
志
賀
直
哉
「
和
解
」
論

ー
劇
的
な
〈
和
解
〉
を
生
成
す
る
も
の

志賀直哉「和解」論

近
年
、
志
賀
直
哉
の
「
和
解
」
(
大
6
・
叩
『
黒
潮
』
)
に
関
す
る
論
考
に
お
い

て
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
程
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
問
題
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
特

異
な
時
間
構
成
」
(
亀
井
雅
司
氏
)
で
あ
り
、
今
一
つ
は
主
人
公
順
吉
が
書
き
あ

ぐ
ね
る
小
説
、
「
夢
想
家
」
に
関
す
る
記
述
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
、
前
者
の
「
和

解
」
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
「
時
間
的
関
係
の
処
理
が
簡
単
で
は
な
く
、
そ
れ
が

す
ら
す
ら
と
理
解
さ
れ
に
く
い
」
(
須
藤
松
雄
氏
)
と
の
批
判
が
あ
る
一
方
で
、
「
読

み
取
る
の
に
『
難
解
な
点
』
な
ど
ど
こ
に
も
生
じ
て
は
い
な
い
」
(
山
田
有
策
氏
)
と

の
反
論
も
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
作
品
内
部
の
時
聞
が
錯
雑
し
、
一
読
明
瞭

と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
が
「
挿
入
部
を
抜
き
取
っ
て
読
め
ば
少
し
も
難
解

で
は
な
い
」
(
本
多
秋
五
氏
)
と
い
っ
た
見
解
も
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最

終
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
う
し
た
読
み
の
難
易
の
程
度
で
は
な
く
、
「
和

解
」
の
一
見
「
難
解
」
に
感
じ
ら
れ
る
時
間
の
構
成
、
そ
れ
に
伴
う
出
来
事
の
配

列
(
物
語
言
説
)
が
、
果
た
し
て
如
何
な
る
作
の
具
現
化
を
読
者
に
可
能
た
ら
し

め
て
い
る
か
と
い
う
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
「
和
解
」
の
時
間
構
成
と
共
に
、
そ
の
挿
入
さ
れ
た
時
間
の
前
後
の

記
述
の
在
り
方
を
中
心
に
見
て
い
く
事
で
、
こ
の
作
品
(
の
物
語
言
説
)
が
、
い

わ
ば
劇
的
な
〈
和
解
〉
の
成
就
を
作
に
顕
現
さ
せ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
作
者
自
身
の
父
と
の
和
解
を
描
く
こ
の
作
品
に
と
っ
て
、

下

友

力日

岡

い
さ
さ
か
無
関
係
に
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
「
夢
想
家
」
に
纏
わ
る
記
述
が
、
そ
の

〈
和
解
〉
の
提
示
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
作
者
自
身
が
当
作
品
に
つ
い
て
述
べ
る
、
「
何
の
作
為
も
せ
ず
、
事
実
を

只
そ
の
佳
に
書
い
て
行
切
〕
た
と
い
う
方
法
の
内
実
の
一
端
を
解
明
す
る
試
み
で

も
あ
る
。
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既
に
諸
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
の
説
明
の

便
宜
の
た
め
に
も
、
「
和
解
」
の
時
間
構
成
に
つ
い
て
ま
と
め
た
、
次
の
資
料
ー

を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

資
料
1
「
和
解
」
の
時
間
構
成

一
章

慧
子
の
一
周
忌
。
上
京
。
墓
参
り
。
祖
母
訪
問
。

「
夢
想
家
」
か
ら
、
空
想
の
利
く
材
料
に
か
え
て
執

筆。

7
・
出

二
章

8

・
口
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三
章

四
章

五
章

六
章

七
章

八
章

九
章

十
章

十

章

8
・
日

8
・
日

8
・
目
以
降

一
昨
年
の
春

6 
月

10 
月秋

昨
年
6
月

7
月
上
旬

7
-
m
 

7
-
m
 

o
o
-
-
i
 

8
-
m
 

11 
月

今
年

2
月

7
・
幻5

r
6
 

ワ
&
o
n
L

8
-
m
 

執
筆
完
了
。

上
京
。
祖
母
訪
問
。
父
と
二
年
振
り
に
対
面
。

十
月
の
雑
誌
に
出
す
た
め
「
夢
想
家
」
を
書
き
直
す

こ
と
に
す
る
。

京
都
で
父
に
会
う
の
を
拒
否
。

赤
城
山
に
滞
在
。

我
孫
子
に
住
む
。

上
京
。
父
と
衝
突
。

妻
上
京
し
、
慧
子
を
出
産
。

妻
と
慧
子
、
我
孫
子
へ
移
る
。

下
旬

我
孫
子
へ
来
た
祖
母
ら
と
共
に
、
皆
で
上
京
。

我
孫
子
に
帰
る
。

慧
子
発
病
。

慧
子
死
亡
。

慧
子
の
葬
儀
。

妻
と
旅
に
出
る
。

妹
出
産
。
妻
と
鎌
倉
へ
。

妻
懐
妊
。

創
作
活
動
が
徐
々
に
盛
ん
に
な
る
。

女
児
(
留
女
子
)
誕
生
。

上
京
。
祖
母
に
赤
児
の
命
名
を
し
て
も
ら
う
。

上
京
。
衰
弱
し
た
祖
母
の
様
子
か
ら
、
取
り
か
か
っ
て

い
る
「
夢
想
家
」
の
調
子
ま
で
狂
わ
し
か
ね
な
い
と
思

広
ノ
。

十
二
章

8
-
H
 

父
へ
の
手
紙
断
念
。
「
夢
想
家
」
に
再
び
取
り
か
か
る
。

実
母
の
祥
月
命
日
。
上
京
。
父
と
和
解
。

墓
参
り
。
我
孫
子
へ
帰
る
。

父
ら
、
我
孫
子
訪
問
。

十
三
章

8
-
m
 

十
四
章

十
五
章

8
-
M
 

十
六
章

「
夢
想
家
」
を
そ
の
ま
ま
書
き
続
け
る
気
が
な
く
な
る
。

上
京
。

A

M

U

-

-

4

 

nu
・

円

品

一
族
で
会
食
。

父
と
の
和
解
を
書
く
こ
と
に
す
る
。

叔
父
の
手
紙
届
く
。

中
旬

起
こ
っ
た
出
来
事
の
時
間
、
つ
ま
り
物
語
内
容
の
時
間
に
忠
実
に
「
和
解
」
の

記
述
を
追
う
と
す
れ
ば
、
三
章
の
途
中
か
ら
十
章
、
一
章
か
ら
二
章
、
そ
し
て
十

一
章
か
ら
十
六
章
と
い
う
流
れ
に
な
る
。
二
章
と
十
一
章
の
物
語
内
容
は
約
一
週

間
の
間
隔
し
か
あ
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
三
章
(
の
途
中
)
か
ら
十
章
と
か
な
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り
長
い
挿
入
部
分
が
存
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
上
の
時
聞
が
経
っ
た
よ
う
に
、
読

む
側
に
は
感
じ
ら
れ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
関
谷
一
郎
氏

は
「
順
吉
の
変
貌
が
説
得
的
た
り
得
る
時
間
の
内
実
が
創
り
上
げ
ら
れ
」
て
い
る

と
、
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
「
順

吉
の
変
貌
」
を
「
説
得
的
」
に
し
て
い
る
の
は
、
果
た
し
て
入
れ
替
え
ら
れ
た
時

間
の
み
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
い
わ
ば
入
れ
子
式
の
時

間
構
成
と
平
行
し
て
、
挿
入
さ
れ
た
時
間
を
挟
ん
だ
前
後
の
順
吉
像
に
、
よ
り
差

異
が
生
じ
る
よ
う
に
記
述
(
の
操
作
)
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。



順
吉
の
心
境
の
変
化
が
「
調
和
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
か
ら
さ
ま
に
語
ら
れ
は
じ
め
る
の
は
、
九
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
順
吉
の
「
調

和
的
な
気
分
」
が
「
父
と
の
関
係
に
も
少
し
づ
っ
働
き
か
け
て
行
っ
た
」
と
、
そ

の
気
持
ち
の
変
化
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
九

章
よ
り
も
時
間
的
に
は
後
の
事
で
あ
る
て
二
章
に
お
い
て
、
順
吉
が
既
に
「
調

和
的
な
気
分
」
を
獲
得
し
は
じ
め
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
い
う
事
が
、
果
た
し
て

読
者
に
認
識
さ
れ
得
る
(
認
識
し
得
る
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
ろ

う
か
。
一
章
で
ま
ず
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
公
然
と
祖
母
に
会
え
な
い
事
で
「
不

愉
快
」
に
な
り
、
「
腹
立
た
し
い
気
分
」
に
お
お
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
順
吉
で
あ

る。

母
は
云
ひ
に
く
さ
う
に
少
し
小
声
に
な
っ
て
、

「
今
日
は
お
父
さ
ん
お
在
宅
な
の
:
:
:
」
と
云
っ
た
。

「
さ
う
で
す
か
。
又
其
内
に
出
て
来
ま
せ
う
」

自
分
は
出
来
る
だ
け
そ
れ
を
無
心
ら
し
く
い
っ
た
が
、
屈
辱
か
ら
来
る
不

愉
快
な
表
情
は
電
話
口
だ
け
に
露
骨
に
自
分
の
顔
に
現
れ
る
の
を
感
じ
た
。

(
中
略
)

自
分
は
未
だ
少
し
早
い
と
は
思
っ
た
が
、
其
庖
の
電
話
を
借
り
て
又
母
へ
掛

け
て
見
る
と
、
父
は
未
だ
自
家
に
ゐ
る
と
云
ふ
事
だ
っ
た
。
蕊
で
も
自
分
は
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不
愉
快
な
、
そ
し
て
腹
立
た
し
い
気
分
に
被
は
れ
た
。
(
二

右
で
は
、
「
調
和
的
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
順
吉
の
不
調
和
、
不
快
な
状

況
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
続
く
二
章
で
も
順
吉
は
体
の
不
調
か
ら
、
何

の
罪
も
な
い
妻
に
苛
立
ち
、
「
か
う
云
ふ
時
お
前
の
や
う
な
奴
と
一
緒
に
ゐ
る
の

は
、
独
り
身
の
時
よ
り
余
程
不
愉
快
だ
」
と
言
い
放
っ
て
、
つ
い
に
は
妻
を
泣
か

せ
て
い
る
。

そ
う
し
た
順
吉
の
不
機
嫌
を
主
と
し
て
と
ら
え
る
描
写
の
一
方
で
、
彼
の
変
貌

を
告
げ
る
記
述
も
見
出
だ
さ
れ
る
。
二
年
振
り
に
父
と
対
面
し
た
順
吉
の
様
子
が

次
で
あ
る
。緊

張
し
た
沈
黙
が
一
寸
来
た
。
か
う
云
ふ
場
合
自
分
は
毎
時
人
一
倍
そ
れ

を
強
く
意
識
し
て
ギ
子
|
ツ
と
堅
く
な
る
性
質
だ
が
、
其
時
は
如
何
し
た
の

か
穏
や
か
な
気
持
で
父
の
顔
を
見
上
げ
て
居
ら
れ
た
。
か
う
云
ふ
場
合
は
こ

れ
迄
も
度
々
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
父
が
不
愉
快
な
顔
を
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

自
分
も
不
愉
快
な
顔
を
す
る
方
だ
っ
た
。
さ
う
し
ま
い
と
し
て
も
自
分
の
頑

な
気
持
が
承
知
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其
揚
が
過
ぎ
て
も
其
不
愉
快
は
残
っ

て
今
度
は
自
身
を
苦
し
め
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。
(
二
)

白
分
の
留
守
中
に
、
麻
布
の
家
に
上
が
り
込
ん
で
祖
母
を
見
舞
っ
て
い
た
順
吉

の
姿
に
「
云
い
ゃ
う
の
な
い
不
愉
快
な
顔
を
し
た
」
父
に
対
し
、
順
吉
の
方
は
「
其

時
は
如
何
し
た
の
か
穏
や
か
な
気
持
で
父
の
顔
を
見
上
げ
」
る
事
が
出
来
た
と
い

う
。
し
か
し
、
時
間
的
に
は
こ
こ
以
前
の
事
を
語
る
九
章
で
「
調
和
的
な
気
分
」

q
J
 

n
J
 

が
「
父
と
の
関
係
」
に
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
た
事
は
彼
自
身
に
自
覚
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
事
か
ら
す
れ
ば
、
父
へ
の
「
穏
や
か
な
気
持
」
は
今
更
「
『
如

何
し
た
の
か
』
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
偶
然
で
は
な
」
(
清
水
康
次
氏
)
い
事
に
な
る
。

物
語
内
容
の
時
間
的
先
後
関
係
か
ら
し
て
、
九
章
よ
り
は
後
の
事
で
あ
る
に
も
拘

ら
ず
、
二
章
で
は
「
調
和
的
な
気
分
」
を
獲
得
し
は
じ
め
た
状
態
の
中
に
、
順
吉

の
気
持
ち
を
位
置
付
け
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
二

章
で
は
、
順
吉
が
父
に
対
し
て
「
随
分
不
愉
快
を
持
っ
て
ゐ
た
」
事
、
そ
の
父
へ

の
感
情
の
基
調
は
「
尚
不
和
か
ら
来
る
憎
し
み
で
あ
る
」
と
思
っ
て
い
た
事
が
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
章
か
ら
わ
ず
か
八
日
後
の
事
を
描
く
十
二
章

で
は
、
「
自
分
は
今
、
父
を
憎
ん
で
は
居
な
い
」
と
の
明
言
が
あ
る
。
無
論
、
十
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父
と
本
当
に
和
解
出
来
る
か
ど
う
か
、
「
父
の
方
で
心
か
ら

の
憎
し
み
を
露
骨
に
現
は
し
て
来
た
場
合
」
に
も
「
穏
か
に
、
今
の
気
持
を
失
は

ず
に
父
に
対
す
る
事
が
出
来
る
だ
ら
う
か
」
と
順
吉
は
依
然
危
ぶ
ん
で
も
い
る
。

し
か
し
、
わ
ず
か
八
日
前
の
二
章
に
描
か
れ
る
よ
う
な
彼
の
様
子
か
ら
す
れ
ば
、

か
な
り
の
進
展
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
物
語
内
容
の
時
間

の
順
に
沿
っ
て
、
描
か
れ
た
順
吉
像
を
眺
め
た
場
合
、
て
二
章
の
彼
の
様
子
は
、

二
章
に
至
っ
て
も
、

九
章
を
経
て
十
一
章
の
約
一
週
間
前
の
も
の
だ
と
は
、
す
ん
な
り
と
首
肯
し
難
い

の
で
あ
る
。

て
二
章
の
順
吉
の
姿
は
、
そ
の
時
期
と
し
て
は
「
不
調
和
」
の
方

向
に
偏
っ
た
、
い
わ
ば
負
の
面
を
あ
え
て
照
射
す
る
形
で
描
か
れ
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
事
は
、
物
語
言
説
に
従
っ
て
ご
章
か
ら
順
に
)
読
む
者
に
、
て
二
章

を
含
め
た
作
品
前
半
の
順
吉
を
、
和
解
前
の
父
と
の
「
不
愉
快
」
な
関
係
に
苛
立

っ
て
い
る
姿
と
し
て
あ
く
ま
で
印
象
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
や
が
て
九
章
か

ら
顕
著
と
な
る
、
「
調
和
」
へ
と
向
か
う
順
吉
の
様
子
と
対
照
的
で
あ
る
が
故
に
、

結
果
と
し
て
彼
の
変
貌
は
、
よ
り
鮮
明
に
作
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
入
れ
替
え
ら
れ
た
時
間
の
構
成
と
共
に
、
そ
こ
に
施
さ
れ

た
記
述
(
順
吉
像
、
彼
の
気
持
ち
)
の
在
り
方
が
、
「
不
調
和
」
か
ら
「
調
和
」

へ
と
移
行
し
て
い
く
作
の
展
開

(
H
順
吉
の
変
貌
)
を
、
効
果
的
に
導
き
出
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

志
賀
直
哉
の
自
伝
的
な
作
品
を
評
価
し
な
い
立
場
を
と
る
正
宗
白
鳥
は
、
「
和

解
」
に
つ
い
て
「
根
抵
の
浅
い
葛
藤
に
つ
L

か
れ
て
来
た
揚
句
の
果
て
に
、
涙
攻

め
に
な
る
の
で
愛
想
を
壷
か
し
た
」
と
、
辛
殊
な
批
判
を
行
っ
た
が
、
確
か
に
こ

の
作
品
で
は
結
末
部
分
に
と
ど
ま
ら
ず
、
総
じ
て
登
場
人
物
建
の
「
泣
く
」
行
為

が
頻
繁
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
あ
げ
れ
ば
次
の
資
料
2
の
よ
う
に

な
る
。

資
料
2

「
和
解
」
に
あ
ら
わ
れ
る
「
泣
く
」
行
為

二
章

五
章

六
章

七
章

人
章 章

順
吉
、
妻
を
泣
か
せ
る
。

十
一
年
前
、
「
こ
れ
か
ら
は
知
何
な
事
が
あ
っ
て
も
決
し
て
彼
奴

吉
)
の
為
め
に
は
涙
は
溢
れ
な
い
」
と
父
は
人
に
き
日
ノ
。

J民

一
昨
年
の
春
、
妻
は
一
人
で
父
達
を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
弱
っ
て

d
A
1
 

q
J
 

泣
く
。

一
昨
年
の
秋
、
夜
半
に
家
を
出
よ
う
と
す
る
順
吉
を
母
は
涙
を
流
し
な

が
ら
と
め
る
。
委
も
一
緒
に
な
っ
て
涙
戸
を
出
す
。

(
赤
児
が
病
気
の
た
め
泣
く
。
)

赤
児
の
頑
張
り
に
希
望
を
見
い
だ
し
た
順
吉
は
涙
ぐ
む
。

赤
児
が
死
ん
で
、
妻
は
は
げ
し
く
泣
き
崩
れ
る
。

K
子
さ
ん
の
眼
か
ら
も
涙
が
流
れ
て
い
る
。
閥
剖
同
調
剖
に
死
な
れ
た

時
の
よ
う
に
泣
く
。

三
年
前
、
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
中
で
、
父
子
が

闘
の
絶
頂
で
抱
き
合

っ
て
泣
き
出
す
場
面
が
浮
か
問
、
順
吉
は
涙
ぐ
む
。

父
に
赤
児
の
事
で
叱
ら
れ
た
と
妻
は
電
車
の
中
で
泣
く
。

順
吉
の
妹
が
産
ん
だ
赤
児
を
見
て
妻
は
泣
く
。
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十
六
章

出

「
快
い
そ
し
て
涙
ぐ
ま
し
い
充
奮
」
が
順
吉
の

胸
の
中
で
続
い
て
い
る
。

出
但
に
よ
っ
て
起
っ
た

母
は
眼
に
涙
を
た
め
て
、
順
吉
に
父
と
の
穏
や
か
な
話
し
合
い
を
求
め

る。順
士
口
は
父
に

5
し
な
が
ら
一
-
、
泣
き
か
カ
っ
た
が
我
慢
す
る
。

父
は
話
し
な
が
ら
眼
に
涙
を
た
め
、
泣
き
出
す
。

閥
剖
叫
湖
剖
司

u.、
叔
父
も
芦
を
あ
げ
て
泣
き
出
す
。

母
は
泣
き
な
が
ら
、
順
吉
に
感
謝
を
述
べ
、
一
課
を
ふ
き
な
が
ら
祖
母
に

報
告
し
に
行
く
。

父
の
顔
を
見
る
と
、
妻
の
眼
か
ら
は
涙
が
出
か
か
っ
て
い
る
。

妻
は
何
も
言
え
ず
に
父
の
言
葉
に
涙
を
ふ
き
な
が
ら
只
う
な
づ
く
。

朋
討
同
」
掴
叫
副
社
叫
湖
剖
副
社

udバ
叫
例
刻
剥
伺
叶
剖
リ
寸
1
父

の
眼
を
見
る
。

父
の
眼
に
「
或
る
表
情
」
が
あ
ら
わ
れ
、
「
心
と
心
の
触
れ
合
ふ
快
感

司

到

寸

1
閥
討
吋
.. 寸
到
司
副
社
叫
司
副
叶
叫
.
立
叫
劇
.
可

を
す
る
。

鎌
倉
の
妹
が
、
和
解
の
話
を
聞
く
う
ち
に
泣
き
出
し
て
し
ま
っ
た
と
手

紙
に
書
い
て
く
る
。
掛
叫
升
鮒
剖
謝
刈
.
司
閥
剖
凶
凋
什
叫
。

祖
母
の
妹
が
国
に
帰
っ
て
和
解
の
話
を
す
る
と
、
皆
は
一
緒
に
泣
き
出

し
た
と
い
う
。

作
品
が
基
本
的
に
語
る
時
間
の
起
点
は
、
ご
昨
年
の
春
」
会
乙
で
あ
る
が
、

そ
の
時
聞
を
逸
脱
す
る
記
述
が
「
泣
く
」
行
為
に
関
連
し
て
、
二
箇
所
こ
の
作
品

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
三
章
に
お
け
る
、
父
が
「
十
一
年
前
」
人
に
語
っ

た
、
「
こ
れ
か
ら
は
如
何
な
事
が
あ
っ
て
も
決
し
て
彼
奴
の
為
め
に
は
涙
は
溢
れ

な
い
」
と
い
う
順
吉
へ
の
冷
淡
な
言
葉
で
あ
る
。
資
料
2
で
傍
線
を
引
い
た
、
順

吉
の
泣
く
(
涙
ぐ
む
)
と
い
う
行
為
が
、
肉
親
の
死
や
誕
生
、
或
い
は
肉
親
と
心

が
通
じ
合
う
感
動
に
見
舞
わ
れ
た
時
に
生
じ
て
い
る
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ

の
父
の
言
葉
は
順
吉
に
と
っ
て
「
も
は
や
息
子
で
は
な
い
」
と
断
じ
ら
れ
た
に
ほ

ぼ
等
し
い
意
味
を
持
つ
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
順
吉
は
父
の
言

う
事
は
「
無
理
で
な
い
」
(
三
)
と
思
っ
て
お
り
、
父
の
言
葉
に
相
応
す
る
だ
け

の
行
い
を
自
ら
が
な
し
た
事
を
認
め
て
い
る
。
「
十
一
年
前
」
の
事
で
あ
る
が
故

に
、
作
品
の
ど
こ
で
と
り
扱
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
言
葉
は
、
三
章

-35一

で
引
き
続
き
、
現
在
の
父
子
不
和
の
原
因
が
具
体
的
に
語
ら
れ
出
す
前
に
、
二
人

の
不
和
、
葛
藤
が
い
か
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
深
刻
な
対
立
の
歴
史

、
が
十
年
以
上
も
前
に
既
に
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
、
ま
ず
読
者
に
知
ら
し

め
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

「
泣
く
」
行
為
に
関
連
し
て
、
作
品
時
間
を
逸
脱
す
る
こ
っ
目
の
記
述
は
七
章

に
存
す
る
。
そ
れ
は
父
子
不
和
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
十
一
年
前
」

の
父
の
言
葉
と
は
対
照
的
な
「
三
年
前
」
の
内
容
で
あ
る
。
父
と
の
不
和
を
材
料

と
し
た
長
編
の
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
上
で
、
突
如
、
順
吉
に
想
起
さ
れ
た
の
が
、

次
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
。

ど
ん
な
防
止
も
か
ま
は
ず
入
っ
て
行
く
完
奮
し
き
っ
た
其
青
年
と
父
と
の

聞
に
起
る
争
闘
、
多
分
腕
力
沙
汰
以
上
の
乱
暴
な
争
闘
、
自
分
は
コ
ム
ポ
ジ

シ
ョ
ン
の
上
で
其
場
を
想
像
し
な
が
ら
、
父
が
其
青
年
を
殺
す
か
、
其
青
年
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が
父
を
殺
す
か
、
何
方
か
を
書
か
う
と
思
っ
た
。
所
が
不
意
に
自
分
に
は
其

争
闘
の
絶
頂
へ
来
て
、
急
に
二
人
が
抱
き
合
っ
て
烈
し
く
泣
き
出
す
場
面
が

浮
ん
で
来
た
。
此
不
意
に
飛
出
し
て
来
た
場
面
は
自
分
で
も
全
く
想
ひ
が
け

な
か
っ
た
。
自
分
は
涙
ぐ
ん
だ
。
(
七
)

右
に
描
か
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
想
像
上
の
父
子
の
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
二
人
の

関
係
が
「
最
も
悲
惨
な
も
の
に
な
っ
た
時
」
、
そ
れ
が
「
急
な
引
繰
り
返
り
方
を

す
る
だ
け
の
何
物
か
」
(
七
)
が
互
い
に
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希

望
を
、
過
去
の
構
想
と
共
に
順
吉
は
明
ら
か
に
す
る
。
父
と
の
関
係
が
「
最
も
悲

惨
な
も
の
に
な
っ
た
時
」
と
は
、
こ
の
章
に
先
だ
っ
て
玉
、
六
章
で
詳
し
く
描
か

れ
た
慧
子
の
死
に
よ
り
、
父
へ
の
悪
感
情
を
当
作
品
中
、
最
も
募
ら
せ
て
い
る
順

吉
と
も
半
ば
呼
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
順
吉
に
想
起
さ
れ
た
父
子
が
抱
き
合
っ
て

泣
く
場
面
と
は
、
こ
の
後
十
三
章
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
実
際
の
父

と
の
和
解
の
様
子
の
「
先
取
り
さ
れ
た
原
情
景
」
(
吉
田
明
生
氏
)
で
も
あ
る
。

八
章
で
は
、
依
然
と
し
て
父
に
腹
を
立
て
て
い
る
順
吉
の
姿
が
描
か
れ
る
と
同
時

に
、
慧
子
の
死
で
「
祖
母
に
不
愉
快
を
感
じ
た
自
分
を
恥
ぢ
」
る
順
吉
の
様
子
も

書
き
込
ま
れ
て
い
き
、
続
く
九
章
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
事
に
な
る
「
調
和
的
な

気
分
」
(
九
)
、
果
て
は
最
終
的
な
和
解
へ
の
予
兆
、
伏
線
と
し
て
、
七
章
の
コ
ム

ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
機
能
し
て
い
る
。

そ
し
て
順
吉
に
限
ら
ず
、
「
和
解
」
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
作
品
後
半
、
と
く

に
九
章
以
降
で
は
、
ご
く
近
し
い
人
と
の
聞
に
生
じ
た
喜
び
ゃ
感
動
に
、
ま
た
求

愛
行
為
に
因
る
涙
を
見
せ
始
め
る
。
一
方
、
そ
れ
以
前
の
涙
の
所
以
は
、
殆
ど
が

悲
し
み
の
感
情
に
求
め
ら
れ
る
。
二
章
に
は
順
吉
が
妻
を
苛
め
て
泣
か
せ
る
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
来
の
時
聞
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
十
章
の
後
に
入
る
べ

き
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
前
半
に
配
置
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
作
品
に

描
か
れ
る
「
泣
く
」
行
為
の
意
味
は
、
悲
し
み
か
ら
喜
び
へ
と
転
じ
る
形
で
、

層
整
理
さ
れ
て
い
る
。
例
外
と
し
て
は
玉
章
で
、
順
吉
が
、
一
時
も
ち
な
お
す
か

に
も
思
わ
れ
た
慧
子
の
頑
張
り
に
対
し
て
、
心
を
動
か
さ
れ
涙
ぐ
ん
で
い
る
が
、

直
後
の
章
で
慧
子
は
結
局
死
に
至
り
、
順
士
口
は
「
実
母
に
死
な
れ
た
時
の
や
う
に

泣
」
(
六
)
く
。
こ
こ
に
一
時
的
な
喜
び
は
決
定
的
に
打
ち
泊
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
。言

う
ま
で
も
な
く
、
「
和
解
」
と
い
う
作
品
は
内
容
を
読
む
以
前
か
ら
「
予
定

調
和
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
(
山
田
有
策
氏
)
を
想
起
さ
せ
る
タ
イ
ト
ル
を
持
っ
て
お

り
、
こ
の
作
品
が
、
最
終
的
に
「
和
解
」
と
い
う
幸
せ
な
結
末
へ
と
至
る
、
そ
の

過
程
を
描
い
て
み
せ
る
事
自
体
は
特
に
不
思
議
な
事
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
七
章
の
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
明
か
さ
れ
る
ま
で
、
和
解
が
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
希
望
的
な
予
測
を
主
人
公
が
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
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る
。
ど
こ
に
置
く
事
も
許
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
、
「
三
年
前
」
の
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ

ン
は
七
章
の
最
後
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
を
「
不
調
和
」
か
ら
「
調
和
」
へ
と

移
行
す
る
、
作
の
い
わ
ば
契
機
と
す
る
事
で
、
ま
た
、
本
来
な
ら
ば
作
品
の
後
半

に
位
置
す
る
は
ず
の
時
間
に
起
こ
っ
た
、
妻
を
泣
か
せ
る
と
い
っ
た
負
の
出
来
事

を
作
品
の
前
半
に
配
置
す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
「
暗
」
か
ら
「
明
」
へ

と
い
う
作
の
流
れ
を
、
一
層
牢
固
な
も
の
に
し
て
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
実
の
再
構
成
に
よ
っ
て
、
よ
り
顕
著
に
立
ち
現
れ
る
事
と
な



っ
た
「
不
調
和
」
か
ら
「
調
和
」
、
「
暗
」
か
ら
「
明
」
へ
の
流
れ
を
、
根
本
的
に

生
み
出
す
要
因
と
し
て
、
順
士
口
と
父
と
の
関
係
の
変
化
と
と
も
に
あ
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
子
供
の
死
と
誕
生
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
事
に
つ
い
て

は
、
父
子
不
和
と
慧
子
の
死
を
と
も
に
「
家
族
の
な
か
の
大
切
な
も
の
が
般
掛
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
」
と
し
、
父
と
の
和
解
と
留
女
子
の
誕
生
を
「
破
壊
さ
れ
た
も

の
の
骨
骨
」
で
あ
る
と
関
係
づ
け
た
、
大
江
健
三
郎
町
が
指
摘
が
既
に
あ
る
。
「
和

解
」
で
は
、
慧
子
に
つ
い
て
少
な
か
ら
ぬ
言
及
が
見
ら
れ
(
慧
子
に
関
す
る
記
述

の
見
え
る
章
は
、
て
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
十
五
章
)
、
特
に
、
そ
の
死
を

描
く
シ

l
ン
は
作
品
の
中
で
肥
大
化
し
て
い
る
と
同
時
に
、
作
中
で
も
最
も
緊
迫

し
た
、
印
象
深
い
場
面
を
形
成
し
て
い
る
と
従
来
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
が
、
そ

の
赤
児
の
死
と
い
う
、
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
悲
劇
が
克
明
に
描
か
れ
れ
ば
描
か

れ
る
ほ
ど
、
「
和
解
」
と
い
う
作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
「
不
調
和
」
、
「
暗
」
の
要
素

志賀直哉「和解j論

は
よ
り
大
き
い
も
の
と
な
る
。
慧
子
の
死
は
「
若
し
皆
に
父
と
自
分
と
の
関
係
に

赤
児
を
利
用
す
る
気
が
な
か
っ
た
ら
、
赤
児
は
死
な
ず
に
済
ん
だ
の
だ
」
(
七
)

と
い
う
順
吉
の
周
囲
に
対
す
る
激
し
い
憤
り
と
、
「
総
て
は
麻
布
の
家
と
の
関
係

の
不
徹
底
か
ら
来
て
ゐ
る
」
(
七
)
と
い
う
苦
い
自
省
と
悔
恨
を
招
く
も
の
で
あ

っ
た
。
や
が
て
そ
こ
か
ら
順
吉
は
、
慧
子
の
死
に
際
し
て
抱
い
た
父
へ
の
「
不
愉

快
」
を
、
和
解
の
達
成
後
、
「
慧
子
の
事
で
も
今
は
父
に
不
快
は
感
じ
て
ゐ
な
い

事
を
自
ら
感
じ
た
」
(
十
五
)
と
言
う
ま
で
に
、
解
消
す
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
す
れ
ば
、
「
和
解
」
は
慧
子
の
死
に
よ
っ
て
負
わ
さ
れ
た
痛
手
か
ら
、
主
人

公
(
た
ち
)
が
次
第
に
、
恢
復
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
物
語
と
し
て
も
読

め
る
一
面
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
初
出
に
は
な
か
っ
た
、
順
吉
の
「
心
が

明
か
に
感
謝
を
捧
ぐ
べ
き
対
象
を
要
求
」
し
、
「
快
い
そ
し
て
涙
ぐ
ま
し
い
充
奮

が
胸
の
中
で
後
ま
で
其
尾
を
曳
」
く
(
十
)
よ
う
な
留
女
子
の
誕
生
の
場
面
が
加

筆
、
挿
入
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
「
調
和
」

へ
と
い
わ
ば
上
昇
し
て
い
く
作
品
の

流
れ
は
よ
り
補
強
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
来
の
出
来
事
の
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
慧
子
の
死
↓
妻
の
懐
妊
(
留

女
子
の
誕
生
)
↓
慧
子
の
一
周
忌
↓
父
と
の
和
解
の
実
現
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ

が
、
こ
の
作
品
で
は
先
か
ら
述
べ
る
よ
う
な
物
語
言
説
に
よ
っ
て
、
慧
子
の
一
周

忌
が
作
品
冒
頭
に
置
か
れ
、
引
き
続
い
て
慧
子
の
死
が
、
そ
の
後
、
妻
の
懐
妊
(
留

女
子
の
誕
生
)
、
そ
し
て
父
と
の
和
解
が
語
ら
れ
る
と
い
う
配
列
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
作
品
前
半
で
慧
子
の
死
と
彼
女
の
一
周
忌
と
い
う
「
暗
」
の
要
素
を
、

後
半
で
新
た
な
赤
児
の
誕
生
と
父
と
の
和
解
と
い
う
「
明
」
の
要
素
を
ま
と
め
て

提
出
す
る
と
い
う
出
来
事
・
の
整
理
が
こ
こ
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
今
一
つ
、
こ
の
作
品
の
、
「
暗
」
か
ら
「
明
」
へ
の
一
連
の
流
れ
を
形

成
す
る
要
因
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
の
が
、
論
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
、
「
夢
想

家
」
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
順
吉
は
「
六
年
前
、
自
分
、
が
尾
の
道
で
独
住
ひ

を
し
て
ゐ
た
前
後
の
父
と
自
分
と
の
事
」
合
乙
を
題
材
と
す
る
小
説
「
夢
想
家
」

を
、
散
々
書
き
あ
ぐ
ね
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
二
章
の
冒
頭
か
ら
次
の
よ
う
に
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語
ら
れ
て
い
る
。

自
分
は
八
月
十
九
日
ま
で
に
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
を
持
っ
て
ゐ
た
。

夜
十
時
頃
か
ら
書
い
た
が
、
材
料
が
何
だ
か
取
扱
ひ
に
く
か
っ
た
。

(
中
略
)

自
分
の
気
持
は
複
雑
だ
っ
た
。
そ
れ
を
書
き
出
し
て
見
て
其
複
雑
さ
が
段

々
に
知
れ
た
。
経
験
を
正
確
に
見
て
、
公
平
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
と
自
分

の
力
は
そ
れ
に
充
分
で
な
い
事
が
解
っ
た
。
自
分
は
一
度
書
い
て
失
敗
し
た
。

又
書
い
た
が
そ
れ
も
気
に
入
ら
な
か
っ
た
。
た
う
と
う
約
束
の
期
日
ま
で
六

日
程
し
か
な
く
な
っ
て
、
そ
れ
で
少
し
も
完
成
の
見
込
み
が
立
た
な
か
っ
た
。
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自
分
は
材
料
を
変
へ
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
。
(
二
)

右
の
よ
う
に
難
渋
す
る
「
夢
想
家
」
は
「
八
月
十
九
日
」
(
二
)
の
締
切
り
に

間
に
合
わ
な
い
と
の
判
断
か
ら
「
十
月
の
雑
誌
」
(
三
)
へ
と
持
ち
越
さ
れ
、
十

一
章
の
八
月
二
十
三
日
、
続
く
十
二
章
の
二
十
四
日
に
お
い
て
も
、
相
変
わ
ら
ず

執
筆
が
試
み
ら
れ
て
い
る
(
「
夢
想
家
」
に
つ
い
て
の
記
述
の
点
在
に
つ
い
て
は

先
の
時
間
構
成
を
示
し
た
資
料
ー
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
)
。
こ
の
「
夢
想
家
」

は
「
父
と
の
不
和
」
を
題
材
と
し
た
小
説
だ
け
に
、
多
く
の
場
合
、
実
際
の
父
と

順
吉
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
を
伴
っ
て
お
り
、
「
『
和
解
』
の
時
間
に
は
納
ま

り
き
ら
な
い
、
不
和
の
歴
史
の
深
層
部
分
を
示
」
(
山
口
幸
祐
氏
)
す
機
能
を
果

た
し
て
い
る
事
は
極
め
て
重
要
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
役
割
と
同
時
に
見

逃
す
事
が
出
来
な
い
の
は
、
そ
の
父
と
の
不
和
、
が
解
消
さ
れ
た
十
三
章
以
降
、
も
引

き
続
き
「
夢
想
家
」
の
行
方
が
語
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
最
終
章
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

自
分
に
は
も
う
父
と
の
不
和
を
材
料
と
し
た
「
夢
想
家
」
を
其
債
に
続
け

る
気
は
な
く
な
っ
た
。
自
分
は
何
か
他
の
材
料
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

材
料
だ
け
な
ら
少
し
は
あ
っ
た
。
然
し
其
材
料
へ
自
分
の
心
が
シ
ツ
カ
リ
と

抱
き
付
く
ま
で
に
は
多
少
の
時
が
要
っ
た
。
多
少
の
時
を
経
て
も
心
が
抱
き

付
い
て
行
か
ぬ
事
も
あ
る
。
さ
う
い
ふ
時
無
理
に
書
け
ば
そ
れ
は
血
の
気
の

な
い
作
り
物
に
な
る
。
そ
れ
は
失
敗
で
あ
る
。
十
五
六
日
ま
で
の
期
日
に
何

か
物
に
な
る
程
の
も
の
が
出
来
る
か
し
ら
?
(
中
略
)

自
分
は
仕
事
の
日
の
一
日
々
々
少
く
な
る
不
安
を
感
じ
た
。
自
分
は
矢
張

り
今
自
分
の
頭
を
一
番
占
め
て
ゐ
る
父
と
の
和
解
を
書
く
事
に
し
た
。

半
月
程
経
っ
た
。
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
帰
っ
た
叔
父
か
ら
の
手
紙
が
来
た
。

(
十
六
)

「
父
と
の
不
和
」
を
書
こ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
書
け
な
い
で
い
る
順
吉
が
、

最
終
的
に
行
き
着
い
た
先
は
、
「
父
と
の
和
解
を
書
く
事
に
し
た
」
と
い
う
当
初

の
構
想
と
は
全
く
逆
の
場
所
で
あ
っ
た
。
締
切
り
が
「
十
五
六
日
ま
で
」
で
あ
る

事
と
、
そ
の
後
の
「
半
月
程
経
っ
た
」
と
い
う
記
述
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
父

と
の
和
解
」
を
順
吉
が
小
説
化
し
た
で
あ
ろ
う
事
が
理
解
さ
れ
る
。
書
け
な
い
「
自

分
」
か
ら
書
け
る
「
自
分
」
へ
、
し
か
も
書
く
内
容
は
「
父
と
の
不
和
」
か
ら
「
父

と
の
和
解
」
へ
と
い
う
、
創
作
者
順
吉
の
変
貌
、
或
い
は
「
夢
想
家
」
と
い
う
小

説
の
転
換
、
こ
の
一
転
す
る
有
様
に
も
ま
た
「
暗
」
か
ら
「
明
」
へ
の
流
れ
を
見

る
事
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
順
吉
の
創
作
上
の

変
化
は
、
実
生
活
上
の
父
と
の
和
解
と
い
う
出
来
事
に
連
動
し
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
実
生
活
で
の
父
と
の
関
係
を
描
く
段
階
に
終
始
せ
ず
、
「
夢
想
家
」
が
「
父

と
の
和
解
」
を
書
く
事
を
目
的
と
す
る
小
説
に
転
じ
る
ま
で
の
経
緯
が
、
当
作
品

に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
事
、
そ
れ
が
書
き
込
ま
れ
て
は
じ
め
て
作
品
が
終
り
を
告

げ
よ
う
と
す
る
事
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
慧
子
の
死
の
直
後
、
順
吉
は
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
。
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自
分
は
腹
立
た
し
か
っ
た
。
然
し
そ
れ
(
稿
者
注
目
麻
布
の
家
と
の
関
係
の

不
徹
底
)
を
徹
底
さ
せ
る
為
め
に
祖
母
と
の
関
係
を
そ
れ
に
殉
死
さ
す
事
は

自
分
に
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
腹
は
立
つ
が
、
不
徹
底
は
毎
時
其
所

か
ら
起
っ
て
来
た
。
此
事
は
自
分
の
創
作
す
る
上
に
も
毎
時
邪
魔
を
し
た
。

自
分
は
此
五
六
年
間
父
と
の
不
和
を
材
料
と
し
た
長
篇
を
何
遍
計
画
し
た
か

知
れ
な
い
。
然
し
毎
時
そ
れ
は
失
敗
に
終
っ
た
。
自
分
の
根
気
の
薄
い
事
も

一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
又
そ
れ
で
父
に
私
怨
を
は
ら
す
や
う
な
事

は
し
た
く
な
い
と
い
ふ
ご
た
仕
か
気
も
一
つ
だ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
れ
よ
り
も

其
作
物
の
発
表
が
生
む
実
際
の
悲
劇
を
考
へ
る
と
、
自
分
の
気
分
は
必
ず
薄



暗
く
な
っ
て
行
っ
た
。
(
七
)

生
活
す
る
事
と
書
く
事
が
一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
順
吉
に
と
っ
て
、
実
生
活

へ
の
影
響
、
そ
れ
へ
の
顧
慮
が
絶
え
ず
創
作
を
妨
げ
る
。
そ
の
葛
藤
の
最
大
の
場

が
「
父
と
の
不
和
」
を
材
料
と
す
る
小
説
だ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
葛

藤
、
不
徹
底
は
実
生
活
上
の
和
解
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
逆
に
「
父

と
の
和
解
を
書
く
」
事
へ
と
転
じ
て
い
く
。
実
生
活
者
と
し
て
の
順
吉
に
和
解
が

訪
れ
た
時
点
の
み
な
ら
ず
、
創
作
者
と
し
て
の
順
吉
が
そ
れ
を
作
品
へ
と
結
実
さ

せ
る
時
間
ま
で
を
作
中
に
書
き
込
む
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
不
和
か
ら
和
解

へ
の
軌
跡
を
、
実
生
活
と
創
作
と
い
う
複
線
で
も
っ
て
描
い
て
見
せ
る
。
そ
れ
は

赤
児
の
死
と
誕
生
と
い
う
、
や
は
り
正
反
対
の
方
向
性
を
内
包
す
る
出
来
事
と
も

重
な
り
合
っ
て
、
作
品
の
「
不
調
和
」
か
ら
「
調
和
」
へ
の
流
れ
を
よ
り
重
層
的

に
造
型
す
る
事
に
寄
与
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

* 

* 

* 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
読
者
が
読
ま
さ
れ
る
も
の
は
、
作
者
の
体
験
に
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基
づ
く
材
料
(
事
実
)
が
、
表
現
化
に
あ
た
っ
て
見
事
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
配
置

さ
れ
る
事
で
顕
現
し
た
、
よ
り
劇
的
で
強
固
な
〈
和
解
〉
、
不
和
か
ら
「
調
和
」
へ

の
変
遷
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ
る
の
は
、
極
め
て
個
人
的
な
和
解

に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
肝
心
の
「
不
和
の
原
因
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
」
と
の
批
判

も
確
か
に
成
立
し
得
る
。
し
か
し
、
既
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
「
和
解
」
は
「
不

和
の
R
m
E
」
(
傍
点
稿
者
)
と
和
解
と
い
う
結
呆
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
よ
う

カ
タ
ル
シ
ス

で
あ
る
。
〈
和
解
〉
と
い
う
浄
化
を
い
か
に
し
て
効
果
的
に
生
成
さ
せ
る
か
、
そ
こ

に
多
く
の
注
意
が
は
ら
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
の
作
品
は
達
成
し
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
和
解
」
に
見
出
だ
さ
れ
る
「
不
調
和
」
か
ら
「
調

和
」
へ
の
流
れ
は
、
後
に
書
か
れ
る
事
に
な
る
、
志
賀
直
哉
の
唯
一
の
長
編
、
「
暗

夜
行
路
」
の
作
の
展
開
を
自
然
、
想
起
さ
せ
る
。
「
和
解
」
は
い
わ
ば
そ
の
雛
形

で
も
あ
る
。
祖
父
と
母
の
不
義
の
子
と
い
う
運
命
を
担
わ
さ
れ
た
主
人
公
が
、
結

婚
後
、
今
度
は
妻
の
不
義
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
、
設
け
ら
れ
た
「
暗
」
の
要
素

を
持
つ
「
暗
夜
行
路
」
が
、
一
方
で
は
作
者
自
身
の
経
験
し
た
事
実
を
利
用
し
つ

つ
、
「
明
」
へ
の
流
れ
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
得
て
い
る
の
か
。
そ
こ
で
の
構
造

化
の
さ
ま
に
つ
い
て
は
、
「
和
解
」
に
見
ら
れ
た
方
法
を
踏
ま
え
つ
つ
、
別
の
機

会
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注

「
和
解
」
本
文
、
及
び
「
唇
が
寒
い
|
福
士
幸
次
郎
君
に
|
」
(
注
5
)

の

引
用
は
、
岩
波
書
庖
版
『
志
賀
直
哉
全
集
第
三
巻
』
(
平
日
・

2
)
及
び
『
同

第
五
巻
』
(
平
日
・

4
)
に
拠
っ
た
。
但
し
、
ル
ピ
は
省
略
し
た
。
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(
1
)
 

「
『
和
解
』
の
構
造
」
(
『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語

第
五
巻

現
代
』

(
2
)
 

角
川
書
庖
)

『
近
代
の
文
学
・

7

志
賀
直
哉
の
文
学
』
改
訂
新
版
(
昭
U
・
3

昭
日
・

8

桜
楓
社
)

(
3
)
 

「
『
和
解
』
の
構
造
」
(
『
一
冊
の
講
座

志
賀
直
哉
』
昭
訂

-
m
有

精
堂
)

(
4
)
 

『
志
賀
直
哉
(
下
)
』

(
H
2
・
2

岩
波
書
庖
〈
岩
波
新
書
〉
)

「
唇
が
寒
い
|
福
士
幸
次
郎
君
に
|
」
(
大
口
・

3

『
新
潮
』
)

「
『
和
解
』
私
読
」
(
昭
回
・

5

『
文
学
』
)

「
『
和
解
』
の
構
成
」
(
昭
臼
・

3

『
女
子
大
文
学

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

国
文
篇
』
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第
ぬ
号
)
「
和
解
」
中
の
「
叙
述
」
の
「
傾
斜
」
に
つ
い
て
指
摘
す
る
、

清
水
氏
の
論
考
に
小
稿
は
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
、
が

最
終
的
に
「
『
和
解
』
の
時
間
の
複
雑
な
構
成
」
の
所
以
を
「
『
和
解
』
の

な
か
に
『
夢
想
家
』
を
持
ち
込
ん
だ
結
果
」
と
説
明
す
る
事
に
つ
い
て
は

疑
問
が
残
る
。
既
に
山
口
直
孝
氏
の
批
判
(
「
『
和
解
』
の
表
現
空
間
」
平

4
・
叩
『
日
本
文
書
研
究
』
第
制
巻
第
3
号
)
も
存
す
る
よ
う
に
、
「
六

年
前
、
自
分
が
尾
の
道
で
独
住
ひ
を
し
て
ゐ
た
前
後
の
父
と
自
分
と
の

事
」
(
二
)
と
い
う
、
「
和
解
」
本
文
中
の
「
夢
想
家
」
の
内
容
と
、
「
ノ

ー
ト
ロ
」
に
記
さ
れ
た
構
想
全
体
を
「
夢
想
家
」
と
考
え
る
清
水
氏
の
解

釈
は
髄
酷
を
き
た
す
か
ら
で
あ
る
。

(
8
)
 

「
志
賀
直
哉
と
葛
西
善
蔵
」
(
昭
3
・
叩
『
中
央
公
論
』
)

「
『
道
草
』
と
『
和
解
』
」
(
昭
日
・
日
『
国
文
学

(
9
)
 

解
釈
と
鑑
賞
』
)

(
叩
)

注
3
に
同
じ

(
日
)

「
志
賀
直
哉
『
和
解
』
ー
か
た
ま
り
の
読
み
と
り
l
」
(
昭
日
・

9

猪
野
謙
二
編
『
小
説
の
読
み
か
た
|
日
本
の
近
代
小
説
か
ら
』
岩
波
書
庖

〈
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
〉
)

例
え
ば
、
「
和
解
」
を
評
価
し
な
い
立
場
を
と
る
正
宗
白
鳥
も
、
「
私
の

(ロ)
(
口
)

心
の
中
の
捉
へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
」
(
「
志
賀
直
哉
と
葛
西
善
蔵
」
注
8
に
同

じ
)
と
し
て
、
こ
の
慧
子
の
死
の
場
面
を
挙
げ
て
い
る
。

「
和
解
」
の
初
出
は
十
五
章
か
ら
成
る
が
、
九
章
と
十
章
の
聞
に
留
女

子
の
誕
生
を
描
い
た
章
が
大
正
七
年
一
月
『
夜
の
光
』
(
新
潮
社
)
収
録

の
際
、
新
た
に
挿
入
さ
れ
、
全
十
六
章
の
構
成
と
な
る
。

「
志
賀
直
哉
『
和
解
』
|
〈
鎮
魂
〉
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
試
論
|
」
(
昭

白・

3

『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
ロ
号
〉

(
M
)
 

(
日
)

こ
の
よ
う
な
順
吉
像
を
「
作
品
と
実
生
活
と
の
表
裏
一
体
の
在
り
方
」

と
と
ら
え
る
、
山
口
直
孝
氏
の
指
橋
(
注
7
に
同
じ
)
が
既
に
あ
る
。

A
-
B
・

C
-
D
合
評
「
志
賀
直
哉
氏
の
『
和
解
』
(
黒
潮
)
」
(
大
6

.
u
『
文
章
世
界
』
博
文
館
)

(
日
)

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
十
一
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
(
平

於
広
島
大
学
)
で
の
口
頭
発
表
(
「
志
賀
直
哉
『
和
解
』

と
い
う
方
法
を
め
ぐ
っ
て
|
」
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ

日・

6
-
m

考
i

〈
無
作
為
〉

る

(
し
も
お
か

ゆ
か
)

-40-




