。
『青

い

山
脈
』
で
印
象
的
な
の
は
、
青
年
医
師
が
藝
者
と
知
り
合

い
で
あ
る
、

つ
ま
り

そ
う

い
う
場
所
で
遊
ん
で
い
る
の
を
知

っ
た
女
性
教
師
が
、
ほ
ぼ
彼
の
未
来
の

結
婚
相
手
候
補
と
し
て
、
彼
を
窘
め
る
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
潔
な
男
女

交
際
に
対
し
て
禁
圧
的
な
社
会
と
は
と
も
に
戦

っ
た
男
女
が
、
結
婚
後
の
藝
者

遊
び
や
娼
婦
買
い
に
つ
い
て
は
、
厳
し
く
こ
れ
を
戒
め
る
、
と
い
う
の
が
こ
の

作
品
の
結
論
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
昭
和
二
十
三
年
と

い
う
段
階
で
は
、
こ
う

し
た
男
女
関
係
の
あ
り
方
が
、
と
り
あ
え
ず
理
想
的
な
も
の
と
し
て
大
衆
に
受

⑯

け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
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「男 の貞操論」 はなぜ 消 えたのか

だ
が
、
私
の
確
認
し
た
か
ぎ
り
で
、
「男
の
貞
操
論
」
は
、
こ
れ
が
下
限
で
あ

る
。
な
ぜ
、
こ
の
後
、
「男
の
貞
操
論
」

は
消
え
て
し
ま
う
の
か
。
そ
こ
で
、
私

が
か
ね
が
ね
引

っ
か
か

っ
て
い
る
論
文
が
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
に
発
表
さ
れ

た
伊
藤
整
の

「近
代
日
本
に
お
け
る

『愛
』
の
虚
偽
」
で
あ
る
。
伊
藤
は
こ
こ

で
、
男
女
の
あ
い
だ
の
、
あ
る
い
は
夫
婦
の
あ
い
だ
の

「愛
」
と
い
う
概
念
は
、

キ
リ
ス
ト
教
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
の
な
い
日
本
に

こ
れ
を
移
入
し
よ
う
と
し
た
の
が
虚
偽
だ

っ
た
、
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
う
言
う
。

人
間
の
男
女
が
自
由
に
交
際
し
、
他
者
と
触
れ
る
こ
と
に
生
き
甲
斐
を
感
ず

る
キ
リ
ス
ト
教
系
の
思
考
法
に
よ
る
交
際
社
会
の
な
い
日
本
で
は
、
多
く
の
男

女
は

「愛
」
の
な
い
見
合
結
婚
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
彼
ら
は
不
満

に
感
じ
た
。
ま
た
恋
を
し
合

っ
て
結
婚
し
た
女
は
、
そ
れ
を

「愛
」
と
い
う
言

葉
で
錯
覚
す
る
た
め
に
、
人
間
の
交
際
は
独
立
の
男
と
男
の
間
に
の
み
あ
り
、

そ
の
席
に
出
る
女
は
本
質
上
娼
婦
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
日
本
の
社
会
で
、
確
実

に
ゃ
っ
て
来
る
男
性
の
娼
婦
買

い
に
直
面
し
て
、
「愛
」
と

い
う
永
遠
な
も
の

が
失
わ
れ
た
こ
と
を
、
大
き
な
絶
望
と
と
も
に
味
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
九

五
八
年
度
か
ら
日
本
で
は
娼
婦
は
廃
さ
れ
た
。
し
か
し
、
男
性
が
仕
事
を
し
、

交
際
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
場
所
に
は
、
実
質
上
の
娼
婦
で
あ
る
酒
場
の
女
、
女

給
、
芸
者
が
い
る
の
で
あ
り
、
彼
女
ら
は
自
己
を
男
性
に
売
ろ
う
と
し
て
そ
ば

に
侍
し
て
い
る
。
男
性
は
極
め
て
容
易
に
そ
れ
ら
の
女
性
と
す
ぐ
触
れ
る
社
会

に
生
き
て
い
る
の
だ
。
即
ち
公
式
的
に
は
永
遠
の

「愛
」
と
い
う
も
の
で
女
性

と
結
婚
し
た
男
性
は
、
実
質
的
に
は
仕
事
と
交
際
に
お
い
て
日
夜
、
娼
婦
た
ち

の
中
に
混

っ
て
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(中
略
)

私
は
こ
の
こ
と
を
も

っ
て
、
実
質
上
、
日
本
の
女
の
あ
り
方
は
江
戸
時
代
的

な
の
だ
か
ら
、
男
性
に
性
的
放
縦
さ
を
ゆ
る
せ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

愛
と
い
う
言
葉
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
祈
り
と
、
不
可
能
な
道
徳
へ
の
反
復
的
努

力
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
愛
と
い
う
偽
り
に
満
ち
た
言
葉
を
使
う
な
、
と
言
っ
て

ω

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
、
は
じ
め

『思
想
』
と
い
う
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
、
昭
和
三

十
七
年
刊
の
評
論
集

『求
道
者
と
認
識
者
』
に
収
め
ら
れ
た
が
、

一
九
八

一
年

に
岩
波
文
庫
に
採
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

も

っ
と
も
伊
藤
は
こ
れ
に
先
立
つ
昭
和
二
十
九
年
に

『女
性
に
関
す
る
十
二
章
』

と
い
う
シ
ニ
カ
ル
な
女
性
論
を
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も

「愛
」

な
ど
と
い
う
こ
と
に
あ
ま
り
拘
泥
し
な
い
よ
う
に
、
と
警
告
し
て
い
る
。
そ
し

て
恐
ら
く
前
者
の
論
文
が
淵
源
の

一
つ
と
な
っ
て
、
日
本
に
は
西
欧
的
な
愛
の

形
而
上
学
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
通
説
が
生
ま
れ
、
近
年
の

「
ブ
ル
セ
ラ
論

争
」
や

「援
助
交
際
論
争
」
で
も
、
日
本
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
厳
格
な
道
徳

が
存
在
し
な
い
か
ら
、
女
子
学
生
に
説
教
し
て
も
無
駄
だ
、
と

い
う
文
脈
で
用

い
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

「伝
統
不
在
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
で
も
言
お
う
か
、
そ
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「男 の貞操論」 はなぜ 消 えたのか

の
発
祥
地
は
、
恐
ら
く
こ
の
伊
藤
論
文
な
の
で
あ
る
。

伊
藤
の
論
文
は
、
学
術
論
文
と
い
う
よ
り
文
藝
評
論
に
近
く
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
で
形
而
上
的
な
断
定
を
行
う
の
で
当
否
の
判
定
が
難
し
い
。
今
引
用
し
た
部

分
に
つ
い
て
ま
ず
言
え
る
の
は
、
あ
た
か
も
西
洋
人
は
買
春
を
し
な
い
か
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
、
例
の
日
本
特
殊
論
的
な
事
実
誤
認
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
ま
西
洋

の
都
市
を
訪
れ
る
と
、
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
て

多
く
の
ス
ト
リ
ー
ト
ガ
ー
ル
が
出
没
す

る
。
ド
イ
ッ
や
オ
ラ
ン
ダ
で
は
売
春
は

非
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
し
、
こ
の
文
章

の
後
の
ほ
う
で
伊
藤
も
確
認
す
る
よ
う

に
、
西
洋
社
会
で
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
規
範
は
解
体
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
、
ま
だ
問
題
が
二
つ
ほ
ど
残

っ
て
い
る
。

一
つ
は
、
仕
事
の
席
に
酒
場
の

女
、
女
給
、
藝
者
が
侍
る
と
い
う
日
本
的
慣
行
の
問
題
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

伊
藤
が
ほ
と
ん
ど
諦
念
を
も

っ
て
こ
れ
を
容
認
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
う
点

だ
。
伊
藤
は
、
「男
性
の
性
的
放
縦
さ
を
許
せ
と
い
う
の
で
は
な
い
」
と
断

っ
て

い
る
が
、
こ
れ
で
は
許
せ
と
言

っ
て
い
る
に
等
し
い
。
と
い
う
よ
り
、
伊
藤
の

物
言
い
に
は
、
何
か
に
深
く
疲
れ
た
、
と
い
う
様
子
が
漂

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
伊
藤
整
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。

言
う
ま
で
も
な
い
。
チ
ャ
タ
レ
イ
裁
判
で
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
、
D
.
H

・

ロ
レ
ン
ス
の

『チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋

人
』
を
翻
訳
出
版
し
た
伊
藤
は
、
書
店

主
と
と
も
に
猥
褻
罪
で
起
訴
さ
れ
、
こ
の
文
章
を
書
く
前
年

の
昭
和
三
十
二
年

に
有
罪
判
決
が
下
り
て
い
る
。
伊
藤
は
、
疲
れ
切
り
、
傷
つ
き
、
日
本
社
会
の

何
も
の
か
に
絶
望
し
た
に
相
違
な
い
。
英
文
学
者
福
田
恆
存
を
含
む
多
く
の
文

た
け
し

学
者
が
伊
藤
の
弁
護
に
立
ち
上
が

っ
た
が
、
英
文
学
界
の
重
鎮
斎
藤
勇
は
、
検

察
側
証
人
と
な

っ
た
。
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
不
倫
を
扱

っ
て
い

る
こ
と
よ
り
、
単
に
セ
ッ
ク
ス
描
写
だ

っ
た
。

一
方
で
文
学
作
品
の
性
描
写
を

や
り
玉
に
挙
げ
な
が
ら
、
政
治
家
や
企
業
人
が
藝
者
を
侍
ら
せ
て
の
料
亭
接
待

を
行

っ
て
い
る
と

い
う
日
本
社
会

の
欺
瞞
に
、
伊
藤
は
激
し
い
怒
り
を
覚
え
た

に
違

い
あ
る
ま

い
。
こ
の
文
章
は
、
日
本
の
男
の
性
的
放
縦
を
認
め
る
ど
こ
ろ

か
、
そ
う

い
う
二
重
基
準
か
ら
な
る
社
会

へ
の
愛
想
尽
か
し
だ

っ
た
の
で
は
な

、
個
。

レ
ユ刀『

チ
ャ
タ
レ
イ
』
は
、
戦
争
で
負
傷
し
た
た
め
不
能
に
な
っ
た
夫
を
持

つ
チ
ャ

タ
レ
イ
夫
人
が
、
愛

の
な

い
夫
婦
生
活
を
嫌

い
、
森
番
の
メ
ラ
ー
ズ
と
情
事
を

持

つ
、
と

い
う
話
だ
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、
「貞
操
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
変

化
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
昭
和
初
年

に
与
謝
野
晶
子
は

「貞
操
は

道
徳
以
上
に
尊
貴
で
あ
る
」
を
書

い
て
、

一
律

に
貞
操
を
守
れ
ば

い
い
と
い
う

も
の
で
は
な
く
、
愛
の
な
い
配
偶
者
と
性
行
為
を
持
つ
の
は
不
倫
に
等
し
い
、

個

と
論
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「愛
の
な

い
セ
ッ
ク
ス
は
売
春
と
同
じ
」
と
い
う
、

赤
川
の
用
語
に
よ
れ
ば

「親
密
性
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
す

る
と
、
な
し
崩
し
的
に

「貞
操
」
は

一
律
に
論
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
か

つ
、
チ

ャ
タ
レ
イ
裁
判
以
後
、
澁
澤
龍
彦
の
サ
ド
裁
判
、
野
坂
昭
如
の

『
四
畳
半
襖
の

下
張
り
』
裁
判
、
ス
ト
リ
ッ
パ
ー

一
条
さ
ゆ
り

(初
代
)
の
裁
判
な
ど
で
、
文

化
人
た
ち
が
弁
護
側
に
立

つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
性
表
現
の
自
由
を
守
る
の
は
反

権
力
的
な
行
為
だ
と
い
う
風
潮
が
で
き
あ
が
る
。
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
三
十
年
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に
石
原
慎
太
郎
の

『太
陽
の
季
節
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な
り
、
そ
れ
に
や
や
先
立

っ
て
登
場
し
た
吉
行
淳
之
介
が
、
娼
婦
と
の
交
情
を

描
い
て
人
気
作
家
に
な
る
や
、
売
買
春

が
あ
た
か
も
反
権
力
的
な
行
為
で
あ
る

㈲

か
の
よ
う
な
認
識
の
枠
組
み
が
成
立
し
て
し
ま
う
。
ほ
ん
ら
い

「進
歩
派
」
の

運
動
で
あ

っ
た
売
春
否
定
、
男
の
貞
操
重
視
の
考
え
方
は
、
「権
力
」
で
あ
る
国

家
の
側
が
売
春
防
止
法
を
成
立
さ
せ
た
こ
ろ
に
は

「保
守
派
」
の
思
想
に
転
じ

て
し
ま
う
。
そ
れ
は
結
局
、
「バ
ー
の
マ
マ
」
に
姿
を
変
え
、
ト
ル
コ
嬢
か
ら
ソ

ー
プ
嬢

へ
と
名
前
を
変
え
た
娼
婦
た
ち

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

う
の
だ
が
。

売
春
防
止
法
に
は
、
罰
則
な
し
で
、
売
春
は
禁
じ
ら
れ
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
そ
れ
以
後
、
公
式
的
に
は
日
本
に
は
売
春
行
為
は
存
在
し
な
い
こ
と

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
落
語
家
が
廓
噺
を
演
じ
る
時
は
、
昔
は
吉
原

っ
て
え
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
今
の
若

い
方
は
た

い
へ
ん
お
気
の
毒
で
、
と
い

っ
た
枕
を
振
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
売
春
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
議
論
を
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
売
買
春
の
是
非
論
な
ど
が
消
え
て
し
ま

っ
た
の
に
は
、

こ
れ
も
原
因
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
本
稿
の
辿

っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
結
論
さ
れ
る
の
は
、
「純
文
学
」

の
世
界
で
の
み
通
用
し
て
い
た
デ
カ
ダ

ン
、
悪
魔
主
義
、
本
能
主
義
、
快
楽
主

義
の
よ
う
な
思
想
が
、
昭
和
三
十
年
代
以
降
、
大
衆
レ
ベ
ル
に
浸
透
し
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『太
陽
の
季
節
』

の
よ
う
な
純
文
学
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に

な

っ
た
あ
た
り
か
ら
こ
の
現
象
は
起
こ
り
、
も
は
や

「文
士
」
は
市
民
社
会
の

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
は
な
く
な
る
。
石
原
自
身
は
、
そ
の
後
自
由
民
主
党
の
政

治
家
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て

「保
守
派
」
に
転
じ
る
が
、
吉
行
淳
之
介
が
、
小

説
の
み
な
ら
ず
エ
ッ
セ
イ
で
大
衆
化
を
果
た
し
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
活
躍
し
て
い

た
三
島
由
紀
夫
は

『不
道
徳
教
育
講
座
』
の
よ
う
な
露
悪
的
な
エ
ッ
セ
イ
を
書

き
、
こ
れ
は
今
日
な
お
読
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
六
年
に
芥
川
賞
を
受
賞
し

た
宇
能
鴻

一
郎
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
ポ
ル
ノ
作
家
と
化
す
が
、
そ
の
宇
能
も
ま

た
、
童
貞
で
あ
る
な
ど
は
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
と
い
う
趣
旨
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
。

こ
こ
か
ら
後
は
西
暦
を
用
い
る
が
、
六
十
年
代
後
半

の
カ
ウ
ン
タ
ー

・
カ
ル
チ

ャ
ー
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
輸
入
さ
れ
た
性
革
命
に
よ

っ
て
、
「貞
操
」
や

「廃
娼
」

の
よ
う
な
ア
ジ

ェ
ン
ダ
は
た
だ
ち
に

「プ
チ
ブ
ル
」
的
な
も

の
と
し
て
文
化
の

先
端
か
ら
排
斥
さ
れ
、
「猥
雑
」
な
演
劇
や
美
術
が
、
プ
チ
ブ
ル
出
身
の
学
生
た

ち
の
瞳
れ
の
的
と
な
る
。

こ
の
風
潮
の
な
か
で
、
戦
前
的
な

「真
面
目
な
」
性
に
関
す
る
議
論
は
男
性

文
化
の
世
界
で
消
え
て
ゆ
き
、
七
六
年
に
セ
ッ
ク
ス
と
ド
ラ
ッ
グ
に
明
け
暮
れ

る
生
活
を
描

い
た

『限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
』
(当
初
の
タ
イ
ト
ル
は

『ク
リ
ト
リ
ス
に
バ
タ
ー
を
』
と

い
う
過
激
な
も
の
だ

っ
た
)
で
芥
川
賞
を
受
賞

し
た
村
上
龍
は
、若
者
文
化
の
旗
手
と
な
り
、
『す
べ
て
の
男
は
消
耗
品
で
あ
る
。
』

の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
で
人
気
を
博
し
、
「
セ
ッ
ク
ス
は
愛
じ
ゃ
な
い
、
体
力
だ
」

と

い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
性
の
唯
物
論
化
を
押
し
進
め
、
八
十
年
代
に

は
、
田
中
康
夫
、
山
田
詠
美
の
よ
う
な
作
家
が
登
場
し
て
や
は
り
大
衆
的
な
人
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気
を
博
す
。
こ
の

一
連
の
流
れ
は
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
デ
カ
ダ

ン
純
文
学
の
エ
ト
ス
が
大
衆
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
大
衆
的
、

プ
チ
ブ
ル
的
な
性
道
徳
が
ま
だ
確
実
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、

絶
大
な
人
気
を
誇
る
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
赤
川
次
郎
の
ロ
マ
ン
ス
小
説

『ヴ

ァ
ー

ジ
ン

・
ロ
ー
ド
』
を
読
め
ば
分
か
る
し
、
N
H
K
の
朝
の
連
続
ド
ラ
マ
が
、
九

七
年
に
大
石
静
が

『ふ
た
り

っ
子
』
を
書
く
ま
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
誰

一
人
婚
前

性
交
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
鑑
み
て
も
理
解
で
き
る
。

こ
う
し
た
七
十
年
代
以
降
の
流
れ
の
な
か
で
、
「性
に
関
す
る
真
面
目
な
言
説
」

の
領
域
を
確
保
し
て
い
た
の
は
、
女
性
解
放
運
動
な
い
し
は
フ
ェ
、、、
ニ
ズ

ム
で

あ
る
。
七
十
年
代
後
半
か
ら
、
『朝
日
新
聞
』
記
者
の
松
井
や
よ
り
は
、
日
本
男

性
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
、
な
い
し
韓
国

へ
の
売
春
ツ
ア
ー
を
精
力
的
に
問
題
に

し
始
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
経
済
大
国
に
よ
る
後
進
国
の
女
性
の
性

の
搾
取
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
「男
の
貞
操
」
と
い
う
論
点

は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
八
十
年
代
後
半
に
は
、
当
時
の
宇
野
宗
佑
首
相

の
藝
者
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
持
ち
上
が

っ
た
が
、
こ
の
場
合
も
、
恋
愛
関
係
だ

っ

た
は
ず
な
の
に
金
で
始
末
を
付
け
よ
う
と
し
た
と
か
見
当
違

い
の
部
分
で
非
難

が
な
さ
れ
、
男
の
貞
操
と
か
、
藝
者
接
待
と
か
の
根
本
的
な
問
題
に
メ
ス
が
入

れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
も
は

や
特
殊
日
本
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
が
、
九
八
年

の
米
国
大
統
領
ク
リ
ン
ト
ン
の

不
倫
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
り
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
大
統
領
の
地
位
を
失
う
こ
と
も

米
国
民
の
支
持
を
失
う
こ
と
も
な
か

っ
た
し
、
こ
と
に
注
目
す
べ
き
は
フ
ラ
ン

ス
の
対
応
で
、
『
ル

・
モ
ン
ド
』
誌
は
検
察
官
を
非
難
し
、
「合
意
し
た
成
人
同

士
の
性
行
為
を
不
道
徳
だ
と
す
る
と
ん
で
も
な

い
道
徳
観
」
で
あ
り

「新

マ
ッ

カ
ー
シ
ズ
ム
」
だ
と
し
た
し
、
ギ
グ
i
法
務
大
臣
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
な
り
え
な
い
、
と
発
言
し
た
。
も
は
や

「結
婚

の
神
聖
」
も

「愛
」
も

「貞
操
」
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

伊
藤
整
が
こ
れ
を
知

っ
た
ら
何
と
言
う
だ
ろ
う
か
。

注ω

赤
川
学

『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
歴
史
社
会
学
』

(勁
草
書
房
、

一
九
九
九
)

一
九
五
～
六

頁
、
三

一
四
～
六
頁
。

②

「国
民
之
友
新
年
附
録
」
『女
学
雑
誌
』
百
九
十
五
号

(復
刻
版
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
四
)
。

㈹

臼
井
吉
見

『近
代
文
学
論
争

上
』

(筑
摩
叢
書
、

一
九
七
五
)
に
詳
し
い
。

ω

藤
目
ゆ
き

『性
の
歴
史
学
』

(不
二
出
版
、

一
九
九
八
)
。
藤
目
は
村
上
信
彦
の
女
性
史
学
を

批
判
す
る
の
だ
が
、
村
上
が
西
洋
に
公
娼
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
の
は
事

実
と
し
て
も
、
藤
目
は
藤
目
で
、
日
本
近
代

の
公
娼
制
度
を
記
述
す
る
に
急
で
、
徳
川
期

の
公

娼
制
度
を
見
落
と
し
、
あ
た
か
も

一
切
が

「近
代
」
の
謀
略
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
記
述
す
る

近
代
抑
圧
史
観
に
陥

っ
て
い
る
。
拙
著

『江
戸
幻
想
批
判
』

(新
曜
社
、

一
九
九
九
)
参
照
。

㈲

こ
れ
は
現
代
で
い
え
ば

『お
と
な
の
遊
艶
地
』
と
か

『ナ
イ
タ
イ
』
と
か

い
っ
た
風
俗
情
報

誌
に
相
当
す
る
が
、
多
く

の
研
究
者
は
、
遊
女
評
判
記
を
研
究
対
象
と
し
て
も
現
代
の
風
俗
情
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報
誌
を
対
象
に
し
よ
う
と
せ
ず
、
春
画
を
研
究
対
象
に
し
て
も
現
代

の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と

は
別
の
基
準
で
論
じ
よ
う
と
す
る
歴
史
的
ダ
ブ
ル

・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
陥
っ
て
い
る
。

㈲

も

っ
と
馬
琴
も
黄
表
紙
や
合
巻
を
書

い
て
い
る
し
、
女
郎

の
活
躍
を
描
い
た

『け

い
せ

い
水

滸
伝
』

の
よ
う
な
合
巻
も
あ

っ
て
、
中
途
ま

で
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
馬
琴
研
究
は
明
ら
か
に
立

ち
後
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
近
世
と
近
代
の
つ
な
ぎ
目
に
関
す
る
研
究
の
障
害
に
な

っ
て
い
る
。

ω

詳
し
く
は
拙
著

『〈
男
の
恋

〉
の
文
学
史
』

(朝
日
選
書
、

一
九
九
七
)
第
四
章
を
参
照
さ
れ

た
い
。

㈹

そ
の
蘆
花
自
身
は
激
し
い
性
欲

の
衝
動
に
悩
ま
さ
れ
た
人
間
で
あ
っ
た
、
と
は
、
中
野
好
夫

の

『蘆
花
徳
冨
健
次
郎
』
(全
三
冊
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二
～
七
四
)
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
野
の
本
は
、
読
み
物
と
し
て
抜
群

に
面
白

い
。

働

前
掲
注
ω
拙
著
第
七
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。

㈹

柄
谷
行
人

『
日
本
近
代
文
学

の
起
源
』
(講
談
社
文
芸
文
庫
、

一
九
八
八
)
九
九
頁
。

ω

こ
の
時
期
の
日
本
文
学

に
対
す

る
世
紀
末
思
想

の
影
響
に

つ
い
て
は
、
尹
相
仁

『世
紀
末
と

漱
石
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九
四
)
に
詳
し

い
。

働

鶴
田
欣
也

『
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る

「向
こ
う
側
」』

(明
治
書
院
、

一
九
八
六
)。

⑯

だ
が
、
昭
和
三
十
八
年
の
西
河
克
巳
に
よ
る
再
映
画
化

(吉

水
小
百
合
主
演
)
で
は
、
藝
者

批
判
は
消
え
て
い
る
。

㈹

伊
藤
整

『近
代
日
本
人
の
発
想
の
諸
形
式
』

(岩
波
文
庫
、

一
九
八
六
)
。

09

最
近
で
は
宮
台
真
司
が
よ
く
似
た
立
場

に
立

っ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
ブ
ル
セ
ラ
少
女
や
援

助
交
際
少
女
の
心
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
宮
台
は
、
彼
女
た
ち
に

「
理
解
」
を
示

そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
理
由

で
攻
撃
を
受
け
、
買
春
三
昧
の
オ
ヤ
ジ
ど
も
に
攻
撃
さ
れ
る
謂

わ
れ
は
な

い
、
と
怒

っ
て
い
る
。

⑯

『定
本

與
謝
野
晶
子
全
集
第
十
五
巻
』
(講
談
社
、

一
九
八
○
)
。
こ
の
論
文
が
シ
ナ
語
に

翻
訳
さ
れ
て
巻
き
起
こ
し
た
論
争
に
つ
い
て
は
、
張
競

『近
代
中
国
と

「恋
愛
」
の
発
見
』

(岩

波
書
店
、

一
九
九
五
)
第
四
章
に
詳
し
い
。

㈲

吉
行
が

一
連

の
娼
婦
も

の
小
説
で
権
力
に
抵
抗
し
た
と
評
し
た
の
は

『自
由
と
禁
忌
』

(河

出
文
庫
、

一
九
九

一
)
の
江
藤
淳
だ
が
、
こ
れ
は
吉
行

の
過
大
評
価
で
は
あ
る
ま

い
か
。
富
岡

多
惠
子
ら
の

『男
流
文
学
論
』
(ち
く
ま
文
庫
、

一
九
九
七
)
で
も
、
上
野
千
鶴
子
の
吉
行
論
に

対
し
て
小
倉
千
加
子
が
、
吉
行
の
過
大
評
価
で
は
な
い
か
、
と
窘
め
て
い
る
が
、
江
藤
と
上
野

は
、
「娼
婦
ー
反
権
力
」
と

い
う
奇
妙
な
図
式
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
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