
78

 

１　
妻
へ
の
評
価
の
揺
れ

　

夏
目
漱
石
の『
こ
ゝ
ろ
』（
一
九
一
四
）の「
下
」巻
を
な
す「
先
生
と
遺
書
」

に
語
ら
れ
る
、
先
生
の
妻
に
対
す
る
感
情
に
は
、
一
つ
の
断
層
が
見
出
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
先
生
は
、
妻
の
か
つ
て
の
姿
で
あ
る
下
宿
先
の
「
お
嬢

さ
ん
」
を
神
聖
な
愛
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る

一
方
で
、
同
じ
家
に
住
む
近
し
い
生
活
者
と
し
て
は
、
決
し
て
高
い
評
価

を
与
え
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
、「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す

る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
の
表
白
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ

る
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
同
居
人
の
Ｋ
を
下
宿
に
導
き
入
れ
る
前
の
段
階
に

お
け
る
十
四
章
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
く
だ
り
で
あ
る
。

　

私
は
其
人
に
対
し
て
、殆
ん
ど
信
仰
に
近
い
愛
を
有
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。

私
が
宗
教
に
だ
け
用
い
る
此
言
葉
を
、
若
い
女
に
応
用
す
る
の
を
見
て
、

貴
方
は
変
に
思
ふ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
今
で
も
固
く
信
じ
て
ゐ
る

の
で
す
。
本
当
の
愛
は
宗
教
心
と
さ
う
違
つ
た
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
事

を
固
く
信
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
私
は
御
嬢
さ
ん
の
顔
を
見
る
た
び
、
自
分

が
美
し
く
な
る
や
う
な
心
持
が
し
ま
し
た
。御
嬢
さ
ん
の
事
を
考
へ
る
と
、

気
高
い
気
分
が
す
ぐ
自
分
に
乗
り
移
つ
て
来
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
。
も

し
愛
と
い
ふ
不
可
思
議
な
も
の
に
両
端は

じ

が
あ
つ
て
、
そ
の
高
い
端
に
は
神

聖
な
感
じ
が
働
い
て
、
低
い
端
に
は
性
欲
が
動
い
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
私

の
愛
は
た
し
か
に
そ
の
高
い
極
点
を
捕つ

ら

ま
え
た
も
の
で
す
。
私
は
も
と
よ

り
人
間
と
し
て
の
肉
を
離
れ
る
事
の
出
来
な
い
身
体
で
し
た
。
け
れ
ど
も

御
嬢
さ
ん
を
見
る
私
の
眼
や
、
御
嬢
さ
ん
を
考
へ
る
私
の
心
は
、
全
く
肉

の
臭
を
帯
び
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
十
四
）

　　

こ
の
自
身
の
妻
に
対
す
る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
は
、
鎌
倉
の
海
岸
で
知

己
と
な
っ
た
若
い
学
生
の
「
私
」
と
の
や
り
取
り
で
、
先
生
が
口
に
す
る

「
私
は
世
の
中
で
女
と
い
ふ
も
の
を
た
つ
た
一
人
し
か
知
ら
な
い
。
妻
以

外
の
女
は
殆
ん
ど
女
と
し
て
私
に
訴
へ
な
い
の
で
す
。
妻
の
方
で
も
、
私

を
天
下
に
た
ゞ
一
人
し
か
な
い
男
と
思
つ
て
呉く

れ
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
い
ふ

意
味
か
ら
云
つ
て
、
私
達
は
最
も
幸
福
に
生
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ

き
筈
で
す
」（
上
十
）
と
い
う
言
葉
と
も
響
き
合
う
形
で
、
相
互
の
情
愛

と
信
頼
に
よ
っ
て
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
一
組
の
夫
婦
の
姿
を
浮
び
上

が
ら
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
私
」
が
疑
念
を
覚
え
る
よ
う
に
、「
私
達

は
最
も
幸
福
に
生
れ
た
人
間
の
一
対
で
あ
る
べ
き
筈
で
す
」
と
い
う
当
為

の
表
現
は
、
彼
ら
の
結
び
つ
き
が
「
幸
福
」
に
逆
行
す
る
側
面
を
は
ら
ん

で
い
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
も
い
る
が
、
そ
の
曖
昧
さ
も
、
先
生
が
妻

と
の
関
係
を
よ
り
「
幸
福
」
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
の
表
明

〈
遺
書
〉
と
〈
物
語
〉
の
間
で
─
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
の
〈
か
た
ち
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二



———　〈かたち〉の変容　———

79

と
し
て
転
化
さ
せ
う
る
。
実
際
「
私
」
の
眼
に
は
、
彼
ら
は
「
仲
の
好
い

夫
婦
の
一
対
」（
上
九
）
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
ま
た
先
生
自
身
、
妻
の

母
親
の
死
ん
だ
後
、「
私
と
妻
と
は
元
の
通
り
仲
好
く
暮
し
て
き
ま
し
た
。

私
と
妻
は
決
し
て
不
幸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幸
福
で
し
た
」（
下
五
十
四
）

と
記
し
て
い
て
、〈
お
嬢
さ
ん
─
妻
〉
へ
の
愛
情
の
絆
を
、
結
婚
前
か
ら

死
を
決
意
し
た
現
在
に
至
る
ま
で
持
続
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

反
面
、
彼
女
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
を
語
る
、
引
用
し
た
箇
所
の
記

述
が
、
観
念
的
な
表
白
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
を
裏
返
す
よ
う
に
、
下
宿

先
の
「
お
嬢
さ
ん
」
と
し
て
彼
女
と
接
し
て
い
た
当
時
、
先
生
が
彼
女
を

理
想
的
な
女
性
と
し
て
眺
め
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
具
体
的
な
根
拠

は
乏
し
い
。
む
し
ろ
彼
女
の
日
常
の
立
ち
居
振
舞
い
に
対
し
て
、
先
生

は
あ
ま
り
好
ま
し
い
印
象
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
く
だ
り
が
少

な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
お
嬢
さ
ん
」
の
弾
く

琴
に
対
し
て
「
余
り
込
み
入
っ
た
手
を
弾
か
な
い
所
を
見
る
と
、
上
手
な

の
ぢ
や
な
か
ら
う
と
考
へ
」（
下
十
一
）
る
の
で
あ
り
、
生
け
花
に
つ
い

て
も
「
御
嬢
さ
ん
は
決
し
て
旨
い
方
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
」（
下
十
一
）

と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
外
に
出
か
け
た
は
ず
の「
お
嬢
さ
ん
」

が
Ｋ
と
一
緒
に
家
に
い
る
と
こ
ろ
を
眼
に
し
た
先
生
が
そ
の
理
由
を
尋

ね
る
と
、彼
女
は「
た
ゞ
笑
つ
て
ゐ
る
」だ
け
な
の
で
あ
り
、そ
の
姿
に「
私

は
こ
ん
な
時
に
笑
ふ
女
が
嫌き

ら
いで

し
た
」（
上
二
十
六
）
と
い
う
感
慨
を
覚
え

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
Ｋ
が
傍
ら
に
い
る
状
況
が

先
生
の
嫉
妬
を
か
き
立
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
の
印
象
を
悪
く
し
て
い
る
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
笑
い
方
は
彼
女
の
癖
で
も
あ
る
ら
し
く
、
そ

れ
に
つ
づ
け
て
「
若
い
女
に
共
通
な
点
だ
と
云
へ
ば
そ
れ
迄
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、御
嬢
さ
ん
も
下
ら
な
い
事
に
能
く
笑
ひ
た
が
る
女
で
し
た
」（
下

二
十
六
）
と
い
う
、
性
格
一
般
の
地
平
に
置
き
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、
妻
と
な
っ
た
女
性
に
対
す
る
評
価
の
揺
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら

先
生
が
下
宿
を
し
て
い
た
学
生
の
頃
と
、
鎌
倉
で
若
い
「
私
」
と
出
会

い
、
明
治
天
皇
の
死
と
そ
れ
に
つ
づ
く
乃
木
希
典
の
殉
死
を
契
機
と
し
て

自
殺
を
決
意
す
る
に
至
る
時
間
と
の
間
で
生
じ
て
い
る
、
先
生
の
彼
女
に

対
す
る
認
識
の
変
化
と
呼
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
」
が
感
じ
る

よ
う
に
、
先
生
と
妻
は
現
実
に
「
仲
の
好
い
夫
婦
」
と
し
て
暮
ら
し
て
お

り
、
子
供
が
い
な
い
淋
し
さ
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
相
互
の
親
密
さ
を

保
っ
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
。「
私
」
が
家
を
訪
問
し
た
際
に
耳
に
す
る
、

先
生
が
妻
に
呼
び
か
け
る
声
も
「
優
し
く
聞
え
た
」（
上
九
）
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
応
え
て
「
返
事
を
し
て
出
て
来
る
奥
さ
ん
の
様
子
も
甚
だ
素
直
で

あ
つ
た
」（
上
九
）
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
二
人
で
連
れ
立
っ
て
「
音

楽
会
だ
の
芝
居
だ
の
」（
上
九
）
に
足
を
運
び
、
ま
た
「
夫
婦
づ
れ
で
一

週
間
以
内
の
旅
行
を
し
た
事
も
、
私
の
記
憶
に
よ
る
と
、
二
三
度
以
上
あ

つ
た
」（
上
九
）
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
親
密
さ
は
、『
門
』
に
お
け
る
宗
助
と
御
米
夫
婦
の
そ
れ
を

連
想
さ
せ
る
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
前
身
を
な
す
と
も
い
え
る
こ
の
作
品
で
は
、

主
人
公
の
夫
婦
は
や
は
り
子
供
に
恵
ま
れ
な
い
淋
し
さ
を
抱
き
つ
つ
暮

ら
し
て
い
る
。
彼
ら
も
『
こ
ゝ
ろ
』
の
夫
婦
と
同
様
に
、「
一
所
に
な
つ

て
か
ら
今
日
ま
で
六
年
程
の
長
い
月
日
を
ま
だ
半
日
も
気き

ま
ず

不
味
く
暮
し

た
事
は
な
か
つ
た
」（
十
四
）
と
記
さ
れ
よ
う
な
、
平
穏
さ
を
保
ち
つ
つ
、

こ
れ
ま
で
日
々
を
送
っ
て
き
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、『
門
』
に
描
か
れ

る
夫
婦
仲
の
安
定
が
、
淋
し
さ
の
裏
面
と
し
て
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、

そ
の
後
身
と
い
う
べ
き
先
生
と
そ
の
妻
の
間
に
も
、
こ
う
し
た
欠
如
の
感

覚
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
現
に
先
生
は
「
私
」
に
「
私
は

淋
し
い
人
間
で
す
」（
上
七
）
と
明
言
し
て
お
り
、
傍
目
に
は
親
密
に
映
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る
妻
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
先
生
の
内
面
が
充
実
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
漂
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
こ
の
〈
淋
し
さ
〉
の
根
元
に
妻

を
得
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
が
後
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
同
時
に

そ
の
〈
淋
し
さ
〉
を
癒
す
相
手
と
し
て
現
在
の
妻
が
存
在
し
て
も
い
る
。

お
そ
ら
く
先
生
が
妻
に
対
し
て
抱
く
情
愛
は
、
こ
う
し
た
結
婚
後
の
日
々

の
な
か
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
先
生
が
伴
侶
と
し
て
の
妻

を
尊
ん
で
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
そ
し
て
世
間
と
ほ
と
ん
ど
交
わ
り
を

も
た
な
い
孤
独
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
先
生
が
、
貴
重
な
共
生
者
で
あ
る

妻
を
尊
重
す
る
情
感
を
、
過
去
に
遡
及
的
に
振
り
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
、「
下
」
巻
で
語
ら
れ
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
へ

の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
記
述
で
は
、「
愛
と
云
ふ
不
可
思
議
な
も
の
」
の
「
高
い
端
に
は

神
聖
な
感
じ
が
働
い
て
、
低
い
端
に
は
性
欲
が
動
い
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、

私
の
愛
は
た
し
か
に
そ
の
高
い
極
点
を
捕つ

ら

ま
え
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が

示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
御
嬢
さ
ん
を
考
へ
る
私
の
心
は
、
全
く
肉
の
臭
を
帯

び
て
ゐ
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
眼
差
し
の
主
体

は
、
下
宿
し
て
い
た
当
時
の
先
生
よ
り
も
は
る
か
に
強
く
、
遺
書
を
書
こ

う
と
す
る
時
点
の
先
生
に
寄
り
添
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
遺
書
の
末
尾

に
先
生
は
「
私
は
妻
に
は
何
に
も
知
ら
せ
た
く
な
い
の
で
す
。
妻
が
己
れ

の
過
去
に
対
し
て
も
つ
記
憶
を
、
な
る
べ
く
純
白
に
保
存
し
て
置
い
て
遣

り
た
い
の
が
私
の
唯
一
の
希
望
な
の
で
す
か
ら
」（
下
五
十
六
）
と
述
べ
、

妻
を
「
神
聖
」
な
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
中
年
の
域
に
至
り
、
貴
重
な
共
生
者
と
し
て
妻
を
眺
め
て
い
る
先
生
の

心
の
な
か
に
は
、
妻
は
す
で
に
「
全
く
肉
の
臭
を
帯
び
て
ゐ
」
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
一
方
先
の
引
用
に
見
た
よ

う
に
、
下
宿
先
の
同
居
人
と
し
て
「
お
嬢
さ
ん
」
を
眺
め
て
い
た
頃
の
先

生
の
眼
差
し
に
は
、
軽
侮
や
嫌
悪
の
念
も
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
女

を
神
聖
視
の
対
象
と
し
て
い
た
と
は
思
い
難
い
の
で
あ
る
。

２　
〈
物
語
〉
と
し
て
の
遺
書

　

こ
う
し
た
一
人
の
女
性
に
対
す
る
捉
え
直
し
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
、
先
生
の
遺
し
た
も
の
が
果
た
し
て
本
当
に
〈
遺
書
〉
で
あ
っ

た
か
を
疑
わ
し
く
さ
せ
る
。『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
が
「
先
生
と
遺
書
」

と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
と
」
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
「
先
生
」

と
「
遺
書
」
が
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
む
し
ろ
距
離
が
存
在

す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
も
と
も
と
「
心　

先
生
の
遺
書
」
と
い
う
表
題
の
も
と
に
連
載
さ
れ
た
作
品
が
単
行
本
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、「
自
か
ら
独
立
し
た
や
う
な
又
関
係
の

深
い
や
う
な
三
個
の
姉
妹
篇
」（
序
文
）の
集
合
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
の
初
め
の
二
つ
に
「
先
生
と
私
」「
父
親
と
私
」
と
い
う
題
が
与
え
ら

れ
た
の
に
形
式
を
揃
え
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
結
果
的
に
『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
は
、
先
生
の
遺

し
た
遺
書
と
し
て
の
体
裁
を
も
ち
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る

記
述
者
と
し
て
の
意
識
的
な
主
体
性
を
強
く
浮
上
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
が
一
般
の
遺
書
と
比
較
し
て
、
様
々
な
破
格
な
〈
か
た
ち
〉
を

呈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
ず
原
稿
用
紙
に
し
て
二
百
枚
を

超
え
る
と
い
う
分
量
自
体

１
が
、
遺
書
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
。
現
実
に

遺
さ
れ
る
遺
書
は
多
く
の
場
合
、
便
箋
数
枚
程
度
の
分
量
に
と
ど
ま
り
、

「
下
」
巻
に
含
ま
れ
る
、
自
殺
し
た
Ｋ
の
遺
書
に
し
て
も
、「
自
分
は
薄
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志
弱
行
で
到
底
行
先
の
望
み
が
な
い
か
ら
、
自
殺
す
る
と
い
ふ
丈
」（
下

四
十
八
）
の
「
簡
単
」
で
「
抽
象
的
」
な
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
遺
書

が
言
語
に
よ
る
自
己
表
現
で
あ
り
つ
つ
、
と
く
に
自
殺
の
場
合
、
そ
こ
で

表
現
さ
れ
て
い
る
自
己
を
無
化
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
た
め
に
、
両

者
の
均
衡
の
な
か
で
表
現
が
肥
大
す
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
遺
書
の
書
き
手
の
顧
慮
は
、
自
己
の
死
に
よ
っ
て
動
揺
や
混
乱
を
き

た
す
で
あ
ろ
う
遺
族
た
ち
に
、
わ
び
の
言
葉
と
と
も
に
向
け
ら
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
マ
ラ
ソ
ン
選
手
の
円
谷
幸
吉
の
遺
書
が
、
様
々
な
食
べ

物
の
思
い
出
と
と
も
に
親
し
い
人
び
と
の
追
憶
を
語
っ
た
後
、「
父
上
様

母
上
様
、
幸
吉
は
も
う
す
っ
か
り
疲
れ
切
っ
て
走
れ
ま
せ
ん
、
何
卒
、
お

許
し
下
さ
い
」
と
い
う
文
句
に
繋
が
っ
て
い
く
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、文
学
者
の
遺
書
に
お
い
て
も
、芥
川
龍
之
介
は
妻
文
子
に
宛
て
て
「
あ

ら
ゆ
る
人
々
の
赦
さ
ん
こ
と
を
請
ひ
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
赦
さ
ん
と
す
る

わ
が
心
中
を
忘
る
勿
れ
」
と
記
し
、
火
野
葦
平
は
「
す
み
ま
せ
ん
。
お
ゆ

る
し
下
さ
い
。
さ
よ
う
な
ら
」
と
記
し
て
い
た
。
ま
た
江
藤
淳
は
「
乞
う
、

諸
君
よ
、
こ
れ
を
涼
と
せ
ら
れ
よ
」
と
記
し
、「
自
ら
処
決
」
す
る
こ
と

へ
の
許
し
を
求
め
て
い
た

2
。

　

自
殺
者
が
示
す
、
こ
う
し
た
遺
さ
れ
た
近
親
者
へ
の
わ
び
や
顧
慮
を

『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
下
」
巻
に
当
て
は
め
れ
ば
、
当
然
先
生
が
第
一
に
配
慮

す
べ
き
対
象
は
妻
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
先
生
の
遺
書
が
破
格
で
あ
る
の

は
、
こ
の
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
先
生
が
遺
書
を
宛
て
る
べ
き

第
一
の
相
手
は
、
遺
族
と
な
る
妻
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実

に
は
血
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
共
生
者
で
も
な
い
「
私
」
に
宛
て
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
は
り
妻
が
、
先
生
が
真
の
愛
を
向
け
る

相
手
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
疑
わ
し
く
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
確
か
に
先
生

は
、
今
後
の
生
活
に
不
自
由
し
な
い
だ
け
の
遺
産
を
妻
に
遺
し
て
命
を
絶

と
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
妻
に
対
す
る
配
慮
は
な
さ
れ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
「
私
は
妻
に
残
酷
な
驚
怖
を
与
へ
る
事
を
好
み
ま
せ
ん
。

私
は
妻
に
血
の
色
を
見
せ
な
い
で
死
ぬ
積つ

も
りで

す
」（
下
五
十
六
）
と
記
し
、

ま
た
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、「
私
は
妻
に
は
何
に
も
知
ら
せ
た
く
な

い
の
で
す
」（
下
五
十
六
）
と
述
べ
る
先
生
の
妻
に
対
す
る
顧
慮
は
、
彼

女
を
観
念
的
に
美
化
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
自
己
の
内
面
を
さ
ら
け
出

す
相
手
と
し
て
彼
女
が
選
び
取
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

も
し
先
生
が
一
個
の
人
間
と
し
て
妻
を
愛
し
て
い
る
な
ら
ば
、
醜
悪
な
面

を
も
含
む
形
で
、
彼
女
に
向
け
て
自
己
の
軌
跡
が
語
ら
れ
る
可
能
性
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
遺
書
を
書
き
出
そ
う
と
す
る

時
点
の
先
生
の
意
識
の
な
か
で
、
妻
と
の
間
に
距
離
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
は
否
定
し
え
な
い
。
一
方
妻
の
側
に
も
、
結
婚
に
至
る
経
緯
の
な
か
で

Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
が
生
じ
た
こ
と
を
「
今
で
も
知
ら
ず
に
ゐ
る
」（
上

十
二
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
関
心
の
乏
し
さ
が
あ
り
、
先
生
自
身
に
対
し

て
も
、
そ
の
内
面
を
知
ろ
う
と
す
る
接
近
を
図
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

反
面
「
上
」
巻
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
生
の
「
私
」
が
先
生
に
接
近

を
試
み
る
有
様
は
、
ほ
と
ん
ど
同
性
愛
的
な
強
度
を
帯
び
て
お
り
、
ま
た

そ
の
地
平
に
こ
の
作
品
を
位
置
づ
け
る
読
解
も
な
さ
れ
て
い
る

３
。
先
生

は
、
自
分
に
接
近
す
る
「
私
」
に
対
し
て
「
あ
な
た
の
心
は
と
つ
く
の
昔

か
ら
恋
で
動
い
て
ゐ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」（
上
十
三
）
と
告
げ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
否
認
す
る
「
私
」
に
対
し
て
、
先
生
は
さ
ら
に
「
恋
に

至
る
段
階
な
ん
で
す
。
異
性
と
抱
き
合
う
順
序
と
し
て
、
ま
ず
同
性
の
私

の
所
へ
動
い
て
来
た
ん
で
す
」（
上
十
三
）
と
断
定
し
て
い
る
。『
こ
ゝ
ろ
』

に
お
い
て
は
、
人
間
が
異
な
っ
た
人
間
に
惹
か
れ
る
情
動
が
、
異
性
間
と

同
性
間
で
ほ
と
ん
ど
差
別
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
異
性
愛
と
同
性
愛
を
平
準
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化
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
性
の
垣
根
を
越
え
た

人
間
の
「
心
」
の
運
動
性
が
こ
の
作
品
の
表
題
に
含
意
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

　

遺
書
が
宛
て
ら
れ
る
の
が
、
自
分
に
も
っ
と
も
親
し
い
相
手
に
対
し
て

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
先
生
の
心
の
な
か
で
も
っ
と
も
大
き
な
比
重
を

占
め
る
人
間
は
「
私
」
で
あ
っ
て
妻
で
は
な
く
、
彼
と
の
間
に
精
神
的
な

紐
帯
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
営
為
こ
そ
が
、
こ
の
遺
書
の
執
筆
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
ま
た
「
私
」
が
遺
族
や
近
親
者
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

遺
書
が
一
人
の
〈
読
者
〉
に
対
し
て
宛
て
ら
れ
た
言
説
と
し
て
の
性
格
を

強
め
る
の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
「
下
」
巻
の
内
容
は
、
遺
書
の
形
式
を

も
ち
な
が
ら
、
む
し
ろ
一
篇
の
〈
物
語
〉
と
し
て
の
趣
き
を
帯
び
る
こ
と

に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
文
学
作
品
の
一
部
と
し
て
提
示
さ
れ
る
登
場
人
物

の
遺
書
が
、
す
べ
か
ら
く
〈
物
語
〉
的
な
性
格
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で
あ

る
。『
こ
ゝ
ろ
』
と
同
じ
く
明
治
天
皇
、
乃
木
希
典
の
死
に
触
発
さ
れ
て

書
か
れ
た
森
鴎
外
の
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』（
一
九
一
二
）
も
そ

の
一
つ
で
あ
り
、
や
は
り
遺
書
の
体
裁
が
取
ら
れ
な
が
ら
、
実
際
に
叙
さ

れ
て
い
る
も
の
は
、
自
死
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る

一
人
の
武
士
の
自
己
表
白
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
肥
後
藩
主
細
川

忠
利
に
仕
え
る
侍
で
あ
る
興
津
弥
五
右
衛
門
が
、
茶
事
に
用
い
る
伽
羅
の

香
木
を
入
手
す
る
命
を
受
け
て
長
崎
に
赴
き
、
そ
こ
で
高
価
な
本
木
を
購

入
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
安
価
な
末
木
の
購
入
を
主
張
す
る
同
輩
の
横

田
清
兵
衛
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
さ
か
い
の
末
横
田
を
斬
殺
す
る

に
至
っ
た
顛
末
が
語
ら
れ
、
そ
の
後
忠
利
が
没
す
る
こ
と
で
自
身
の
生
を

長
ら
え
て
い
る
意
味
を
見
出
し
難
く
な
っ
た
興
津
が
自
害
を
決
意
す
る

に
至
っ
た
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
遺
書
は
息
子
の
興
津
才
右
衛
門
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
点
で
通
例

の
形
式
を
有
し
て
お
り
、
分
量
的
に
も
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
に
比
べ
れ

ば
は
る
か
に
少
な
い
が
、
内
容
的
に
は
主
君
の
命
を
絶
対
の
も
の
と
し
て

行
動
し
、
そ
の
遂
行
の
た
め
に
は
同
輩
を
斬
る
こ
と
に
も
躊
躇
し
な
い
武

士
と
し
て
の
自
覚
を
是
認
す
る
物
語
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
遺
族
に

対
す
る
顧
慮
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
香
木
の
購
入
を
め

ぐ
る
横
田
と
の
対
立
の
様
相
は
、
ほ
と
ん
ど
小
説
中
の
一
場
面
と
し
て
の

生
彩
を
放
っ
て
い
る
。「
た
か
が
四
畳
半
の
炉
に
く
べ
る
木
の
切
れ
な
ら

ず
や
、（
略
）
た
と
ひ
主
君
が
強
ひ
て
本
木
を
手
に
入
れ
た
く
思
召
さ
れ

な
ん
と
も
、
そ
れ
を
遂
げ
さ
せ
申
す
こ
と
阿
諛
便
佞
の
所
為
な
る
べ
し
」

と
い
う
合
理
的
な
主
張
を
お
こ
な
う
横
田
に
対
し
て
、
興
津
は
「
某
は
た

だ
主
命
と
申
す
も
の
が
大
切
な
る
に
て
、
主
君
あ
の
城
を
落
せ
と
仰
せ
ら

れ
候
は
ば
、
鉄
壁
な
り
と
も
乗
つ
取
り
申
す
べ
く
、
あ
の
首
を
取
れ
と
仰

せ
候
は
ば
、
鬼
神
な
り
と
も
討
ち
果
た
し
申
す
べ
く
と
同
じ
く
、
珍
し
き

品
を
求
め
参
れ
と
仰
せ
ら
れ
候
へ
ば
、
こ
の
上
な
き
名
物
を
求
め
ん
所
存

な
り
、
主
命
た
る
以
上
は
、
人
倫
の
道
に
悖
り
候
こ
と
は
格
別
、
そ
の
事

柄
に
立
入
り
候
批
判
が
ま
し
き
儀
は
無
用
な
り
」
と
応
え
、
武
士
と
し
て

の
意
識
を
明
確
化
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
現
在
の
視
点
で
過
去
の
軌
跡
を
綴
り
直
す
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
を
再
認
識
し
よ
う
と
す
る
営
為
が
、
本
来
物
語
叙
述

の
中
心
的
な
職
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
物
語
構
築
の
本
質

が
、
過
去
の
時
間
を
あ
ら
た
め
て
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
生
き
直
す
こ
と
に
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
の
『
時
間
と
物
語
』
で
あ
っ

た
が
、
一
見
江
戸
時
代
の
武
士
と
し
て
の
倫
理
観
を
表
明
し
た
だ
け
の
書

の
よ
う
に
映
る
『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
過
去

の
時
間
を
生
き
直
す
こ
と
に
よ
る
自
己
の
再
認
識
と
い
う
、
物
語
行
為
の

本
質
は
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
作
品
の
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
れ
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ば
、
太
宰
治
の
『
斜
陽
』（
一
九
四
八
）
に
含
ま
れ
る
、
主
人
公
か
ず
子

の
弟
で
あ
る
直
治
の
遺
し
た
遺
書
も
同
様
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。「
姉

さ
ん
。
／
だ
め
だ
。
さ
き
に
行
く
よ
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
こ
の

遺
書
に
お
い
て
前
景
化
さ
れ
て
い
る
も
の
も
、「
人
間
は
、
み
な
同
じ
も

の
だ
」
と
い
う
観
念
を
通
俗
な
も
の
と
し
て
斥
け
、
自
己
を
「
貴
族
」
と

し
て
差
別
化
し
よ
う
と
す
る
一
人
の
青
年
の
意
識
的
な
営
為
で
あ
り
、
後

半
で
あ
る
人
妻
へ
の
愛
着
が
告
白
さ
れ
て
い
る
一
方
、
自
分
の
死
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
混
乱
や
迷
惑
な
ど
に
は
や
は
り
顧
慮
は
払

わ
れ
て
い
な
い
。
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
貴
族
」
と
し
て
生

ま
れ
、
死
ん
で
い
く
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
、
執
筆
時
に
明
確
化
さ
れ
た

自
己
像
の
提
示
な
の
で
あ
る
。

３　
叙
述
の
現
在
と
過
去

　　

こ
う
し
た
作
品
の
一
部
な
い
し
全
部
を
な
す
遺
書
に
お
い
て
も
、
書
く

こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
再
構
築
す
る
と
い
う
方
向
性
は
明
瞭
で
あ
っ
た

が
、『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
で
は
、
遺
族
で
は
な
い
人
間
を
読
み
手
と
し
て

想
定
し
て
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
叙
述
の
特
質
が
一
層
顕

著
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
叙
述
の
焦
点
を
な
す
、
妻
と

な
っ
た
女
性
を
め
ぐ
る
関
係
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
女
性
が
過
去
の

存
在
で
は
な
く
、
執
筆
時
に
お
い
て
も
共
生
者
と
し
て
の
位
置
を
保
持
し

て
い
る
た
め
に
、
そ
の
時
間
的
な
推
移
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
評
価
の
変

化
が
、
叙
述
に
断
層
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
遺
書
が
妻

自
身
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
こ
に
は
生
活
を
共
に
し

て
き
た
者
へ
の
謝
意
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
彼
女
に
か
つ

て
否
定
的
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
隠
蔽
な
い
し
糊
塗

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
先
生
の
遺
書
に
お
け

る
妻
は
、語
り
が
向
け
ら
れ
た
相
手
で
は
な
い
た
め
に
、第
三
者
的
な
〈
登

場
人
物
〉
と
し
て
の
位
置
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
彼
女
に
対
す
る
評
価
の

時
間
的
な
変
化
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
下
」
巻
の
叙
述
の
な
か
で
、
先
生
の
眼
差
し
に
捉
え
ら
れ
た
「
お
嬢

さ
ん
」
が
「
肉
の
臭
」
と
無
縁
な
「
神
聖
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
提

示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
執
筆
時
に
お
け
る
妻
へ
の
尊
重

が
遡
及
的
に
多
分
に
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
こ
そ
、
物

語
叙
述
に
お
け
る
自
己
構
築
作
用
が
姿
を
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
後

の
叙
述
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
生
は
下
宿
の
同
居
人
で
あ
る
Ｋ

と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か
で
、
彼
を
出
し
抜
く
形
で
「
お
嬢
さ
ん
」
の
母

親
に
結
婚
の
申
し
出
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
で
彼
女
を

妻
と
し
た
の
だ
っ
た
が
、
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
を
派
生
さ
せ
つ
つ
得
た

女
性
が
、
そ
の
重
み
に
値
す
る
相
手
で
あ
る
こ
と
を
先
生
は
願
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
妻
と
な
っ
た
相
手
が
、「
神
聖
」
な
ほ

ど
の
高
み
に
置
か
れ
る
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
女
を
手
に
入
れ
た
自
分

の
所
行
が
肯
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
妻
と

な
っ
た
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、
先
生
に
と
っ
て
良
き
伴
侶
と
な
っ
た
の
で
あ

り
、
先
生
は
彼
女
を
妻
と
し
た
こ
と
を
、
結
果
と
し
て
は
後
悔
し
て
い
な

い
に
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
漱
石
自
身
の
妻
を
下
敷
き
と
す
る『
道
草
』

（
一
九
一
五
）
の
御
住
が
夫
の
健
三
を
苛
立
た
せ
る
よ
う
な
、
相
容
れ
な

い
他
者
性
を
『
こ
ゝ
ろ
』
の
妻
は
夫
に
突
き
つ
け
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
「
下
」
巻
第
十
四
章
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
の
「
神

聖
」
な
像
は
、
悲
劇
の
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
女
性
と
、
彼
女
を
得
た
自

分
を
と
も
ど
も
肯
定
す
る
た
め
に
、
事
後
的
に
な
さ
れ
た
理
想
化
で
あ
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
遺
書
の
〈
か
た
ち
〉
が
強
く

滲
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
で
『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
は
、
遺
書
と
い
う
よ
り
も
、
一
人
称

告
白
体
に
よ
る
物
語
の
一
般
的
な
性
格
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ

の
形
式
の
作
品
が
、
執
筆
時
の
視
点
か
ら
自
身
の
軌
跡
を
語
り
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
自
己
を
肯
定
的
に
再
構
築
す
る
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』（
一
八
九
○
）
や

三
島
由
紀
夫
の
『
仮
面
の
告
白
』（
一
九
四
九
）
は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ

り
、
た
と
え
ば
前
者
は
小
森
陽
一
が
指
摘
す
る

4
よ
う
に
、
留
学
先
で
恋

仲
と
な
り
、
妊
娠
ま
で
し
た
現
地
の
女
性
を
見
捨
て
て
日
本
に
帰
っ
て
来

よ
う
と
す
る
主
人
公
─
語
り
手
が
、
そ
の
所
以
を
自
己
の
「
弱
き
心
」
に

帰
着
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
不
可
抗
力
的
な
帰
趨
と
し
て
是
認

し
よ
う
と
す
る
物
語
と
し
て
眺
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
取
ら
れ
て
い
る
自
己

肯
定
的
な
叙
述
の
方
向
性
が
、『
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』
に
お
け
る

そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
強
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で

も
な
い
。
ま
た
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
も
、
前
半
で
綿
密
に
な
さ
れ

て
い
る
同
性
愛
者
と
し
て
の
自
己
造
形
は
、
後
半
で
語
ら
れ
る
異
性
愛
の

失
敗
に
対
す
る
理
由
づ
け
と
し
て
作
用
し
て
お
り
、
三
浦
雅
士
が
指
摘
す

る
5

よ
う
に
、
前
者
の
構
図
は
む
し
ろ
後
者
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
遡

及
的
な
自
己
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
「
仮
面
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
は
、
前
半
と
後
半
に
お
け
る
性
愛
の
ベ
ク

ト
ル
に
ズ
レ
が
生
じ
て
お
り
、
宿
命
的
な
同
性
愛
者
を
自
認
す
る
人
間
が

少
女
と
の
平
凡
な
恋
愛
に
陥
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
、
素
朴
な
疑
問
を
投

げ
か
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
が
目
立
た
な
く
さ
れ
て
い
る
の
は

こ
の
作
品
の
叙
述
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、『
こ
ゝ
ろ
』「
下
」
巻
に
見

出
さ
れ
た
ズ
レ
は
、
そ
れ
と
近
似
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
過
去
の
経
験
を
現
在
時
の
意
識
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
象
に
対
す
る
異
種
の
評
価
を
混
在
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。『
仮
面
の
告
白
』
に
お
い
て
、
女
性
が
主
人
公
の
興
味
を
呼
ば
な
い

対
象
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
深
刻
な
関
心
事
で
も
あ
る
よ
う
に
、『
こ
ゝ

ろ
』
に
お
け
る
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、「
肉
の
臭
」
を
喚
起
し
な
い
精
神
的

な
愛
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、「
是
非
御
嬢
さ
ん
を
専
有
し
た
い
と
い

う
強
烈
な
一
念
に
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
私
」（
下
三
十
二
）
と
い
う
一
文
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
を
確
保
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
手
に
入
れ
ね

ば
な
ら
な
い
〈
物
〉
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、『
こ
ゝ
ろ
』
の
な
か
に
女
性
に
対
す
る
二
種

の
対
照
的
な
姿
勢
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
前

者
の
言
説
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、『
こ
ゝ
ろ
』
に
お
け
る

異
性
愛
を
精
神
的
、
感
情
的
な
方
面
に
引
き
つ
け
て
捉
え
、
さ
ら
に
そ
れ

を
漱
石
自
身
の
恋
愛
観
、
人
間
観
と
連
携
さ
せ
る
見
方
が
取
ら
れ
が
ち
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
江
藤
淳
は
「
明
治
の
一
知
識
人
」
で
『
こ
ゝ
ろ
』

の
先
生
に
つ
い
て
彼
が
「
Ｋ
に
忠
実
で
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、

彼
は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
愛
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、逆
に
、

「
先
生
」
が
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す
る
自
分
の
感
情
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と

す
る
な
ら
、
彼
は
唯
一
の
親
友
Ｋ
を
裏
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
葛
藤
の
な
か
で
後
者
を
選
び
取
り
、
そ
の
結
果
自
己
を
動
か
し
て
い

る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
把
握
を
示
し
て

い
る

6
。
こ
こ
で
は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
先
生
の
愛
情
が
第
一
に
前
提
さ

れ
、
そ
れ
を
貫
く
た
め
に
友
人
を
裏
切
っ
た
と
い
う
ロ
マ
ン
主
義
的
な
人

間
観
が
浮
上
し
て
い
る
が
、山
崎
正
和
の
「
淋
し
い
人
間
」
に
お
い
て
も
、

先
生
が
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
を
語
る
く
だ
り
が
「
ま
っ
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た
く
正
常
」
な
恋
愛
観
で
あ
る
と
さ
れ
、
先
生
が
恋
愛
の
精
神
的
な
面
に

あ
ま
り
に
も
潔
癖
で
あ
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
Ｋ
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う

状
況
を
み
ず
か
ら
招
き
寄
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
見
方
が
提
示
さ
れ
て

い
た

7
。

　

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
生
の
「
お
嬢
さ
ん
」

へ
の
精
神
的
な
愛
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
ロ
マ
ン
主
義
的
に
尊
重
し
す
ぎ
た

こ
と
が
Ｋ
と
の
葛
藤
、
さ
ら
に
は
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
悲
劇
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
把
握
が
示
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
先
生

が
遺
書
の
執
筆
時
に
お
こ
な
っ
て
い
る
、
叙
述
の
戦
略
に
素
朴
に
は
ま
り

込
ん
だ
読
解
と
し
て
の
趣
き
を
帯
び
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ま
で

眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
先
生
の
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
愛
」
は
、
事
後
的

に
明
確
化
さ
れ
た
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
捨
象
し
て
眺
め
れ
ば
、
先
生
が

下
宿
先
の
娘
で
あ
る
「
お
嬢
さ
ん
」
を
積
極
的
に
愛
し
て
い
た
こ
と
の
根

拠
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
先
生
に
と
っ
て
は
、
彼
女
は
美

し
い
に
し
て
も
、
琴
や
生
け
花
の
下
手
な
、
意
味
も
な
く
笑
う
不
愉
快
な

癖
を
も
っ
た
若
い
女
で
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
母
親
が
自
分
と
め
あ
わ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
節
も
感
じ
ら
れ
、
か
つ
て
叔
父
に
縁
談
が
ら
み
で
遺

産
の
一
部
を
使
い
込
ま
れ
た
経
験
を
も
つ
先
生
に
と
っ
て
は
、
お
嬢
さ
ん

は
警
戒
を
要
す
る
相
手
で
も
あ
っ
た
。
遺
書
に
記
さ
れ
た
「
お
嬢
さ
ん
」

へ
の
賛
辞
は
、
こ
の
距
離
を
美
的
に
転
化
さ
せ
た
も
の
以
外
で
は
な
い
。

そ
し
て
Ｋ
と
い
う
友
人
を
下
宿
に
導
き
入
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
警
戒
心

か
ら
、「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
と
の
間
に
緩
衝
材
を
置
こ
う
と
す
る
ゆ
え
の

選
択
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
山
崎
正
和
が
「
ま
っ
た
く
正
常
な
も
の
」
と
評
価
す
る
、
先

生
の
語
る
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
「
信
仰
に
近
い
愛
」
が
虚
構
的
な
産
物
で

あ
る
こ
と
は
、
漱
石
自
身
の
言
説
と
照
ら
し
て
も
傍
証
さ
れ
る
。
漱
石
は

『
文
学
論
』
で
、
ベ
ル
ギ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
者
の
説
を
引
用
し
つ

つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

　

D
elboeuf

な
る
人
か
く
云
へ
る
こ
と
あ
り
。「
凡
そ
年
若
き
男
女
が
、

慕
ひ
合
ふ
は
、彼
等
が
自
覚
せ
ず
し
て
、精
子
の
意
志
に
従
ふ
も
の
な
り
」、

B
ain

も
亦
「
触
は
恋
の
始
に
し
て
終
な
り
」
と
云
へ
り
。
随
分
如
何
は
し

き
言
葉
の
や
う
な
れ
ど
、
赤
裸
々
に
云
ひ
放
て
ば
、
真
相
は
か
く
あ
る
べ

き
な
り
。
た
ゞ
恋
は
神
聖
な
り
抔な

ど

、
説
く
論
者
に
は
頗
る
妥
当
を
欠
く
感

あ
る
べ
し
。
所
謂Plato

式
恋
愛
な
る
も
の
、
若
し
世
に
存
在
す
る
と
仮

定
せ
ば
、
こ
れ
に
は
劣
情
の
混
入
し
あ
ら
ざ
る
こ
と
勿
論
な
れ
ど
も
、
同

時
に
ま
た
劇
烈
の
情
緒
と
し
て
存
在
し
能
は
ざ
る
こ
と
も
明
か
な
り
。

（
第
一
編　

第
二
章
「
文
学
的
内
容
の
基
本
成
分
」）

　
『
こ
ゝ
ろ
』
の
執
筆
か
ら
五
年
以
上
前
に
書
か
れ
た
文
で
あ
る
と
は
い

え
、
四
十
歳
に
達
し
て
い
た
漱
石
の
恋
愛
観
が
、
そ
の
後
大
き
く
変
化
す

る
と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
恋
愛
が
性
欲
の
衝
動
に
導
か

れ
て
成
就
す
る
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
、「
恋
は
神
聖
な
り
抔な

ど

、
説
く
論

者
に
は
頗
る
妥
当
を
欠
く
感
あ
る
べ
し
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

う
し
た
恋
愛
観
は
当
然
漱
石
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
明
治
四
〇

年
代
の
日
本
に
浸
透
し
て
い
た
一
般
的
な
考
え
方
に
属
す
る
。『
文
学
論
』

と
同
じ
明
治
四
〇
年（
一
九
〇
七
）に
発
表
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の『
平
凡
』

で
も
、
恋
愛
の
精
神
性
を
認
め
な
が
ら
も
、「
わ
た
し
ど
も
の
恋
の
本
体

は
い
つ
も
性
欲
だ
。
性
欲
は
高
尚
な
物
で
は
な
い
。
が
、
下
劣
な
物
と
も

思
へ
ん
。
中
性
だ
。
イ
ン
ジ
フ
ェ
レ
ン
ト
の
物
だ
」と
明
言
さ
れ
て
い
た
。

あ
る
い
は
小
説
作
品
で
は
な
い
が
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
出
さ

れ
た
『
恋
愛
と
女
性
』（
風
俗
矯
正
会
）
と
い
う
本
に
お
い
て
も
、
男
女
の
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肉
体
の
和
合
を
も
っ
て
恋
愛
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、「
嗚
呼

恋
を
以
て
肉
交
に
非
ず
と
断
ず
る
世
の
論
者
は
、
蓋け

だ

し
皮
想
の
み
客
観
の

み
、
極
限
す
れ
ば
、
吾
人
を
し
て
以
て
痩
我
慢
に
非あ

ら
ざる

か
と
疑
は
し
む
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
明
治
二
〇
年
代
に
北
村
透
谷
や
厳
本
善
治

は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
基
底
と
し
た
精
神
的
恋
愛
の
価
値
を
称
揚
し
、

青
年
層
に
強
い
影
響
を
与
え
た
が
、「
自
然
主
義
」
の
時
代
と
な
っ
て
い
っ

た
日
露
戦
争
後
の
流
れ
の
な
か
で
、
人
び
と
は
性
欲
と
い
う
肉
体
的
「
自

然
」
を
排
除
し
な
い
形
で
の
恋
愛
の
あ
り
方
を
当
然
視
す
る
に
至
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

４　
自
己
確
保
の
行
動

　

も
っ
と
も
『
こ
ゝ
ろ
』
の
先
生
が
大
学
生
と
し
て
「
お
嬢
さ
ん
」
の
い

る
下
宿
で
暮
ら
し
て
い
た
の
は
明
治
三
〇
年
代
前
半
で
あ
っ
た
と
想
定

さ
れ
、
当
時
に
お
い
て
は
ま
だ
ロ
マ
ン
的
な
精
神
主
義
の
影
響
力
は
失
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
先
生
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
Ｋ
自
身

が
、
し
ば
し
ば
北
村
透
谷
と
も
比
較
さ
れ
る
、
宗
教
的
な
志
向
の
強
い

精
神
主
義
者
で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
色
合
い
を
作
中
に
漂
わ
せ
て
い

る
。
け
れ
ど
も
遺
書
に
含
ま
れ
る
「
信
仰
に
近
い
愛
」
の
言
説
が
、
執
筆

時
に
付
加
さ
れ
た
虚
構
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
む

し
ろ
先
生
は
〈
書
く
時
間
〉
と
〈
書
か
れ
る
時
間
〉
の
差
を
巧
み
に
活
用

し
て
、過
去
の
思
潮
を
取
り
込
み
つ
つ
青
年
期
の
〈
純
粋
な
愛
〉
の
イ
メ
ー

ジ
を
、
過
去
の
自
分
に
付
与
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

遺
書
の
な
か
で
な
さ
れ
る
、
先
生
の
よ
り
具
体
的
な
行
動
や
感
情
の
動

き
を
追
っ
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
決
し
て
強
い

牽
引
を
感
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
警
戒
の
交
え
た
視
線
を
向
け

る
相
手
で
あ
っ
た
下
宿
先
の
娘
が
、
友
人
の
欲
望
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
知
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
に
わ
か
に
確
保
す
べ
き
対
象
と
し
て

意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
友
人
と
の
せ
め
ぎ
合
い
で
一
敗
地
に
ま
み
れ

な
い
た
め
に
、
策
を
尽
く
し
て
そ
れ
を
成
就
し
た
男
の
軌
跡
で
あ
る
。
総

じ
て
先
生
は
、
事
後
的
に
付
加
さ
れ
た
精
神
的
愛
の
言
説
と
は
裏
腹
に
、

む
し
ろ
物
質
的
な
執
着
の
強
い
人
間
で
あ
り
、
自
分
に
帰
属
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
帰
属
す
べ
き
物
を
失
う
こ
と
を
耐
え
難
く
思
う
側
面
を
備
え

て
い
る
。
遺
産
相
続
を
め
ぐ
る
叔
父
と
の
軋
轢
は
、
そ
れ
を
端
的
に
物
語

る
挿
話
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

先
生
は
父
親
の
遺
産
の
管
理
を
叔
父
に
任
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
叔
父
が

そ
の
一
部
を
費
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
人
間
に
対
す
る

認
識
が
変
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
衝
撃
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。「
上
」

巻
で
先
生
は
若
い
「
私
」
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
私
は
他
に
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
し
か
も
血
の
つ
づ
い
た
親
戚
の
も
の

か
ら
欺
む
か
れ
た
の
で
す
。
私
は
決
し
て
そ
れ
を
忘
れ
な
い
の
で
す
。
私

の
父
の
前
に
は
善
人
で
あ
つ
た
ら
し
い
彼
等
は
、
父
の
死
ぬ
や
否
や
許
し

が
た
い
不
徳
義
漢
に
変
つ
た
の
で
す
。
私
は
彼
等
か
ら
受
け
た
屈
辱
と
損

害
を
子
供
の
時
か
ら
今
日
ま
で
脊
負
は
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
死
ぬ
ま
脊

負
わ
さ
れ
通
し
で
せ
う
。
私
は
死
ぬ
ま
で
そ
れ
を
忘
れ
る
事
が
出
来
な
い

ん
だ
か
ら
。
然
し
私
は
ま
だ
復
讐
を
し
ず
に
ゐ
る
。
考
へ
る
と
私
は
個
人

に
対
す
る
復
讐
以
上
の
事
を
現
に
遣
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
私
が
彼
等
を
憎
む

ば
か
り
ぢ
や
な
い
、
彼
等
が
代
表
し
て
ゐ
る
人
間
と
云
ふ
も
の
を
、
一
般

に
憎
む
事
を
覚
へ
た
の
だ
。
私
は
そ
れ
で
沢
山
だ
と
思
ふ
」　　
（
上
三
十
）
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こ
の
時
点
で
は
、
先
生
が
「
他
に
欺
む
か
れ
た
」
内
容
は
未
だ
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
金
を
見
る
と
ど
ん
な
君
子
で
も
す
ぐ
悪
人
に
な

る
の
さ
」（
上
二
十
九
）
と
い
う
感
慨
の
説
明
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
表
白

に
含
ま
れ
る
憎
悪
は
、「
下
」
巻
の
遺
書
で
語
ら
れ
る
経
緯
と
照
ら
せ
ば
、

い
さ
さ
か
過
剰
な
も
の
と
し
て
響
か
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
先
生
が
父

の
遺
産
を
す
べ
て
叔
父
に
奪
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
困
窮
を
強
い
ら
れ
た

と
す
れ
ば
、
全
身
を
浸
す
ほ
ど
の
憎
悪
に
捉
え
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、
先
生
は
叔
父
に
そ
の
一
部
を
費
消

さ
れ
た
父
の
遺
産
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
〈
豊
か
〉
に
な
り
、
そ
の

た
め
「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
が
営
む
下
宿
で
悠
々
と
し
た
生
活
を
送
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
残
っ
た
遺
産
を
友
人
に
頼
ん
で
現
金
に
換

え
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
少
な
い
額
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い

て
、「
下
」
巻
九
章
で
、
先
生
は
は
っ
き
り
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

親
の
遺
産
と
し
て
は
固
よ
り
非
常
に
減
っ
て
ゐ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
私
が
積
極
的
に
減
ら
し
た
の
で
な
い
か
ら
、
猶
心
持
が
悪
か

つ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
学
生
と
し
て
生
活
す
る
に
は
そ
れ
で
充
分
以
上

で
し
た
。
実
を
い
ふ
と
私
は
そ
れ
か
ら
出
る
利
子
の
半
分
も
使
へ
ま
せ
ん

で
し
た
。
此
余
裕
の
あ
る
私
の
学
生
々
活
が
私
を
思
ひ
も
寄
ら
な
い
境
遇

に
陥
し
入
れ
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
九
）

　

こ
の
く
だ
り
に
つ
づ
く
「
下
」
巻
十
章
の
冒
頭
も
、「
金
に
不
自
由
の

な
い
私
は
、
騒
々
し
い
下
宿
を
出
て
、
新
ら
し
く
一
戸
を
構
へ
て
見
や
う

か
と
い
ふ
気
に
な
つ
た
の
で
す
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
記
述
を
見
る
限
り
、
先
生
が
金
に
関
し
て
叔
父
に
そ
れ
ほ
ど
強
い

憎
悪
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
的
な
根
拠
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
先
生
と
叔
父
を
比
較
す
れ
ば
、
執
拗
な
金
銭
欲
に
動
か
さ
れ
て

い
る
の
は
む
し
ろ
先
生
の
方
で
あ
る
。
先
生
は
叔
父
の
裏
切
り
を
通
し

て
、「
金
に
対
し
て
人
類
を
疑
ぐ
つ
た
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

大
仰
な
い
い
方
は
、
そ
れ
だ
け
先
生
が
「
金
」
に
対
し
て
置
い
て
い
る
比

重
の
大
き
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
逆
に
叔
父
は
単
に
金
銭
に
無
頓
着
で

あ
っ
た
た
め
に
、
兄
弟
の
遺
産
に
無
自
覚
に
手
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
も

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
「
金
」
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的
な
富
に
対
す
る
欲
求
と
執
着
の

強
い
人
間
で
あ
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
叔
父
と
の
確
執
の
挿
話
に
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
Ｋ

と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
眺
め
れ
ば
、
先
生
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
の
意
味
も
明

ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
先
生
は
「
お
嬢
さ
ん
」
に
と
く
に
異
性
と
し
て
強

く
惹
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
物
質
的
な
執
着
心
の
強
さ
か

ら
、
彼
女
が
自
分
以
外
の
人
間
に
奪
い
去
ら
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
時
、

全
力
を
挙
げ
て
そ
の
確
保
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
先
生
が
Ｋ

を
下
宿
の
同
居
人
と
し
て
導
き
入
れ
た
動
機
に
、
そ
の
物
質
主
義
的
な
志

向
が
う
ご
め
い
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
叔

父
と
の
来
歴
か
ら
、
先
生
は
自
分
に
接
近
し
て
く
る
よ
う
に
映
る
「
お
嬢

さ
ん
」
母
娘
に
警
戒
心
を
覚
え
て
お
り
、
Ｋ
を
導
き
入
れ
た
の
は
、
彼
等

と
の
間
に
距
離
を
置
く
と
い
う
含
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
忖
度
さ
れ
る
。
け

れ
ど
も
動
機
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
宗
教
や
哲
学
を
学
ぼ
う
と

し
た
た
め
に
、
彼
を
医
者
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
養
家
か
ら
絶
縁
を
言
い

渡
さ
れ
、
困
窮
し
て
い
た
Ｋ
を
同
居
人
と
す
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
彼
に

対
す
る
物
質
的
な
優
位
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
先
生

の
配
慮
の
起
点
に
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
水
川
隆
夫
の
『
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』
を
読
み
な
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お
す
』（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
〇
五
）
に
お
け
る
指
摘
が
当
を
得
て
い
る
。

水
川
は
Ｋ
を
同
居
人
と
し
た
動
機
と
し
て
、「
お
嬢
さ
ん
」
が
結
婚
に
値

す
る
女
性
で
あ
る
こ
と
を
、
尊
敬
す
る
友
人
で
あ
る
Ｋ
に
保
証
し
て
も

ら
い
、
ま
た
そ
の
相
手
を
彼
に
誇
り
た
か
っ
た
と
す
る
作
田
啓
一
の
見
方

や
、
愛
に
関
し
て
積
極
的
な
行
動
者
と
な
れ
な
い
先
生
が
、
自
己
を
行
動

に
駆
り
立
て
る
べ
く
、
Ｋ
を
「
潜
在
的
な
競
争
者
」
と
し
て
導
き
入
れ
た

と
す
る
山
崎
正
和
の
見
方
を
斥
け
、「「
先
生
」
の
心
の
奥
に
は
、
Ｋ
を
経

済
的
な
「
保
護
の
下
」（
下
二
十
一
）
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
何
を
し

て
も
Ｋ
に
及
ば
な
い
と
い
ふ
自
己
」（
下
二
十
四
）
か
ら
脱
出
し
、
心
理
的

な
優
位
を
回
復
し
た
い
と
い
う
競
争
心
も
潜
ん
で
い
た
に
ち
が
い
な
い
」

と
い
う
解
釈
を
提
示
し
て
い
る

8
。
こ
の
水
川
の
把
握
は
妥
当
な
も
の
で

あ
り
、
そ
こ
に
物
質
主
義
者
と
し
て
の
先
生
の
輪
郭
が
明
瞭
に
浮
び
上

が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
先
生
が
Ｋ
を
下
宿
に
導
き
入
れ
た
の
は
、
経
済

的
に
窮
迫
し
て
い
た
Ｋ
を
救
う
た
め
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
け
れ

ど
も
そ
う
し
た
状
態
に
あ
る
Ｋ
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
、
つ

ね
づ
ね
勉
学
面
で
劣
等
感
を
抱
か
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
Ｋ
と
の
優
劣
関

係
を
逆
転
さ
せ
る
意
味
を
も
ち
、
し
か
も
下
宿
先
の
美
し
い
娘
と
い
つ
で

も
結
婚
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
の
だ
と
い
う
状
況
を
Ｋ
に
誇
示
す
る

こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
自
己
顕
示
を
、
先
生
は
友
愛
の
名
の

下
に
隠
蔽
し
、
心
理
的
な
負
担
を
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
Ｋ
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
先
生
の
眼
に
映
っ
た
限
り
で
は
、

女
性
に
興
味
を
示
さ
な
い
〈
堅
物
〉
で
あ
り
、
こ
う
し
た
優
位
性
が
覆
さ

れ
る
危
惧
は
乏
し
か
っ
た
。

　

加
え
て
Ｋ
を
「
お
嬢
さ
ん
」
母
娘
と
の
間
に
置
く
こ
と
で
、
彼
ら
の
接

近
を
牽
制
す
る
働
き
を
期
待
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
り
、
確
か
に
金

銭
的
余
裕
の
あ
る
先
生
に
と
っ
て
、
Ｋ
を
食
客
と
し
て
同
居
さ
せ
る
こ
と

は
、
何
重
に
も
有
利
な
取
引
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
計
算
の
下
に
先
生
は

Ｋ
と
の
同
居
生
活
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
計
算
違
い
で
あ
っ
た
の

は
、
Ｋ
が
異
性
に
対
し
て
不
感
症
で
は
な
く
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
る
可

能
性
を
は
ら
ん
だ
人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ

と
も
そ
れ
は
Ｋ
自
身
に
と
っ
て
も
意
想
外
の
展
開
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
彼

は
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
恋
情
を
意
識
す
る
こ
と
で
自
己
認
識
の
変
改
を
迫

ら
れ
、
そ
れ
が
自
己
否
認
的
な
意
味
を
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
苦
悩
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
一
方
先
生
は
Ｋ
の
「
お
嬢
さ
ん
」
へ
の
恋
情
を
知
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｋ
と
の
優
劣
関
係
が
再
度
逆
転
す
る
可
能
性
が
発
生
し

た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
恐
慌
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
Ｋ
は
単
に
学
業
に
秀

で
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
一
人
の
男
と
し
て
の
魅
力
に
も
富
ん
で
い
る
よ

う
に
見
え
た
の
で
あ
り
、
恋
愛
の
担
い
手
と
し
て
の
相
貌
を
呈
す
る
こ
と

で
、
Ｋ
の
そ
の
側
面
は
一
層
強
く
映
じ
る
よ
う
に
な
る
。

　

容
貌
も
Ｋ
の
方
が
女
に
好
か
れ
る
や
う
に
見
え
ま
し
た
。
性
質
も
私
の

や
う
に
こ
せ
〳
〵
く
し
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
が
、
異
性
に
は
気
に
入
る
だ
ら

う
と
思
は
れ
ま
し
た
。
何
処
か
間
が
抜
け
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
何
処
か
に
確し

つ

か
り
し
た
男
ら
し
い
と
こ
ろ
の
あ
る
点
も
、私
に
は
優
勢
に
見
え
ま
し
た
。

学が
く
り
き力

に
な
れ
ば
専
門
こ
そ
違
ひ
ま
す
が
、
私
は
無
論
Ｋ
の
敵
で
は
な
い
と

自
覚
し
て
ゐ
ま
し
た
。
─
凡
そ
向
ふ
の
好
い
所
丈
が
斯
う
一
度
に
眼
に

散
ら
つ
き
出
す
と
、
一
寸
安
心
し
た
私
は
す
ぐ
元
の
不
安
に
立
ち
返
る
の

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
二
十
九
）

　

経
済
的
条
件
を
捨
象
し
て
、
男
と
し
て
の
性
質
や
属
性
を
比
較
す
れ

ば
、
自
分
の
方
が
Ｋ
の
劣
位
に
置
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
先
生
は
自

覚
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
先
生
が
自
身
の
拠
り
所
と
す
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る も の が 物 質 的 な 所 有 に あ っ た こ と を 物 語 っ て も い る 。 そ の なか に は 「 お 嬢 さ ん 」 そ の 人 の 帰 属 も 含 ま れ て い た の で あ り 、

そ

の た め 先 生 は 自 身 の 根 拠 を 守 る べ く 、  「 お 嬢 さ ん 」 を 確 保 す る行 動 に 駆 り 立 て ら れ る の で あ る 。５
　
模 倣 さ れ る 欲 望

　
こ こ で 想 起 さ れ る の が 、 ル ネ ・ ジ ラ ー ル の よ く 知 ら れ た 「 欲

望 の 三 角 形 」 の 理 論 で あ ろ う 。 ジ ラ ー ル は 人 間 の 欲 望 は 基 本 的に 「 他 者 に よ る 欲 望 」 で あ り 、 人 間 は こ の 「 他 者 に よ る 欲 望 」を 模 倣 す る こ と で 自 身 の 欲 望 を 意 識 す る と さ れ る

9。 水 川 隆 夫

が 言 及 し て い る 作 田 啓 一 の 論 も こ の ジ ラ ー ル の 図 式 を 踏 ま えて い る が 、 こ こ で は 先 生 は Ｋ の 欲 望 そ の も の を 模 倣 す る と い うよ り 、 尊 敬 す べ き 「 師 」 的 存 在 と し て 彼 の 人 間 性 全 体 に 敬 意 を払 い 、 模 倣 の 対 象 と す る と い う 見 方 が 取 ら れ て い た

1 0。 そ こ か

ら 先 生 は そ う し た 人 物 で あ る Ｋ に 、 自 分 が 結 婚 す る 可 能 性 の ある 女 性 を 見 せ よ う と し た と い う 解 釈 が 生 ま れ て い た が 、 作 田 が捉 え る 以 上 に 端 的 な 形 で 、 先 生 は 「 欲 望 の 三 角 形 」 の 図 式 を 満た し て い る と 思 わ れ る 。　
す な わ ち 、 ジ ラ ー ル は 三 角 形 的 な 欲 望 の 主 体 を 虚 栄 心 の 強 い

人 間 な い し ス ノ ッ ブ と 見 な し 、  「 虚 栄 心 を 持 っ た 人 間 が あ る 対象 を 欲 望 す る た め に は 、 そ の 対 象 物 が 、 彼 に 影 響 力 を も つ 第 三者 に よ っ て す で に 欲 望 さ れ て い る と い う こ と を 、 そ の 男 に 知 らせ る だ け で 十 分 で あ る 」

（ 古 田 幸 男 訳 ）

と 述 べ て い る 。 こ の 規 定

は 『 こ ゝ ろ 』 の 先 生 に ほ ぼ そ の ま ま 適 用 し う る だ け で な く 、 先

生 の 「 欲 望 」 の 性 質 と と も に 、 彼 が 「 虚 栄 心 を 持 っ た 男 」 で ある こ と を 示 唆 し て い る 。 こ れ ま で の 検 討 か ら も 、 先 生 が 虚 栄心 の 強 い 人 間 で あ る こ と は 明 ら か で あ り 、 Ｋ を 自 分 の 下 宿 に 居候 さ せ る こ と に な っ た 動 機 も そ こ に あ っ た 。 先 生 の 生 活 ス タ イル も 、 学 生 の 身 分 に は 贅 沢 な 下 宿 で 「 主 人 の や う な 」

（ 下 十 六 ）

顔 を し て 暮 ら し て い る こ と を は じ め と し て 、 物 質 的 な 余 裕 にの っ と っ た も の で あ る 。 週 末 に は 「 御 嬢 さ ん の 気 に 入 る や う な帯 や 反 物 を 買 つ て 遣 り た か つ た 」

（ 下 十 七 ）

こ と か ら 、  「 お 嬢 さ

ん 」 母 娘 と 日 本 橋 に 買 い 物 に 出 か け 、 履 き 物 に し て も 「 ハ イ カラ で 手 数 の か ゝ る 編 上 」

（ 下 二 十 六 ）

と い う 、  ま さ に 「 ス ノ ッ ブ 」

な 物 を 履 い て い る の で あ る 。　
こ う し た 人 間 と し て 象 ら れ て い る 先 生 が 、  「 他 者 に よ る 欲 望 」

を 模 倣 し て 自 分 の も の と す る 、 三 角 形 的 な 欲 望 の 主 体 と な る のは 自 然 な 成 り 行 き で あ る 。 ジ ラ ー ル の 図 式 を 引 き 継 い で 述 べ れば 、 虚 栄 心 の 強 い ス ノ ッ ブ 的 な 人 間 が 「 他 者 に よ る 欲 望 」 に 感染 し や す い の は 、 自 己 愛 の 強 さ か ら 派 生 し て い る 。 心 理 学 者 のネ ー サ ン ・ シ ュ ワ ル ツ ＝ サ ラ ン ト は 自 己 愛 者 的 性 格 の 人 間 を 分析 し 、 彼 ら に 「 憎 悪 、 憎 し み 、 羨 望 と い っ た 情 動 が 際 立 っ て いる こ と が 確 か で あ る 」

（ 穂 刈 千 恵 ら 訳 、  以 下 同 じ ）

と 述 べ て い る が 、

こ う し た 情 動 に 動 か さ れ や す い の は 、 彼 ら が 「 内 的 支 え が 何 もな い こ と を 察 し て 自 分 自 身 の 内 的 資 質 を 信 頼 し な い た め 」 に ほか な ら な か っ た

1 1。 こ う し た 特 質 は ほ と ん ど 『 こ ゝ ろ 』 の 先 生

の も の で も あ る 。 先 生 は 「 内 的 支 え が 何 も な い 」 た め に 、 物 質的 条 件 に 執 着 す る ほ か な く 、 そ こ か ら 叔 父 へ の 「 憎 し み 」 や Ｋへ の  「 羨 望 」  を 生 じ さ せ て し ま う の で あ る 。 こ う し た  「 内 的 支 え 」を も た な い 人 間 は 、 一 つ の 時 代 や 共 同 体 の 潮 流 の な か で 、 他 者
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が
得
よ
う
と
す
る
も
の
を
手
に
し
て
い
な
い
こ
と
に
欠
如
感
を
覚
え
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
己
が
劣
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

を
払
拭
す
る
べ
く
「
他
者
に
よ
る
欲
望
」
を
模
倣
し
つ
つ
、
そ
れ
を
過
剰

に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
愛
し
て
い
る
と
い
う
Ｋ
の
告
白
を
聞
い
た

時
に
動
揺
し
た
の
も
、
こ
の
自
己
を
浸
食
す
る
欠
如
感
の
到
来
の
予
感
ゆ

え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
時
点
か
ら
「
お
嬢
さ
ん
」
は
、
彼
女
へ
の
感

情
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
を
保
持
す
る
た
め
に
手
に
入
れ
る
べ
き
対

象
と
し
て
せ
り
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
予
感
は
Ｋ
の

告
白
に
よ
っ
て
突
然
訪
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
予
兆
と
い
う
べ
き
段
階

が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
化
さ
れ
る
見
通
し
を
確
定
さ

せ
た
も
の
が
Ｋ
の
告
白
で
あ
っ
た
。
先
生
は
下
宿
で
Ｋ
と
「
お
嬢
さ
ん
」

が
接
近
す
る
と
こ
ろ
を
し
ば
し
ば
目
撃
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
警

戒
心
の
対
象
で
も
あ
っ
た
彼
女
が
、
今
度
は
何
と
し
て
も
「
専
有
し
た
い

と
云
ふ
強
烈
な
一
念
に
動
か
さ
れ
」（
下
三
十
二
）
る
存
在
に
変
じ
て
い

く
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
「
お
嬢
さ
ん
」
は
「
専
有
」
と
い
う

物
質
的
所
有
の
対
象
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｋ
の
告
白
を
聞
く
に
あ
た

り
、彼
女
は
完
全
に
、あ
ら
ゆ
る
方
策
を
尽
く
し
て
手
に
入
れ
る
べ
き
〈
獲

物
〉
と
し
て
先
生
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
Ｋ
は
、

打
ち
倒
す
べ
き
〈
敵
〉
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
丁
度
他
流
試
合
で
も
す
る
人
の
や
う
に
Ｋ
を
注
意
し
て
見
て
ゐ
た

の
で
す
。
私
は
、
私
の
眼
、
私
の
心
、
私
の
身
体
、
す
べ
て
私
と
い
ふ
名

の
付
く
も
の
を
五
分
の
隙
間
も
な
い
や
う
に
用
意
し
て
、
Ｋ
に
向
つ
た
の

で
す
。
罪
の
な
い
Ｋ
は
穴
だ
ら
け
と
い
ふ
よ
り
寧
ろ
明
け
放
し
と
評
す
る

の
が
適
当
な
位
に
無
用
心
で
し
た
。
私
は
彼
自
身
の
手
か
ら
、
彼
の
保
管

し
て
ゐ
る
要
塞
の
地
図
を
受
取
つ
て
、
彼
の
眼
の
前
で
ゆ
つ
く
り
そ
れ
を

眺
め
る
事
が
出
来
た
も
同
じ
で
し
た
。

　

Ｋ
が
理
想
と
現
実
の
間
に
彷
徨
し
て
ふ
ら
〳
〵
し
て
ゐ
る
の
を
発
見
し

た
私
は
、
た
ゞ
一
打
で
彼
を
倒
す
事
が
出
来
る
だ
ら
う
と
い
ふ
点
に
ば
か

り
眼
を
着
け
ま
し
た
。
さ
う
し
て
す
ぐ
彼
の
虚
に
付
け
込
ん
だ
の
で
す
。

私
は
彼
に
向
つ
て
急
に
厳
粛
な
改
た
ま
つ
た
態
度
を
示
し
出
し
ま
し
た
。

無
論
策
略
か
ら
で
す
が
、
そ
の
態
度
に
相
応
す
る
位
な
緊
張
し
た
気
分
も

あ
つ
た
の
で
す
か
ら
、
自
分
に
滑
稽
だ
の
羞
恥
だ
の
を
感
ず
る
余
裕
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
四
十
一
）

  

こ
こ
に
含
ま
れ
る
「
他
流
試
合
」「
要
塞
の
地
図
」「
一
打
で
彼
を
倒
す
」

「
策
略
」
と
い
っ
た
言
葉
が
す
べ
て
〈
戦
い
〉
な
い
し
〈
戦
争
〉
と
直
結

す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
明
ら
か
に
先
生
は
「
お
嬢

さ
ん
」
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て
Ｋ
に
戦
い
を
仕
掛
け
、
彼
女
の
「
専
有
」
を

果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
せ
め
ぎ
合
い
に
お
い
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
先
生
に
と
っ
て
は
「
お
嬢
さ
ん
」
の
心
で
は

な
く
身
体
の
帰
属
先
で
あ
り
、
そ
れ
を
結
婚
と
い
う
形
で
自
分
の
元
に

固
定
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
Ｋ
に
対
す
る
敗
者
と
な
る
と
い
う
自
己
喪
失
を

回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
は
Ｋ
に
対
す
る
勝
利
を
得
る
た
め
、
か

つ
て
自
分
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
「
精
神
的
な
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿

だ
」（
下
四
十
一
）
と
い
う
言
葉
を
Ｋ
に
浴
び
せ
て
動
揺
さ
せ
、
そ
の
上

で
「
お
嬢
さ
ん
」
の
母
親
に
「
奥
さ
ん
、御
嬢
さ
ん
を
私
に
下
さ
い
」（
下

四
十
五
）
と
い
う
申
し
出
を
お
こ
な
い
、
た
だ
ち
に
そ
れ
に
対
す
る
同
意

を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

　

先
生
が
Ｋ
に
勝
利
す
る
た
め
に
、
せ
め
ぎ
合
い
の
地
平
を
〈
恋
愛
〉
か

ら
〈
結
婚
〉
に
移
し
た
の
は
賢
明
な
選
択
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
生
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は
自
分
が
負
け
を
喫
さ
な
い
土
俵
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
先
生

は
Ｋ
を
「
お
嬢
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
〈
敵
〉
と
し
て
認
識
し
て
以
降
、
彼
女

を
Ｋ
に
渡
さ
な
い
た
め
の
作
戦
を
練
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
先
生
が

「
お
嬢
さ
ん
」
を
独
立
し
た
人
格
で
は
な
く
、一
個
の
〈
物
〉
と
し
て
扱
っ

た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
彼
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
差
別
意
識
の
現
れ
で
は
な

い
。
明
治
期
の
社
会
が
ま
だ
女
性
を
独
立
し
た
人
格
と
し
て
見
な
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
当
時
の
民
法
に
お
い
て
も
、
女
性
の
主
体
性
は

相
対
的
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
二
十
五
歳
以
下
の

女
性
は
、
親
の
承
諾
な
く
結
婚
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
そ
の
年
齢
の
域
に
あ
る
「
お
嬢
さ
ん
」
が
、
結
婚
の
相
手
を
自
身
の
判

断
で
選
び
取
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
一
方
妻
を
娶
る
男
性
の
側
に

は
、
妻
を
扶
養
し
て
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
責
務
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、

居
候
の
身
で
扶
養
能
力
を
も
た
な
い
Ｋ
が
、「
お
嬢
さ
ん
」
を
妻
と
す
る

こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
困
難
で
あ
っ
た
。
先
生
は
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え

た
上
で
、
主
体
的
な
感
情
の
圏
域
に
生
起
す
る
〈
恋
愛
〉
で
は
な
く
、
そ

の
外
側
に
成
り
立
つ
〈
結
婚
〉
の
地
平
で
自
己
の
優
位
性
を
確
保
し
、
Ｋ

を
凌
駕
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
先
生
は
目
論
見
ど
お
り
、
Ｋ
を
出
し
抜
く
形
で
「
お
嬢
さ
ん
」

を
妻
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
至
る
過
程
で
、
先
生

は
「
お
嬢
さ
ん
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
Ｋ
に
優
越
す
る
自
己
を
失
う

ま
い
と
す
る
焦
慮
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、「
上
」
巻
十
四

章
で
先
生
が
「
私
」
に
言
う
自
己
不
信
の
言
葉
は
、
こ
の
衝
動
的
な
自
己

確
保
の
行
動
へ
の
没
入
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
先
生
は
「
私
」

に
「
私
は
私
自
身
さ
え
信
用
し
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
自
分
で
自
分

が
信
用
で
き
な
い
か
ら
、
人
も
信
用
で
き
な
い
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で

す
」
と
言
い
、「
私
」
が
「
さ
う
む
づ
か
し
く
考
へ
れ
ば
、
誰
だ
つ
て
確

か
な
も
の
は
な
い
で
せ
う
」
と
反
駁
し
た
の
に
対
し
て
、「
い
や
考
へ
た

ん
ぢ
や
な
い
。
遣
つ
た
ん
で
す
。
遣
つ
た
後
で
驚
い
た
ん
で
す
。
さ
う
し

て
非
常
に
怖
く
な
つ
た
ん
で
す
」
と
応
え
て
い
る
。
こ
の
時
先
生
の
念
頭

に
浮
か
ん
で
い
た
も
の
は
、
Ｋ
と
の
せ
め
ぎ
合
い
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た

結
果
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
先
生
が
Ｋ
を
押
し
の
け
て
「
お
嬢
さ
ん
」

を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
正
当
な
行
為
で
あ
る
か
否

か
を
「
考
へ
」
る
余
地
も
な
い
切
迫
感
に
促
さ
れ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

先
生
は
と
に
か
く「
お
嬢
さ
ん
」を
獲
得
す
る
た
め
の
最
短
の
行
為
を「
遣

つ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
Ｋ
の
自
殺
と
い
う
結
果
に
「
遣

つ
た
後
で
驚
い
た
」
の
で
あ
る
。

　

そ
の
〈
驚
き
〉
は
同
時
に
自
身
の
内
の
「
考
へ
」
の
空
白
、
い
い
か
え

れ
ば
「
お
嬢
さ
ん
」
に
対
す
る
感
情
的
内
実
の
欠
如
を
先
生
に
実
感
さ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
露
骨
な
対
照
を
な
す
の
が
、
Ｋ
が
自
殺
の
際

に
ほ
と
ば
し
ら
せ
た
「
血
」
の
激
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
が
意
図
し

た
の
で
は
な
く
と
も
、
先
生
の
内
に
欠
如
し
て
い
る
「
お
嬢
さ
ん
」
と

い
う
対
象
に
対
す
る
内
的
感
情
の
希
薄
さ
を
先
生
に
振
り
向
か
せ
る
〈
あ

て
つ
け
〉
と
し
て
の
効
果
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
先
生
に
、
Ｋ
の
死
を

十
字
架
と
し
て
負
わ
せ
、
毎
月
の
墓
参
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
妻

と
な
っ
た
「
お
嬢
さ
ん
」
と
の
生
活
に
お
い
て
、
彼
が
欠
如
さ
せ
て
い
た

も
の
を
事
後
的
に
取
り
戻
さ
せ
る
機
縁
と
し
て
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
現
実
に
「
お
嬢
さ
ん
」
は
共
生
者
と
し
て
、
少
な
く
と
も

先
生
に
不
適
な
女
性
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
日
々
の
積
み
重
ね

の
な
か
で
彼
女
を
慈
し
む
心
と
し
て
の
愛
情
は
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
先
生
が
、
明
治
と
い
う
時
代
の
終
わ
り
と
と
も
に
自
己

の
生
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
情
は
、
も
ち
ろ
ん
妻
と
の
関
係
と
は
別

の
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
場
所
で
述
べ
る
必
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要
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
自
己
の
生
の
収
束
地
点
で
、
先
生
は
そ

れ
ま
で
の
軌
跡
を
辿
り
直
し
、
か
つ
て
の
「
お
嬢
さ
ん
」
を
妻
と
し
、
彼

女
と
共
に
生
き
て
き
た
時
間
を
肯
定
す
る
た
め
の
〈
物
語
〉
を
仮
構
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
過
去
の
描
出
と
現
在
の
感
慨
の
微
妙
な

交
錯
が
、
焦
点
と
な
る
妻
へ
の
眼
差
し
に
揺
れ
を
生
じ
さ
せ
、
結
果
と
し

て
断
層
を
は
ら
ん
だ
一
編
の
〈
物
語
〉
と
し
て
の
〈
か
た
ち
〉
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
注

１　
『
こ
ゝ
ろ
』
の
原
稿
自
体
は
、
十
九
字
詰
十
行
の
「
漱
石
山
房
」
原
稿
用
紙
に
書
か

れ
、
連
載
一
回
分
の
分
量
が
お
よ
そ
八
枚
で
あ
る
。「
下
」
相
当
分
は
初
出
の
五
十
五

回
分
か
ら
百
十
回
分
ま
で
の
五
十
六
回
分
で
あ
り
、
全
体
の
ち
ょ
う
ど
半
分
強
を
占

め
て
い
る
（『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
・
九
、
に
お
け
る
重
松

泰
雄
の
後
記
に
よ
る
）。

２　

こ
れ
ら
の
遺
書
に
つ
い
て
は
、
瀬
古
浩
爾
『
日
本
人
の
遺
書
』（
洋
泉
社
、

二
〇
〇
八
）
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

３　

大
岡
昇
平
は
『
小
説
家　

夏
目
漱
石
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
）
で
、「
奥
さ
ん

は
男
同
士
の
劇
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
外
国
で
は
『
こ
ゝ
ろ
』
は
同
性
愛

の
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
く
ら
い
な
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
宮
崎
か
す
み

『
百
年
後
に
漱
石
を
読
む
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
九
）
で
は
、
先
生
と
Ｋ
と

の
関
係
が
相
互
の
分
身
性
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
と
り
わ
け
先
生
の
Ｋ
に
対
す
る
執

着
は
同
性
愛
の
一
つ
の
形
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
。

４　

小
森
陽
一
「
結
末
か
ら
の
物
語

─
『
舞
姫
』
に
お
け
る
一
人
称
」（『
文
体
と
し

て
の
物
語
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
、
に
所
収
）。

５　

三
浦
雅
士『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
水
脈
』（
福
武
書
店
、一
九
八
四
）。
三
浦
は「
第
一
章
、

第
二
章
で
語
ら
れ
る
同
性
愛
は
、
第
三
章
、
第
四
章
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
事
件
の
原

因
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

６　

江
藤
淳「
明
治
の
一
知
識
人
」（『
決
定
版　

夏
目
漱
石
』新
潮
社
、一
九
七
四
、所
収
）。

７　

山
崎
正
和
「
淋
し
い
人
間
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
七
・
一
一
→
『
淋
し
い
人
間
』

河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
八
）。

８　

も
っ
と
も
論
全
体
に
お
け
る
把
握
と
し
て
は
、
水
川
と
山
崎
の
間
に
さ
ほ
ど
の
差

は
な
い
。
水
川
は
先
生
が
「
ど
う
し
て
も
奥
さ
ん
を
通
し
て
お
嬢
さ
ん
に
結
婚
の
申

し
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
彼
が
「
愛
を
固
定

的
に
考
え
、
愛
が
求
婚
や
交
際
に
よ
っ
て
変
化
し
成
長
し
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
山
崎
の
観
点
と
同
じ
で

あ
る
。
ま
た
水
川
は
Ｋ
の
告
白
を
聞
い
た
後
に
「
自
分
も
お
嬢
さ
ん
を
愛
し
て
い
る

こ
と
を
切
り
出
す
の
は
、
表
面
的
に
は
「
変
」
で
あ
り
「
不
自
然
」
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
異
性
へ
の
接
近
の
〈
時
機
〉
を
め
ぐ
る
葛
藤
に
お
い
て
は
、

精
神
面
で
は
Ｋ
に
劣
る
と
考
え
る
先
生
が
物
質
面
で
凌
ご
う
と
す
る
と
い
う
、
両
者

の
微
妙
な
優
劣
関
係
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

９　

Ｒ
・
ジ
ラ
ー
ル
『
欲
望
の
現
象
学
』（
古
田
幸
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
会
、

一
九
七
一
、
原
著
は
一
九
六
一
）。

10　

作
田
啓
一
『
個
人
主
義
の
運
命

─
近
代
小
説
と
社
会
学
』（
岩
波
新
書
、

一
九
八
一
）。
ジ
ラ
ー
ル
の
論
の
理
解
と
し
て
は
、
小
論
よ
り
も
む
し
ろ
作
田
の
論
の

方
が
趣
旨
に
叶
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ジ
ラ
ー
ル
の
主
題
は
自
己
の
分
身
的
な
鏡

像
を
模
倣
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階

論
を
拡
張
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ラ
カ
ン
が
鏡
像
段
階
を
離
乳

期
の
幼
児
に
限
定
し
て
考
え
る
の
は
、
こ
の
観
念
の
範
疇
を
や
や
狭
く
限
定
し
す
ぎ

る
こ
と
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ラ
ー
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
人
間
は

成
人
し
て
後
も
、
鏡
像
に
動
か
さ
れ
る
振
舞
い
を
取
り
つ
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。



— — — 　〈 か た ち 〉 の 変 容 　 — — —

9 3

1 1　
Ｎ ・ シ ュ ワ ル ツ ＝ サ ラ ン ト 『 自 己 愛 と そ の 変 容

─
ナ ル シ シ ズ ム

と ユ ン グ 派 の 心 理 療 法 』  （ 小 川 捷 之 監 訳 、 新 曜 社 、 一 九 九 五 、 原 著 は一 九 八 二 ）  。

  


