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「
良
人
の
貞
操
」
論

竹

保

　
吉
屋
信
子
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
「
良
人
の
貞
操
」
（
『
東
京
日
日
新
聞
』

『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
三
六
年
一
〇
月
六
日
～
一
九
三
七
年
四
月
一
五
日
ま

で
連
載
）
は
、
連
載
時
か
ら
大
き
な
反
響
を
呼
ぴ
、
映
画
や
舞
台
な
ど
に
お
い

て
も
社
会
現
象
的
な
人
気
を
博
し
た
小
説
で
あ
る
。
信
也
と
邦
子
の
夫
婦
、
そ

し
て
邦
子
の
親
友
で
あ
る
加
代
の
三
角
関
係
の
物
語
で
あ
り
、
信
也
と
加
代
が

関
係
し
た
こ
と
で
、
三
者
は
友
情
と
愛
情
の
問
で
葛
藤
す
る
が
、
最
終
的
に
は

邦
子
の
取
り
計
ら
い
に
よ
っ
て
、
二
人
の
過
ち
は
許
さ
れ
、
邦
子
夫
婦
の
関
係

も
修
復
さ
れ
る
と
い
う
結
末
と
な
る
。
小
説
に
登
場
す
る
「
結
婚
」
を
め
ぐ
る

問
題
や
、
「
良
妻
賢
母
」
的
と
さ
れ
る
解
決
は
、
周
辺
の
同
時
代
言
説
と
連
動

し
な
が
ら
、
多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
る
要
因
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
う

し
た
要
素
は
広
く
流
通
す
る
ほ
ど
に
、
小
説
テ
ク
ス
ト
自
体
を
離
れ
、
類
型
的

に
読
ま
れ
て
し
ま
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
登
場
人
物
た
ち
に
対
し
て
は
、
常
に
何
ら
か
の
類
型
化
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
が

つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
必
ず
し
も
支
配
的
言
説
に
は
回
収
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
き
し
み
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
加
代
と
い
う
女
性
は
、
男

性
か
ら
の
「
芸
者
」
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
「
女
学
校
卒
」
の
真

面
目
な
女
性
で
あ
る
と
い
う
邦
子
に
よ
る
位
置
づ
け
の
間
で
揺
れ
動
き
、
し
か

し
そ
の
い
ず
れ
に
も
安
定
で
き
な
い
女
性
で
あ
る
。

　
一
方
で
は
、
邦
子
の
よ
う
に
「
妻
」
「
母
」
と
い
っ
た
自
ら
に
期
待
さ
れ
る

像
を
受
け
入
れ
、
主
体
的
に
そ
れ
を
目
指
し
て
い
く
女
性
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の

実
現
ま
で
に
は
、
妊
娠
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
、
出
産
へ
の
恐
怖
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
加
代
の
出
産
に
同
一
化
す
る
よ
う
に
し
て
「
母
」
に
な
ろ
う
と
す
る

邦
子
に
は
、
自
然
・
自
明
な
も
の
と
し
て
の
「
母
」
と
の
距
離
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
「
母
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
人
を
も
精
神
的
に
向
上
さ

せ
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
良
人
か
ら
金
銭
や
、
性
行
為
の
主
導
権
を
奪
う

こ
と
で
、
邦
子
は
男
性
の
領
域
を
侵
害
す
る
。
邦
子
は
「
良
妻
賢
母
」
を
実
現

し
な
が
ら
、
同
時
に
「
良
妻
賢
母
」
を
自
壊
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
き
し
み
は
、
吉
屋
の
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
し
、
当
時
の
読
者
に
読
み
と
ら
れ
た
可
能
性
も
少
な
い
だ
ろ
う
。
邦
子
は

自
他
共
に
認
め
る
「
良
妻
賢
母
」
と
し
て
自
己
実
現
を
果
た
し
、
そ
こ
に
回
収

不
能
に
な
っ
た
加
代
は
、
最
終
的
に
は
再
婚
と
、
「
外
国
」
に
放
逐
さ
れ
る
こ

と
で
そ
の
過
剰
さ
を
解
消
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
た
と
え
ば
こ
の
邦
子
の
「
母
」
に
よ
る
解
決
と
い
う
飛
躍
、
そ
の
明

ら
か
な
無
理
を
通
し
て
自
身
を
納
得
さ
せ
て
い
く
過
程
に
は
、
む
し
ろ
そ
う
し

た
理
想
像
に
応
じ
る
こ
と
の
困
難
の
方
こ
そ
が
刻
ま
れ
、
し
か
し
そ
れ
を
露
呈

さ
せ
る
こ
と
な
く
隠
蔽
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

こ
に
は
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
視
線
や
要
求
、
規
範
へ
の
亀
裂
と
な
り
う
る
も

の
が
あ
る
。

　
吉
屋
信
子
の
大
衆
小
説
は
、
時
代
性
を
強
く
刻
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
時

代
に
お
い
て
支
持
さ
れ
、
ま
た
時
代
の
変
化
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
が
、
今
日
改
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
同
時
代
に
は
気
が
つ
か
れ
な
か
っ
た

様
々
な
問
題
や
、
ま
た
同
時
代
の
評
価
と
は
違
う
か
た
ち
で
の
評
価
の
可
能
性

が
あ
る
。
更
に
検
討
し
て
い
く
価
値
の
あ
る
作
家
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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