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は
じ
め
に

島
崎
藤
村
『
新
生
』
と
志
賀
直
哉
『
大
津
順
吉
』

|
|
〈
葛
藤
の
文
学
〉
の
可
能
性
を
踏
ま
え
て

欧
米
で
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
〈
文
学
の
分
野
に
お
け
る
コ
ン

フ
リ
ク
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
つ
ま
り
〈
葛
藤
の
文
学
と
い
う
観
点

に
よ
る
研
究
〉
は
、
日
本
文
学
に
お
い
て
は
ま
だ
あ
ま
り
行
わ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
、

〈
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
の
可
能
性
の
あ
る
作
品
例
は

少
な
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
島

崎
藤
村
『
新
生
』
と
志
賀
直
哉
『
大
津
順
吉
』
の
読
解
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。
両
作
品
の
主
人
公
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
内
と
外
の
現
実

と
の
挟
間
で
起
こ
る
葛
藤
に
苦
し
み
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
よ
う
と

す
る
様
が
心
理
描
写
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

周
囲
に
認
め
ら
れ
な
い
男
女
の
関
係
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
作
品

は
時
代
を
問
わ
ず
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
小
説
の
神
様
と
言
わ
れ

(l) 

る
よ
う
に
な
っ
た
志
賀
直
哉
の
「
記
念
碑
的
」
作
品
『
大
津
順
吉
』

を
取
り
上
げ
た
い
。
藤
村
『
新
生
』
と
志
賀
『
大
津
順
吉
』
の
両
者

を
比
較
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
新
た
な
光
を

当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

両
作
品
の
先
行
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
作
家
の
実
生
活
と
作
中
の
主
人

公
の
事
実
と
を
関
連
付
け
た
論
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
私
小
説
で
は

作
家
の
実
生
活
が
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
作
家
を

主
人
公
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
が
、
現

実
の
出
来
事
と
作
中
の
出
来
事
を
区
別
し
て
、
作
品
を
独
立
し
た
も

の
と
し
て
読
む
こ
と
の
意
味
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
と
り
た
い
。

二
つ
の
作
品
を
概
観
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
ま

ず
、
『
新
生
』
の
主
人
公
は
妻
に
死
な
れ
て
寡
夫
と
し
て
の
独
身
生

活
を
送
っ
て
お
り
、
『
大
津
順
吉
』
の
場
合
は
大
学
生
で
未
婚
者
で

モ
ハ
ン
マ
ド
・
モ
イ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
ン

に
お
け
る
男
女
間
の
愛
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あ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
主
人
公
は
そ
れ
ぞ
れ
社
会
的
な

タ
ブ
ー
に
直
面
し
、
思
い
切
っ
た
行
動
で
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と

す
る
。な

お
、
男
女
関
係
の
対
象
と
な
っ
た
女
性
に
つ
い
て
見
る
な
ら

ば
、
一
方
は
主
人
公
の
「
姪
」
で
あ
り
他
方
は
「
女
中
」
で
あ
る
た

め
一
見
非
常
に
違
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
両
者
と

も
社
会
的
、
経
済
的
な
関
係
で
主
人
公
に
対
し
て
従
属
的
地
位
に
あ

る
と
い
う
点
で
は
共
通
性
が
見
出
せ
る
。

本
論
で
は
、
そ
の
類
似
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
み
を
深

め
て
ゆ
き
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
〈
葛
藤
の
文
学
〉

と
し
て
両
作
品
を
読
む
重
要
性
を
検
討
し
た
い
。

両
作
品
の
類
似
性
を
巡
っ
て

-
•
一
千
代
と
節
子
の
実
態

千
代
や
節
子
の
存
在
抜
き
に
は
各
々
の
作
品
は
成
立
し
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
か
ら
の
ほ
ぼ
一
方
的
な
描
か
れ
方
に
偏
っ
て

い
る
た
め
に
、
読
者
は
彼
女
ら
の
実
際
の
立
場
や
考
え
方
を
想
像
す

る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
あ
る
彼
女
ら
の
実
態
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
は
作
品
の
読
み
の
理
解
に
は
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

順
吉
が
〈
愛
情
〉
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
女
は
千
代
の
ほ

か
「
混
血
児
」
の
「
娘
」

(
K
.
w
．
と
も
言
う
）
が
あ
る
。
彼
の
両

者
と
の
関
わ
り
方
に
は
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
「
貴
族
主
義
な

女
」
と
は
結
婚
生
活
が
送
れ
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
、
「
自
分
は
自
分

の
仕
事
と
撞
着
す
る
結
婚
は
断
然
出
来
な
い
と
」
（
第
二
、
六
）
決

意
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
結
婚
が
「
仕
事

と
撞
着
す
る
」
の
か
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
「
娘
」
は
自
分

の
考
え
方
に
沿
わ
な
い
と
順
吉
は
理
解
し
、
彼
女
と
の
関
係
は
中
断

し
て
し
ま
う
。
他
方
、
作
中
第
二
の
六
か
ら
明
確
に
登
場
す
る
、

「
色
の
浅
黒
い
十
七
八
の
女
中
」
千
代
の
場
合
を
考
え
る
と
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。
順
吉
は
「
千
代
を
部
屋
に
呼
ん
で
、
自
分
が
愛
し
て

ゐ
る
と
い
ふ
事
を
話
」
（
第
二
、
八
）
そ
う
と
す
る
が
、
最
初
の
う

ち
は
千
代
に
対
す
る
迷
い
と
自
分
の
強
い
自
尊
心
の
た
め
、
な
か
な

か
言
い
た
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
「
ず
る
い
態
度
」
で
あ
っ
た
が
、
つ

い
に
結
婚
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
「
興
奮
し
て
」

亡
く
な
っ
た
母
親
の
指
輪
を
彼
女
に
は
め
て
や
っ
た
り
、
接
吻
し
た

り
と
い
う
行
動
に
出
る
。
彼
の
行
動
に
は
千
代
の
考
え
方
や
気
持
ち

へ
の
配
慮
は
な
く
、
た
だ
自
分
が
や
り
た
い
よ
う
に
や
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
千
代
の
存
在
は
ま
さ
に
作
中
第
一

の
二
で
見
ら
れ
る
「
石
膏
の
女
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
言
え

よ
う
。
何
も
反
応
し
な
い
「
石
膏
の
女
」
の
「
唇
に
接
吻
を
し
た
」

順
吉
が
、
指
環
を
「
千
代
の
指
に
穿
め
」
た
り
彼
女
の
「
首
を
抱
い

て
接
吻
」
し
た
り
し
た
時
、
ま
る
で
「
石
膏
の
女
」
の
よ
う
に
千
代

の
反
応
は
な
く
、
そ
の
反
応
へ
の
順
吉
の
期
待
も
な
か
っ
た
よ
う
で
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抱
き
す
く
め
る
よ
う
に
し
て
接
吻
し
て
ゐ
る
と
、
何
だ
か
千

代
の
体
が
急
に
ぐ
っ
た
り
と
重
く
私
に
か
か
つ
て
来
た
。
少
し

、
、
、

私
が
身
を
離
す
と
が
く
り
首
を
前
へ
垂
れ
て
気
を
失
っ
た
や
う

に
な
つ
て
了
っ
た
。
何
か
い
つ
て
も
黙
つ
て
ゐ
る
。
（
第
二
、

八）

ほ
と
ん
ど
心
の
準
備
が
な
か
っ
た
千
代
に
は
、
い
き
な
り
順
吉
に
さ

れ
た
こ
と
は
充
分
驚
き
に
値
す
る
こ
と
で
あ
り
、
千
代
の
体
は
そ
の

突
然
の
事
態
に
つ
い
て
行
け
な
い
よ
う
で
あ
る
。
順
吉
が
つ
い
に
千

代
の
体
に
触
れ
、
ま
た
そ
れ
以
上
の
行
動
に
出
る
こ
れ
ら
の
場
面

は
、
ま
る
で
真
の
愛
の
場
面
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う

で
は
な
い
。
実
際
に
は
順
吉
の
自
己
愛
が
露
呈
し
て
い
る
場
面
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
娘
」
の
場
合
、
彼
女
が
「
貴
族
主
義
な
女
」
で
自
分
と
は
「
相

容
れ
な
い
」
も
の
が
あ
る
と
感
じ
、
そ
れ
は
「
娘
」
と
の
関
係
を
終

わ
ら
せ
る
主
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
千
代
の
考

え
方
や
気
持
ち
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
彼
女
に
接
吻
し
た
り
、
抱
き
す

く
め
た
り
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
五
日
も
経
た
ぬ
内
に
彼
女
と
「
事

実
で
夫
婦
に
な
っ
た
」
（
第
二
、
九
）
。
こ
の
よ
う
に
、
「
娘
」
と
比

べ
て
千
代
に
対
す
る
順
吉
の
扱
い
方
は
大
変
異
な
っ
て
お
り
、
順
吉

あ
る
。

に
と
っ
て
千
代
は
簡
単
に
手
を
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
女
で
あ

る
と
言
え
る
。
こ
の
差
異
は
、
千
代
は
事
実
上
順
吉
の
家
に
依
存
す

る
存
在
で
あ
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
自
由
に
言
え
る
立
場
で
は
な
い

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

他
方
節
子
は
、
千
代
な
ど
と
違
っ
て
主
人
公
岸
本
の
血
の
繋
が
っ

た
姪
で
あ
る
。
姪
で
あ
る
た
め
千
代
と
は
非
常
に
違
っ
た
立
場
で
あ

る
が
、
岸
本
は
彼
女
と
肉
体
関
係
を
作
っ
た
こ
と
で
叔
父
と
姪
と
い

う
関
係
を
破
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
岸
本
と
節
子
の
男
女

関
係
に
つ
い
て
は
、
作
中
第
一
巻
十
三
の
辺
り
で
彼
女
の
妊
娠
が
語

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
読
者
に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ど

の
よ
う
な
過
程
で
二
人
は
肉
体
関
係
に
ま
で
な
っ
た
か
は
明
確
で
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
節
子
は
岸
本
の
手
が
簡
単
に
届
く
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
岸
本
が
彼
女
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
た
か
理
解
す
る
た
め
に
彼
女
の
実
際
の
立
場
を
こ
こ
で
考
え
て

み
た
い
。自

分
は
随
分
貧
し
く
育
て
ら
れ
た
（
中
略
）
自
分
は
他
の
子
供

の
や
う
に
お
銭
を
持
つ
て
行
っ
て
少
し
づ
こ
菓
子
な
ど
を
買
ふ

も
の
で
は
無
い
と
思
ひ
込
ん
で
居
た
が
、
田
舎
で
生
煎
餅
と
い

ふ
あ
の
三
角
な
菓
子
な
ど
を
売
り
に
来
て
、
他
の
子
供
が
皆
そ

れ
を
持
つ
て
い
る
と
、
ど
う
か
す
る
と
自
分
も
欲
し
く
な
っ
た

と
書
い
て
よ
こ
し
た
。
そ
れ
を
御
願
ひ
し
て
、
で
は
買
つ
て
進
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げ
る
か
ら
一
銭
だ
け
自
分
で
出
し
て
行
く
や
う
に
な
ど
と
言
は

れ
る
と
、
子
供
心
に
嬉
し
か
っ
た
と
書
い
て
よ
こ
し
た
。
（
第

二
巻
百
二
十
六
）

節
子
は
幼
い
頃
か
ら
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
故
に
、
節
子
が
「
学
窓
を
離
れ
て
岸
本
の
家
へ
」
（
第
一
巻

四
）
手
伝
う
た
め
に
来
た
こ
と
は
彼
女
の
父
の
経
済
的
な
状
況
と
大

い
に
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
が
経
済
的
に
豊
か
で
な
い

こ
と
は
以
下
か
ら
も
推
察
で
き
る
。

仮
令
僅
で
も
節
子
が
自
分
に
取
れ
た
報
酬
を
母
の
手
に
渡
す
や

う
に
成
っ
た
。
（
第
二
巻
四
十
七
）

仮
令
僅
の
所
得
で
も
彼
女
は
叔
父
か
ら
得
る
月
月
の
報
酬
を
母

親
の
た
め
に
役
に
立
て
よ
う
と
し
て
居
た
。
（
第
二
巻
六
十
八
）

岸
本
が
節
子
と
の
男
女
関
係
を
復
活
し
た
後
の
場
面
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
も
節
子
が
経
済
的
に
岸
本
に
依
存
し
て
い
る
様
が
伺
え
る
。

事
実
上
叔
父
と
姪
と
い
う
関
係
は
破
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
彼
女
の

立
場
は
岸
本
の
家
で
働
い
て
い
る
「
女
中
」
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
節
子
の
立
場
は
経
済
的
な
面
か
ら
見
る

と
千
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
岸
本
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
的
な
傾
斜
が
二
人
の
人
間
関

係
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

＿
・
ニ
順
吉
と
岸
本
の
〈
愛
〉

-
．
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
順
吉
が
恋
愛
関
係
を
求
め
て
関
わ
る

女
性
と
し
て
「
娘
」
と
千
代
が
あ
る
。
事
実
上
「
娘
」
と
の
関
係
は

あ
ま
り
進
ま
ず
、
一
方
千
代
と
の
恋
愛
関
係
は
急
速
に
発
展
し
、
作

品
が
終
わ
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
本
節
で
は
、
主
に
千
代
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

私
は
い
つ
か
、
段
々
に
千
代
を
愛
す
る
や
う
に
な
つ
て
行
っ

た
。
私
は
不
機
嫌
な
時
に
殊
に
其
事
を
感
じ
た
。
不
機
嫌
な
時

に
千
代
と
話
を
す
る
と
、
そ
れ
が
直
ぐ
直
る
事
が
よ
く
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
（
第
二
、
六
）

作
中
第
一
の
三
で
は
「
殊
に
私
の
不
機
嫌
な
日
」
に
「
娘
」
と
電

話
で
話
し
た
後
、
順
吉
の
「
気
分
は
余
程
変
わ
」
っ
た
と
あ
り
、
そ

の
後
「
娘
」
と
も
う
交
際
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
第
二
の
六
の

頃
、
千
代
が
順
吉
の
「
不
機
嫌
な
時
に
」
存
在
感
を
増
し
て
い
る
こ

(2) 

と
は
興
味
深
い
。
第
二
の
六
か
ら
八
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
順
吉

の
日
記
に
は
、
千
代
に
対
す
る
彼
の
気
持
ち
が
日
を
追
っ
て
変
化
し
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て
い
き
、
現
実
の
千
代
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。
が
、
ま
だ
自
分
の
〈
愛
〉
に
は
自
信
が
な
い
。
こ
れ
は
、

千
代
に
結
婚
を
申
し
込
む
場
面
（
第
二
、
八
の
「
函
根
か
ら
帰
っ
た

翌
々
晩
」
の
場
面
）
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
彼
女
と
[
事
実
で
夫
婦
に
な
つ
た
」
後
の
場
面
を
見

て
み
る
と
、
順
吉
の
言
動
に
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
。

其
晩
私
は
千
代
と
事
実
で
夫
婦
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
私
は

直
ぐ
又
重
見
へ
手
紙
を
書
い
た
。
「
（
前
略
）
も
う
帰
つ
て
く
れ

な
く
て
い
い
」
か
う
い
ふ
意
味
の
事
だ
っ
た
。
（
第
二
、
九
）

肉
体
関
係
を
作
っ
た
後
は
彼
女
と
の
関
係
に
も
う
迷
う
必
要
は
な
く

な
っ
た
と
い
う
順
吉
の
感
情
が
、
傍
線
部
に
表
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
彼
女
へ
の
〈
愛
〉
を
自
分
の
家
族
の
反
対
か
ら
守
ろ
う
と
強
い

意
志
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

翌
朝
、
祖
母
の
部
屋
へ
行
く
と
祖
母
は
父
が
「
そ
ん
な
事
は

決
し
て
許
さ
ん
」
と
い
つ
て
ゐ
る
事
を
話
し
て
、
／
「
今
ど
う

し
て
千
代
に
暇
を
や
ら
う
か
と
考
へ
て
ゐ
る
所
だ
」
と
い
つ

た
。
そ
の
云
ひ
方
が
如
何
に
も
憎
々
し
か
っ
た
。
／
私
は
急
に

か
ッ
と
し
て
了
っ
た
。
／
若
し
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
僕
は

祖
母
さ
ん
を
捨
て
る
許
り
で
す
」
私
は
そ
れ
か
ら
烈
し
く
祖
母

を
罵
つ
た
。
（
第
二
、
九
）

傍
線
部
の
祖
母
の
発
言
に
対
し
順
吉
は
直
情
的
に
な
り
、
「
三
つ
の

時
か
ら
」
ほ
と
ん
ど
離
れ
た
こ
と
の
な
い
祖
母
に
向
か
っ
て
激
し
く

感
情
を
爆
発
さ
せ
て
し
ま
う
。
祖
母
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
心
を
思
い

遣
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
千
代
と
肉
体
関
係
を
作
っ
た
後
の
順
吉
の
彼
女
に

対
す
る
感
情
に
は
、
以
前
と
は
質
的
に
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。

千
代
と
の
〈
愛
〉
を
守
る
た
め
に
祖
母
の
よ
う
な
最
も
親
し
い
者
と

も
衝
突
す
る
ほ
ど
、
彼
は
自
分
の
〈
愛
〉
に
自
信
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
順
吉
の
千
代
と
の
恋
愛
に
肉
体
関
係
は
決
定
的
な
役

割
を
果
た
し
た
と
言
え
よ
う
。

岸
本
の
〈
愛
〉
に
つ
い
て
ま
ず
、
第
一
巻
百
二
十
五
で
描
か
れ
て

い
る
若
か
っ
た
時
の
勝
子
と
の
失
恋
が
回
想
さ
れ
る
場
面
を
見
て
み

る
と
、
当
時
の
岸
本
が
勝
子
の
家
よ
り
経
済
的
に
豊
か
で
な
か
っ
た

こ
と
が
、
彼
の
失
恋
の
主
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
順
吉

の
場
合
と
ま
っ
た
く
似
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
経
済
的
な
側
面

か
ら
言
え
ば
両
者
の
最
初
の
恋
愛
が
成
就
し
な
か
っ
た
要
因
は
類
似

し
て
い
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
岸
本
の
こ
の
経
験
は
彼
に
と
っ
て
の
男
女
間
の
〈
愛
〉
の

意
味
を
大
き
く
変
え
た
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
始
め
頃
に
見
ら
れ
る
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〈
愛
〉
に
つ
い
て
「
彼
（
岸
本
—
筆
者
注
）
は
愛
す
る
こ
と
を
す
ら
恐

れ
る
よ
う
に
成
っ
た
。
」
（
第
一
巻
八
）
と
「
男
女
の
煩
い
か
ら
離
れ

よ
う
／
＼
と
し
た
の
も
、
自
分
の
方
へ
近
づ
い
て
来
る
女
性
を
避
け

よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
し
て
自
分
独
り
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
も

（
後
略
）
」
（
第
一
巻
百
二
十
六
）
と
い
う
語
り
も
そ
の
た
め
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
岸
本
が
、
節
子
へ
の
〈
愛
〉
を
明
確
に
認
識
す

る
の
は
第
二
巻
に
な
っ
て
か
ら
の
話
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
に
も
、
そ

の
〈
愛
〉
は
自
分
の
感
情
よ
り
も
節
子
の
「
低
気
圧
」
の
た
め
だ
と

繰
り
返
し
た
り
、
世
間
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
道
徳
的
」
（
第
二
巻
五
十
）

な
考
え
方
は
少
々
障
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
り
す
る
場

面
か
ら
、
〈
愛
〉
に
対
す
る
自
信
が
足
り
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。

斯
う
し
た
眠
り
が
た
い
夜
が
続
い
た
。
（
中
略
）
岸
本
の
た

ま
し
ひ
は
し
き
り
に
不
幸
な
姪
を
呼
ん
だ
。
そ
の
時
に
な
つ
て

初
め
て
彼
は
節
子
に
対
す
る
自
分
の
誠
実
を
意
識
す
る
や
う
に

成
つ
た
。
（
中
略
）
／
五
晩
ば
か
り
も
岸
本
は
よ
く
眠
ら
な
か

っ
た
。
（
第
二
巻
五
十
三
）

こ
れ
は
、
節
子
が
岸
本
と
別
の
と
こ
ろ
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
時

の
岸
本
の
心
の
状
態
で
あ
る
。
「
特
に
岸
本
の
心
を
誘
惑
す
べ
き
何

物
を
も
彼
女
は
有
た
な
か
っ
た
。
」
（
第
一
巻
十
五
）
と
言
っ
た
こ
と

が
あ
る
岸
本
の
彼
女
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

節
子
が
岸
本
の
家
を
離
れ
た
後
、
初
め
て
彼
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ

た
時
の
岸
本
の
「
岸
本
は
節
子
の
来
る
の
を
待
ち
佗
び
た
。
」
（
第
二

巻
五
十
六
）
と
い
う
心
持
ち
は
注
目
に
値
す
る
。
い
つ
も
節
子
の
た

め
に
と
言
っ
て
き
た
岸
本
の
感
情
は
、
「
不
機
嫌
な
時
に
千
代
と
話

を
す
る
と
、
そ
れ
が
直
ぐ
直
る
」
と
い
う
順
吉
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
岸
本
は
、
「
『
俺
は
も

う
一
生
、
誰
に
も
自
分
の
心
を
呉
れ
な
い
つ
も
り
だ
っ
た
。
到
頭
お

前
に
持
つ
て
行
か
れ
て
し
ま
っ
た
』
／
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
苦

い
過
去
の
経
験
が
斯
様
な
言
葉
に
成
つ
て
岸
本
の
口
か
ら
出
て
来

た
。
」
（
第
二
巻
六
十
九
）
の
よ
う
に
節
子
に
対
す
る
感
情
が
日
々
強

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
若
い
頃
の
失
恋
の
つ
ら

い
経
験
か
ら
出
発
し
た
岸
本
が
〈
愛
〉
の
新
し
い
道
を
歩
ん
で
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

岸
本
が
節
子
に
妊
娠
を
告
げ
ら
れ
る
場
面
は
先
に
言
及
し
た
が
、

そ
の
後
彼
は
そ
の
事
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
異
国
へ
逃
げ
て
行
く
。
後

に
な
っ
て
か
ら
彼
は
彼
女
と
の
関
係
は
「
精
神
的
な
愛
情
」
（
第
二

巻
七
十
）
と
主
張
す
る
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

ど
う
か
す
る
と
彼
は
半
分
夢
の
や
う
に
、
自
分
の
耳
の
底
の

方
で
優
し
い
さ
ヽ
や
く
や
う
な
声
を
聞
い
た
。
／
『
わ
た
し
の

旦
那
さ
ん
。
』
（
第
二
巻
七
十
九
）
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一
昨
日
の
晩
は
お
前
が
二
度
目
の
母
に
な
っ
た
夢
を
見
て
、

（
中
略
）
眼
が
覚
め
た
。
（
第
二
巻
九
十
）

こ
の
よ
う
な
夢
を
見
る
こ
と
は
、
や
は
り
岸
本
の
中
に
肉
体
関
係

へ
の
欲
望
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
い
く
ら
「
精

神
的
な
愛
情
」
と
繰
り
返
し
て
も
二
人
か
ら
肉
体
関
係
と
い
う
側
面

を
取
り
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
大
津
順
吉
と
同
じ
く
岸

本
の
〈
愛
〉
に
も
肉
体
関
係
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

自
己
の
抑
制
と
外
部
の
規
範

ニ
・
一
順
吉
の
場
合

『
大
津
順
吉
』
は
、
「
妻
に
す
る
決
心
の
つ
か
な
い
女
」
と
の
自
由

な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
禁
じ
る
主
人
公
の
信
仰
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス

ト
教
の
教
え
や
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
の
心
に
沸
く
恋
愛
へ

の
憧
れ
が
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
「
恋
が
何

だ
！
」
と
悩
み
、
自
分
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
異
性
へ
の
欲
求
と
男
女

関
係
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
姦
淫
罪
の
律
」
の
狭
間
で
苦
し
ん

で
い
る
。
「
私
は
何
と
な
く
偏
屈
に
な
っ
た
。
其
偏
屈
さ
が
自
分
で

も
厭
は
し
く
、
も
つ
と
自
由
な
人
間
に
な
り
た
い
と
云
ふ
要
求
を

時
々
感
ず
る
や
う
に
な
っ
た
。
」
「
私
は
教
へ
に
接
す
る
と
間
も
な
く

烈
し
く
自
身
の
肉
体
を
呪
ふ
や
う
に
な
っ
た
。
」
（
第
一
、
一
）
と
い

う
心
の
中
の
変
化
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
「
男
同
士
の
恋
で
自
由

を
行
っ
て
来
た
」
彼
は
異
性
の
場
合
も
同
様
に
出
来
な
い
の
か
と
い

う
想
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
「
律
」
に
対
す
る
違
和
感
が
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
順
吉
が
非
常
に
苦
し
む
原
因
と
な
っ
て
い

る
。
先
の
「
自
身
の
肉
体
を
呪
ふ
や
う
に
な
っ
た
」
こ
と
は
、
入
信

当
初
は
疑
う
こ
と
な
く
そ
の
「
律
」
の
す
べ
て
を
受
け
入
れ
、
従
う

こ
と
を
自
分
に
課
し
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

其
頃
私
は
自
分
の
部
屋
の
床
の
間
に
実
大
の
顔
よ
り
少
し
大

き
い
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
石
膏
の
首
を
懸
け
て
置
い
た
。
私
は
美
術

品
へ
の
愛
好
心
か
ら
で
も
文
学
的
な
洒
落
気
か
ら
で
も
な
く
こ

ー

の
石
膏
の
女
に
一
種
の
愛
情
を
持
つ
て
い
て
、
悶
え
る
や
う
な

堪
へ
ら
れ
な
い
気
分
に
な
る
と
時
々
私
は
そ
の
冷
た
い
固
い
唇

ー
に
接
吻
を
し
た
。
（
第
一
、
二
）

順
吉
の
「
女
に
対
す
る
要
求
」
は
波
線
部
の
よ
う
な
形
で
現
わ

れ
、
そ
こ
に
は
、
や
は
り
彼
が
強
い
性
欲
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
以
前
、
「
信
仰
を
変
へ
る
」
ほ
ど
強
く
な

か
っ
た
欲
望
は
、
こ
こ
の
時
点
に
お
い
て
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

さ
う
云
ふ
私
は
先
生
の
言
葉
に
反
対
し
て
「
関
子
と
真
三
」
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と
云
ふ
小
説
を
其
時
書
い
た
。
（
中
略
）
内
容
は
結
婚
し
た
夫

婦
の
間
に
も
姦
淫
罪
は
あ
る
、
結
婚
し
な
い
相
愛
の
男
女
の
性

交
に
も
姦
淫
で
な
い
場
合
が
幾
ら
も
あ
る
と
云
ふ
考
で
、
一
体

姦
淫
と
は
何
だ
、
と
云
ふ
や
う
な
事
を
書
い
た
も
の
で
あ
つ

た
。
（
第
一
、
二
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
波
線
部
の
よ
う
な
順
吉
の
「
姦
淫

罪
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「
関
子
と
真
三
」
を
書
い
た
の
は
、
彼
が
こ

の
小
説
を
通
し
て
姦
淫
イ
コ
ー
ル
罪
と
い
う
決
め
付
け
に
反
発
し
異

議
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
欲
望
を
間
接
的
に
正
当
化
す

る
た
め
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
順
吉
は
自
分
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
異
性
へ
の
欲
求

と
男
女
関
係
に
対
す
る
宗
教
の
規
範
の
狭
間
で
葛
藤
し
て
い
る
。
彼

は
、
そ
の
教
え
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
主
張
し
よ
う
と
「
関
子
と

真
―
-
」
を
書
い
て
、
そ
の
葛
藤
を
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
そ
の
た
め
か
、
第
一
の
三
以
降
宗
教
的
な
理
想
の
言
及
は
避

け
ら
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
以
降
も
「
今
の
私
は
思
想
に
義
理
立
て

す
る
や
う
な
か
う
い
ふ
弱
い
心
を
恥
ぢ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し

同
じ
事
が
今
の
私
に
来
よ
う
と
も
、
既
に
か
う
な
っ
た
私
は
私
の
本

来
の
性
質
や
趣
味
に
こ
だ
は
り
な
く
従
ふ
事
が
出
来
る
か
ど
う
か
を

疑
ふ
。
多
分
出
来
な
い
。
」
（
第
一
、
四
）
の
よ
う
に
彼
は
、
や
は
り

男
女
の
自
由
な
交
際
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
内
面
の
そ
の
葛

岸
本
は
河
岸
や
柳
並
木
に
青
年
と
の
絆
を
感
じ
て
お
り
、
青
年
に

藤
は
ま
だ
完
全
に
終
わ
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
順

吉
は
、
自
身
の
中
か
ら
湧
き
上
が
る
欲
望
と
他
者
の
教
え
に
よ
っ
て

決
め
ら
れ
る
道
徳
の
間
の
葛
藤
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ニ
・
ニ
岸
本
の
場
合

『
新
生
』
第
一
巻
の
は
じ
め
頃
に
お
い
て
、
岸
本
は
「
一
人
の
未

知
な
青
年
」
（
一
）
に
つ
い
て
考
え
て
お
り
、
彼
に
対
す
る
特
別
な

親
し
み
の
気
持
ち
が
伺
え
る
。
「
二
人
は
互
ひ
に
顔
を
合
せ
た
こ
と

も
無
い
が
、
同
じ
好
き
な
場
所
を
見
つ
け
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
は

不
思
議
に
一
致
し
て
居
」
（
一
）
て
、
手
紙
を
通
し
て
交
際
し
て
い

る。

そ
れ
か
ら
青
年
は
岸
本
に
逢
ひ
た
い
と
言
つ
て
来
た
。
そ
の

時
、
岸
本
は
日
頃
逢
ひ
過
ぎ
る
ほ
ど
人
に
逢
つ
て
居
る
こ
と
を

書
い
て
、
吾
債
二
人
は
互
ひ
に
未
知
の
友
と
し
て
同
じ
柳
並
木

の
か
げ
を
楽
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
意
味
の
返
事
を
そ

の
青
年
に
出
し
た
。
（
中
略
）
例
の
柳
並
木
、
そ
れ
で
二
人
の

心
を
通
じ
て
居
た
。
そ
の
青
年
に
取
つ
て
は
河
岸
は
岸
本
で
あ

っ
た
。
岸
本
に
取
っ
て
は
河
岸
は
そ
の
青
年
で
あ
っ
た
。
（
第

一
巻
一
）
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対
し
て
特
別
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
。
ま
た
岸
本
が
青
年
と
会
う
の

を
避
け
た
こ
と
も
、
親
愛
の
情
を
感
じ
る
も
の
に
対
す
る
彼
な
ら
で

は
の
や
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に

と
っ
て
は
、
自
分
の
心
に
近
い
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
を
い
つ

で
も
身
近
に
お
い
て
お
き
た
い
、
あ
る
い
は
直
接
接
触
し
た
い
と
は

限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
終
わ
り
近
く
で
彼
女
が
外

地
で
あ
る
台
湾
へ
送
ら
れ
る
の
に
賛
成
し
た
の
も
、
彼
の
同
様
な
考

え
方
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
岸
本
は
後
「
丁
度
あ
の
青
年
に
似
た
や
う
な
心
を
も
つ

て
、
叔
父
の
許
に
身
を
寄
せ
、
叔
父
を
頼
り
に
し
て
居
る
彼
女
の
容

子
が
岸
本
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
」
（
第
一
巻
四
）
の
よ
う
に
、
節
子
に

そ
の
青
年
と
の
共
通
点
を
感
じ
て
い
る
。
自
分
が
会
う
こ
と
さ
え
避

け
た
そ
の
青
年
と
、
自
分
と
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
た
姪
に
対
す
る
自

分
の
接
し
方
の
差
異
を
感
じ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
特
別

な
感
じ
方
を
し
て
い
た
そ
の
青
年
を
姪
と
比
較
し
て
い
る
こ
と
は
、

姪
に
対
し
て
も
特
別
な
感
じ
方
を
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
「
姪
」

に
対
し
て
「
叔
父
」
以
上
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
二
人
の
間
に
「
叔
父
と
姪
」
以

上
の
関
係
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
節
子
が
「
母
に
な
っ
た
」
（
第

一
巻
十
三
）
と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
時

ま
で
は
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
も
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
突
然

読
者
の
注
意
を
惹
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
主
人
公
が
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
を
読
者
に
伝
え
る
語
り
の
テ
ク

ニ
ッ
ク
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
の
事
実
は
岸
本
を
耐
え
ら
れ
な
い
気
持
ち
に
さ
せ
、
内

面
に
混
乱
を
起
こ
し
て
い
る
。
「
自
分
は
犯
す
つ
も
り
も
な
く
斯
様

な
罪
を
犯
し
た
と
言
つ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
彼
に
は
何
の
翔

訳
に
も
成
ら
な
か
っ
た
。
自
分
は
婦
徳
を
重
ん
じ
正
義
を
愛
す
る
念

に
於
て
過
ぐ
る
年
月
の
間
あ
へ
て
人
に
は
劣
ら
な
か
っ
た
つ
も
り
だ

と
言
っ
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
ま
た
何
の
僻
訳
に
も
成
ら
な
か

っ
た
。
」
（
第
一
巻
十
三
）
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
不

徳
な
人
間
で
は
な
い
と
信
じ
つ
つ
、
姪
と
肉
体
関
係
を
持
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
現
実
の
間
で
苦
し
ん
で
い
る
。
順
吉
も
自
分
が
キ
リ

ス
ト
信
徒
で
そ
の
よ
う
な
関
係
を
持
た
な
い
人
間
だ
と
思
っ
て
い
た

が
、
つ
い
欲
望
の
た
め
道
を
逸
れ
、
異
性
と
の
関
係
を
作
っ
た
点
と

似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

つ
い
に
、
岸
本
は
そ
の
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
パ
リ
ヘ
行
く
こ
と

に
す
る
が
、
パ
リ
滞
在
中
に
も
節
子
に
し
た
こ
と
に
対
す
る
「
罪
」

の
意
識
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
罪
悪
感
が
作
品
の
第

二
巻
ま
で
続
い
て
い
る
。
彼
は
パ
リ
ま
で
彼
女
が
送
っ
て
き
た
手
紙

に
返
事
す
ら
せ
ず
、
そ
の
理
由
を
「
旅
に
あ
る
自
分
の
こ
と
な
ぞ
は

忘
れ
て
欲
し
い
、
生
先
の
長
い
彼
女
自
身
の
こ
と
を
考
へ
て
欲
し
い

と
。
」
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
と
の
間
に
「
不
義
」
の
子
を
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生
み
な
が
ら
彼
を
恨
み
も
せ
ず
手
紙
を
書
い
て
く
る
節
子
が
、
岸
本

の
こ
と
を
そ
う
簡
単
に
忘
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
。
そ
し
て
、
第
一

巻
百
九
に
あ
る
よ
う
に
彼
女
の
手
紙
を
焼
く
こ
と
ま
で
す
る
の
は
、

節
子
の
肉
筆
の
手
紙
を
自
分
の
手
元
に
置
い
て
お
く
こ
と
に
対
す
る

恐
れ
の
気
持
ち
が
あ
り
、
自
分
も
や
は
り
「
節
子
の
こ
と
」
を
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

岸
本
は
帰
国
し
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
彼
女
と
何
も
関
係
を
持
た

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
節
子
の
た
め

と
は
言
え
、
そ
の
関
係
を
復
活
し
て
い
る
。
そ
し
て
や
が
て
、
節
子

を
思
う
気
持
ち
が
前
に
も
増
し
て
強
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

新
し
い
愛
の
世
界
が
岸
本
の
前
に
展
け
か
A

つ
て
来
た
。
恥

ぢ
て
も
／
＼
恥
ぢ
足
り
な
い
や
う
に
思
っ
た
道
な
ら
ぬ
関
係
の

底
か
ら
是
だ
け
の
誠
実
が
汲
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
岸
本
の
精

神
に
勇
気
を
そ
A

ぎ
入
れ
た
。
（
第
二
巻
五
十
八
）

彼
は
過
去
の
罪
過
を
償
は
う
が
為
に
苦
し
ん
で
も
、
自
分
の
虚

偽
を
取
除
か
う
が
為
に
は
今
迄
何
事
も
努
め
な
か
っ
た
こ
と
に

気
が
つ
い
た
。
暗
い
秘
密
を
（
中
略
）
今
と
な
つ
て
は
反
つ
て

そ
れ
を
隠
さ
な
い
こ
と
が
彼
女
の
た
め
に
も
真
の
進
路
を
開
き

与
へ
る
こ
と
だ
と
考
へ
る
や
う
に
成
っ
た
。
／
『
一
切
を
皆
の

前
に
白
状
し
た
ら
。
』
／
岸
本
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
の
無
い

声
を
自
分
の
耳
の
底
で
聞
き
つ
け
た
。
（
中
略
）
彼
は
躊
躇
し

な
い
訳
に
い
か
な
か
っ
た
。
自
己
の
破
壊
に
も
等
し
い
懺
悔
ー

彼
は
懺
悔
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
が
果
し
て
斯
う
い
ふ
場
合
に
宛

嵌
ま
る
か
奈
何
か
と
は
思
っ
た
が
ー
そ
の
結
果
が
自
分
に
及
ぼ

す
影
響
の
恐
ろ
し
さ
を
思
ふ
と
、
猶
更
躊
躇
し
な
い
訳
に
い
か

な
か
っ
た
。
（
第
二
巻
九
十
二
）

岸
本
は
、
節
子
と
の
男
女
関
係
の
復
活
は
節
子
の
た
め
と
し
て
い

る
。
一
方
、
「
恥
」
や
そ
の
罪
悪
感
を
消
す
た
め
に
「
一
切
を
皆
の

前
に
白
状
」
し
よ
う
と
「
懺
悔
」
を
書
い
た
上
で
、
ま
た
さ
ら
に
彼

女
と
の
男
女
関
係
を
続
け
て
い
る
。
「
懺
悔
」
を
書
く
こ
と
は
彼
女

と
の
関
係
を
続
け
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
前
彼
女
と
の
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
に
対
し
て
不

道
徳
で
あ
る
と
い
う
認
識
や
罪
悪
感
が
あ
っ
た
が
、
「
懺
悔
」
を
公

開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
以
前
の
よ
う
な
罪
悪
感
も
な
い
し
、
「
恥
」

も
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
関
係
を
「
精

神
的
な
愛
情
」
で
あ
る
と
言
う
が
、
彼
の
中
に
彼
女
に
対
す
る
肉
体

的
な
執
着
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

帰
国
後
、
節
子
と
の
男
女
関
係
が
復
活
し
た
後
も
し
ば
ら
く
は
罪

悪
感
を
払
拭
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
岸
本
は
内
面
的
な
葛
藤
の
中
に

あ
る
。
そ
こ
で
、
「
懺
悔
」
を
書
き
、
苦
悩
か
ら
救
わ
れ
る
手
段
と

し
よ
う
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
順
吉
の
場
合
と
比
較
し
て
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み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
作
品
を
書
く
こ
と
が
、
自
分
の
心
の
整
理
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
点
が
共
通
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。

二
つ
の
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の
男
女
関
係
に
は
、
経
済
的
な

理
由
に
よ
る
男
女
の
力
関
係
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
二
人

の
主
人
公
が
親
密
に
な
る
女
性
た
ち
に
は
「
女
中
」
と
「
姪
」
と
い

う
立
場
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
両
者
共
主
人
公
に
依
存
せ
ざ
る
を

得
な
く
、
彼
ら
の
手
が
簡
単
に
付
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
一
方
、

主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
肉
体
関
係
は
共
に
大
事
な
要
素
で
あ
り
、
葛

藤
が
起
き
る
主
要
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

『
大
津
順
吉
』
に
お
い
て
は
宗
教
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
男
女
関

係
と
女
性
に
対
す
る
欲
望
の
狭
間
に
あ
る
主
人
公
の
内
的
な
葛
藤

が
、
「
新
生
』
で
は
社
会
的
な
規
範
と
「
姪
」
と
の
「
不
徳
」
な
関

係
の
間
に
あ
る
苦
し
み
か
ら
生
じ
る
葛
藤
が
、
そ
れ
ぞ
れ
作
品
の
主

題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
葛
藤
を
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
と
、
欧

米
で
知
ら
れ
て
い
る
〈
文
学
の
分
野
に
お
け
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
〉
つ
ま
り
葛
藤
の
文
学
の
試
み
と
し
て
、
両
作
品
の
読

み
に
新
し
い
地
平
を
開
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

上
田
穂
積
「
志
賀
直
哉
「
大
津
順
吉
」
考
ー
「
第
こ
の
意
味
」

お
わ
り
に

(
「
徳
島
文
理
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
七
号
、
平
成
一
六
年
三
月
）

(
2
)

こ
れ
は
「
『
暗
夜
行
路
j

の
「
時
任
謙
作
」
の
場
合
と
似
て
い
る
。

「
暗
夜
行
路
』
と
『
大
津
順
吉
』
そ
れ
ぞ
れ
の
「
女
中
」
の
間
に
は

年
齢
や
経
歴
の
面
で
は
大
き
な
差
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
津
順
吉

と
時
任
謙
作
が
そ
れ
ま
で
付
き
合
っ
て
い
る
女
か
ら
離
れ
た
後
、
身

近
に
い
る
家
の
「
女
中
」
に
近
付
い
て
「
気
分
」
の
安
定
を
得
る
、

と
い
う
点
は
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

付
記島

崎
藤
村
I

新
生
」
の
引
用
は
『
藤
村
全
集
第
七
巻
」
（
筑
摩
書
房

一
九
六
七
年
）
、
志
賀
直
哉
作
品
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
第
三
巻
j

（
岩
波
書
店
一
九
九
九
年
）
に
拠
る
。
改
行
部
分
は
／
で
示
し
た
。
ま

た
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
直
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
波
線
や
傍
線
は
総

て
論
者
に
よ
る
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
外
国
人
招
へ
い
研
究
員
）
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