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二

は

じ

め

に

(1)

こ
の
章
で
は
､
三
浦
綾
子
作
の
小
説

｢
こ
の
重
き
バ
ー
ン
を
｣
に
登
場
す
る
父
子
の
言
動
を
分
析
し
､
そ
の
心

理
的
葛
藤
が
人
格
発
達

へ
と
変
化
し
て
い
-
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
｡

考
察
の
方
法
は
､
テ
キ
ス
I
の
各
節
に
沿
っ
て
主
人
公
の
人
格
発
達
段
階
を
'
エ
リ
ク
ソ
ン
の
人
格
発
達
図
式

を
参
考
に
し
つ
つ
解
釈
す
る
｡
ま
た
､
息
子
の
発
達
段
階
に
関
し
て
も
同
様
に
言
及
す
る
｡

な
お
､
エ
リ
ク
ソ
ン
は
､
人
格
発
達
に
つ
い
て
次
の
よ
-
な
原
則
に
立
っ
て
考
察
し
て
い
る
｡

第

1
点

誕
生
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
発
達
段
階
が
人
格
の
形
成
過
程
だ
と
考
え
､
こ
れ
を
ラ
イ
フ

サ
イ
ク
ル

(人
生
周
期

;
life
cy
c
le
)
と
い
う
用
語
で
表
わ
し
て
い
る
｡

第
二
点

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
は
八
つ
の
心
理

･
社
会
的
発
達
段
階
に
分
け
ら
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
解
決
さ

れ
る
べ
き
危
機
と
し
て
の
課
題
を
も
ち
､
そ
れ
ぞ
れ
を
乗
-
越
え
る
こ
と
で
そ
の
時
期
特
有
の
心
理
的
な
力
を
獲

(r･)

得
す
る
と
い
う

｢漸
鹿
的
発
達
｣
を
説
い
た
｡

こ
の
作
品
は
青
年
期
に
あ
る
息
子
の
未
熟
さ
に
対
し
て
､
主
人
公
が
自
分
の
人
生
を
編
年
体
で
述
懐
す
る
形
式

で
記
さ
れ
て
お
-
'
そ
の
時
間
の
流
れ
の
中
に
主
人
公
の
人
格
発
達
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
老
年
期

に
あ
る
主
人
公
は
､
人
生
の
統
合
の
時
期
に
あ
た
-
'
息
子
は
自
己
確
立
の
時
期
に
あ
る
C
い
ず
れ
も
､
人
格
の
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形
成
過
程
に
お
い
て
は
重
要
な
時
期
で
あ
り
'
エ
リ
ク
ソ
ン
の
主
要
概
念
で
あ
る

｢自
我
同

l
性

(E
g
o
l
d
e
n
･

tity
)｣
の
揺
ら
ぎ
が
生
じ
や
す
い
C
よ
っ
て
登
場
人
物
の
言
動
の
中
か
ら
心
理
的
葛
藤
に
つ
い
て
分
析
し
､
そ
れ

ぞ
れ
の
自
我
同

1
性
の
形
成
過
程
を
追
う
こ
と
で
､
社
会
や
生
活
環
境
､
対
人
的
環
境
が
自
我
形
成
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
も
の
と
考
え
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
作
品
は

｢あ
と
が
き
｣
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'

1
九
六
九
年

『ジ
ュ
ニ
ア
ラ
イ
フ
｣
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
C
作
者
三
浦
の
言
葉
に
よ
れ
ば

｢理
解
を
深
め
る

明
治

･
大
正
時
代
の
十
代
の
生
活

を
知
る
こ
と
は
､
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
､
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
｡
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

私
た
ち
の
人
間

へ
の
視
野
が
広
が
る
に
違
い
な
い
｡
理
解
が
愛
を
深
め
る
｡
そ
の
愛
が
ま
た
理
解
を
深
め
る
か
ら

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
現
代
に
生
き
る
自
分
た
ち
の
生
活
を
､
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
反
省
す
る
こ
と
に
も
役
立
つ

に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
に
書
か
れ
た
こ
の
小
説

(3)

は
'
小
此
木
啓
吾
の
言
う
モ
ラ
-
リ
ア
ム
に
あ
る
青
年
期
の
自
我
形
成
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
｡

そ
こ
に
は
､
戟
後
の
父
子
関
係
に
お
け
る
批
判
も
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
'
ま
ず
は
小
説
の
流
れ
に
そ
っ
て
登
場
人
物
の
行
動
の
意
味
を
分
析
し
'
そ
の
後
作
品

に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
｡
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二
へ

｢
ま
ち

が

っ
て

い
た
私
｣
1

そ
れ
ぞ
れ
の
命
題
-

こ
の
節
で
は
､
ま
ず
そ
の
ス
-
1
リ
ー
を
確
認
す
る
｡

こ
の
箇
所
の
物
語
の
主
人
公
は
明
治
生
ま
れ
の
七
十
二
歳
の
父

(鶴
吉
)
と
､
戦
後
生
ま
れ
の
二
十
歳
の
息
子

(明
)
で
あ
る
｡
そ
の
鶴
吉
が
息
子
明
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
養
育
に
対
す
る
深
い
反
省
と
し
て
示
さ
れ
る
｡

明

-

｢じ
い
さ
ん
､
小
づ
か
い
を
-
れ
よ
｣

鶴
吉
-
･
｢な
ん
だ
じ
い
さ
ん
と
は
｣

明

-

｢七
十
二
に
も
な
っ
た
ら
'
じ
じ
い
じ
ゃ
な
い
か
｣

鶴
昔
-

｢親
に
向
か
っ
て
､
な
ん
と
い
う
言
葉
だ
｣

明

-

｢
へ
ぇ
1
㌧
親
だ
っ
て
～

じ
い
さ
ん
､
あ
ん
た
ほ
ん
と
に
､
お
れ
の
お
や
じ
さ
ん
の
つ
も
り
か

い
｣

鶴
書
-
｢
明
'

お
ま
え
い
ま
､
な
ん
と
い
っ
た
｣

明

-

｢や
っ
ぱ
り
'
痛
い
と
こ
ろ
を
突
か
れ
た
ん
だ
ね
｡
顔
色
が
患
い
よ
､
じ
い
さ
ん
｣

鶴
昔
-

｢
ば
か
な
や
つ
だ
｡
お
ま
え
は
お
れ
の
息
子
に
き
ま
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
｣

明

-

｢ち
ぇ
っ
'
こ
ん
な
じ
じ
い
が
､
お
れ
の
お
や
じ
だ
な
ん
て
'
笑
わ
せ
ら
あ
｡
じ
い
さ
ん
'
お
れ
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の
友
だ
ち
の
お
や
じ
は
ね
､
み
ん
な
､
ま
だ
四
十
代
か
'
せ
い
ぜ
い
､
五
十
代
だ
ぜ
｣

鶴
書
-

｢だ
か
ら
い
っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
お
ま
え
は
戦
後
に
生
ま
れ
た
子
だ
っ
て
｣

明

-

｢そ
う
か
ね
ぇ
｡
ま
あ
､
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
だ
っ
て
い
い
や
｡
金
を
-
ん
な
よ
｣

明
は
'
足
も
と
の
ホ
ー
ス
を
に
ぎ
る
と
､
鶴
吉
の
背
を
め
が
け
て
､
水
を
あ
び
せ
か
け
た
｡
さ
す
が
に

鶴
吉
は
ふ
り
返
っ
た
｡
し
か
し
'
ふ
-
返
っ
た
だ
け
で
､
彼
は
黙
っ
て
､
家
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
｡
(六

二～
六
三
頁
)

息
子
明
の
言
葉
に
は
､
親
で
あ
る
鶴
書
に
対
す
る
畏
敬
の
念
は
感
じ
ら
れ
ず
'
背
中
に
浴
び
せ
た
水
が
象
徴
す

る
よ
う
に
'
罵
倒
の
ご
と
-
鋭
-
発
せ
ら
れ
る
｡
そ
れ
は

｢
じ
じ
い
｣
の
二
言
が
表
わ
す
よ
う
に
'

｢老
い
｣
に

(-)

対
す
る
侮
蔑
で
あ
り
､
エ
リ
ク
ソ
ン
が
言
う
老
年
期
の
不
協
和
の
特
性
で
あ
る

｢侮
蔑
｣
を
刺
激
す
る
も
の
で

あ
っ
た
｡
し
か
し
鶴
書
は
､

｢老
い
｣
に
対
す
る
こ
の
侮
蔑
の
言
葉
を
父
に
向
か
っ
て
発
し
た
息
子
に
対
し
て
怒

り
を
感
じ
る
の
で
は
な
-
､
む
し
ろ
悲
哀
を
こ
め
て
妻
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
｡

鶴
書
…

｢背
中
に
水
を
浴
び
せ
ら
れ
た
よ
う
だ
と
い
う
形
容
が
あ
る
が
‥
-
･明
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
に

な
っ
た
の
か
ね
ぇ
｣

友
江
は
､
ふ
っ
-
ら
と
し
た
色
白
の
､
ど
こ
に
も
け
ん
の
な
い
や
さ
し
い
顔
を
-
も
ら
せ
た
｡

友
江
-

｢大
学
を
す
べ
っ
て
か
ら
で
す
わ
｡
そ
れ
ま
で
は
､
や
さ
し
い
ま
じ
め
な
子
だ
っ
た
ん
で
す
の
に
｣

鶴
吉
-

｢そ
う
だ
な
あ
､
何
か
い
ら
い
ら
と
'
突
っ
か
か
り
た
-
て
た
ま
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
｡
し
か
し
'

わ
た
し
は
､
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
｣
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友
江
-

｢
な
ん
で
し
ょ
う
｣

鶴
書
-

｢う
ん
｣

鶴
吉
は
こ
た
え
ず
に
庭
に
目
を
や
っ
た
｡
す
で
に
明
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
｡

鶴
書
は

｢
じ
じ
い
｣
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
妻
に
は
い
い
た
-
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
､
だ
れ
に
も
い
い
よ
う

の
な
い
深
い
淋
し
さ
で
あ
っ
た
｡
七
十
二
歳
の
自
分
に
､
二
十
歳
の
む
す
こ
ひ
と
り
し
か
い
な
い
と
い
う

こ
と
を
'
他
の
人
間
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
(六
四
頁
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
､
明
は
大
学
受
験
を
失
敗
し
､
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て

｢
同

一
性
の
拡
散
｣
が
始
ま
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
以
下
の
明
の
行
動
に
'
鶴
吉
と
友
江
の
明
に
対
す
る
養
育
態
度
に
よ
る
影
響
が
現
わ
れ

て
い
る
｡そ

れ
か
ら
二
日
ほ
ど
'
明
は
友
だ
ち
の
家
を
泊
ま
り
歩
い
て
'
家
に
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
｡
明
は
父
も
母

も
お
そ
ろ
し
-
な
か
っ
た
｡
い
や
､
そ
れ
で
も
､
母
の
友
江
の
ほ
う
が
､
ど
こ
か
お
そ
ろ
し
い
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
｡
だ
が
､
鶴
吉
に
い
ま
だ
か
つ
て
き
び
し
-
叱
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
明
に
は
､
鶴
苦
は
自
分
の
下

僕
か
何
か
の
よ
-
に
､
自
由
に
な
る
人
間
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
｡
(六
七
き

さ
て
､
以
上
の
ス
-
1
リ
ー
か
ら
､
鶴
吉
'
明
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
は
､
人
格
発

達
段
階
の
課
題
で
も
あ
る
｡

明
の
反
抗
的
な
態
度
と
そ
れ
を
悲
哀
を
こ
め
て
見
つ
め
る
鶴
吉
と
友
江
の
姿
か
ら
､
こ
れ
ま
で
鶴
書
夫
妻
が
明

に
と
っ
て
き
た
養
育
態
度
は
'

｢
甘
や
か
し
｣
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
｡

242



詫
摩
武
俊

･
俵
田
明
の
研
和
に
よ
れ
ば
､
親
の
養
育
態
度
と
子
ど
も
の
性
格
に
関
係
す
る
研
究
か
ら
両
者
の
関

係
は
明
白
で
は
な
い
も
の
の
'
親
の

｢
甘
や
か
し
｣
は
､
子
ど
も
の
性
格
が

(わ
が
ま
ま
､
反
抗
的
へ
幼
児
的
､

神
経
的
)

に
な
る
と
し
て
い
る
｡
こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
当
時
の
研
究
で
あ
り
､
明
の
甘
え
の
行
動
も
､
こ
れ
ら

の
研
究
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
符
号
す
る
｡

さ
て
'
次
に
明
の
起
こ
し
た

｢同

一
性
拡
散
｣
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
｡
エ
リ
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば

｢青
年
期
の

若
者
達
は
'
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
感
じ
る
自
分
に
比
べ
て
､
他
人
の
目
に
自
分
が
ど
う
映
る
と
か
そ
れ
以
前
の

時
期
に
育
成
さ
れ
た
役
割
や
技
術
を
､
そ
の
時
代
の
理
想
的
な
標
準
型
に
ど
う
結
び
つ
け
る
か
と
い
っ
た
問
題

に
､
時
に
は
病
的
な
ほ
ど
､
時
に
は
奇
妙
な
ほ
ど
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
し
て
新
し
い
同

一
連
続
性
と
不
変
性

の
感
覚
を
求
め
て
､
あ
る
種
の
青
年
達
は
､
子
ど
も
時
代
の
危
機
の
多
-
と
改
め
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
ま

だ
最
終
的
な
同

t
性
の
守
護
者
と
し
て
の
永
続
性
を
も
っ
た
偶
像
や
理
想
を
確
立
す
る
準
備
が
と
と
の
っ
て
い
な

(6)

い
｡
｣
と
分
析
し
て
い
る
｡

つ
ま
り
'

｢自
己
と
他
者
に
映
る
自
分
の
ズ
レ
｣
や

｢
こ
れ
ま
で
に
獲
得
し
た
役
割
や
技
術
と
い
う
現
実
と
そ

の
時
代
の
理
想
的
な
標
準
と
の
ズ
レ
｣
に
と
ら
わ
れ
､
不
安
定
な
自
我
状
態
を
伴
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ

れ
ま
で
何
不
自
由
な
く

望
む
も
の
す
べ
て
を
手
に
入
れ
て
過
ご
し
て
き
た
明
の
過
去
の
現
実
と
､
受
験
と
い
う

競
争
社
会
の
中
で
受
験
に
失
敗
し
て
自
ら
の
望
む
可
能
性

(大
学
生
)
が
絶
た
れ
た
こ
と
で
生
じ
た
不
安
定
な
自

我
状
態
､
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
な
い
明
の
態
度
､
こ
れ
ら
に

｢同

一
性
の
拡
散
｣
状
態
が
み
て
と
れ
る
｡

す
な
わ
ち
､
エ
リ
ク
ソ
ン
の
一号
っ
青
年
期
の

｢役
割
拒
否
｣
で
あ
る
｡
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さ
ら
に
､
反
抗
的
な
明
に

｢
同

一
性
の
拡
散
｣
の
状
態
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
鶴
書
も
ま
た
同
じ
よ

う
に
､
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
状
態
に
あ

っ
た
｡
明
の
反
抗
の
原
因
が
年
老
い
た
自
分
に
あ
る
こ
と
､

｢
甘

や
か
し
｣
の
養
育
態
度
に
対
す
る
反
省
｡
そ
し
て
､
鶴
吉
は
自
分
の
人
生
を
振
り
近
-
､
自
分
の
人
生
を
息
子
に

ノ
1
-
を
つ
か
っ
て
､
以
下
の
よ
う
に
語
り
始
め
る
｡

｢
『明
､
お
と
う
さ
ん
は
い
ま
'
自
分
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
と
､
つ
-
づ
-
お
ま
え
に
も
す
ま
を
-
思

っ

て
い
る
｡
私
が
も
し
､
お
ま
え
に
も

っ
と
き
び
し
-
､
叱
る
べ
き
と
き
は
叱
-
､
注
意
す
る
べ
き
と
き
に

は
注
意
し
て
き
た
な
ら
'
け
っ
し
て
お
ま
え
の
よ
う
な
ひ
よ
わ
な
､
ぐ
う
た
ら
な
人
間
は
で
き
な
か
っ
た

に
ち
が
い
な
い
｡
私
は
ま
ち
が
っ
て
い
た
の
だ
｡
自
分
の
小
さ
い
と
き
を
思
い
､
た
っ
た
ひ
と
り
の
わ
が

子
で
あ
る
お
ま
え
に
は
､
何
ひ
と
つ
苦
労
を
か
け
ま
い
と
､
た
だ
お
ま
え
の
望
む
と
お
り
に
､
な
ん
で
も

い
う
こ
と
を
聞
い
て
き
た
｡

(中
略
)
こ
の
ノ
1
-
に
書
い
て
あ
る
私
の
歩
ん
で
き
た
道
は
､
お
か
あ
さ

ん
に
も
ほ
と
ん
ど
話
し
た
こ
と
が
な
い
｡
私
は
ひ
そ
か
に
'
自
分
の
過
去
を
書
い
て
お
い
た
｡
私
が
死
ん

だ
後
､
明
､
お
ま
え
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
思

っ
て
き
た
も
の
な
の
だ
｡
だ
が
'
生
き
て
い
る
う
ち
に
へ
こ

の
ノ
ー
-
を
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
き
た
｡
読
む
の
が
い
や
な
ら
そ
れ
な
ら
お
し
ま
い
だ
』
｣

(六
八
～
六
九
)

鶴
書
は
､

こ
れ
ま
で
隠
し
て
き
た
自
分
の
過
去
を
､
な
ぜ
語
り
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
､
隠
し
て
い
た
過
去
を
な

ぜ
ノ
1
-
に
書
き
記
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
'
そ
し
て
自
分
が
死
ん
で
か
ら
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
過
去
を

う
ち
あ
け
る
の
が
な
ぜ
こ
の
と
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
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三
㌧

｢う
ち
に
は
帰
る
な
｣

鶴
書
の
ノ
1
-
に
記
さ
れ
た
内
容
は
ま
さ
に

｢自
分
史
｣
で
あ
る
｡
小
林
多
寿
子
に
よ
れ
ば

｢自
分
史
は
､
現

在
の
自
己
が
な
に
も
の
で
あ
る
か
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
探
求
す
る
た
め
に
､
書
か
れ
る
｡
現
在
の
自
己
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
探
る
と
い
う
動
機
は
､

r自
分
探
し
』
の
自
分
史
に
も
っ
と
も
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
.

(7)

過
去
の
自
己
へ
の
連
続
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
､
自
己
の
物
語
が
つ
む
ぎ
だ
さ
れ
る
｡
｣
と
し
て
､
と
-

に
老
年
期
に
書
か
れ
る
自
分
史
の
多
-
が
自
我
の
連
続
性
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
｡

明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
生
き
た
鶴
吉
の
出
生
か
ら
青
年
期
ま
で
を
記
し
た
内
容
か
ら
､
鶴
書
の
生
活
の
経

緯
と
そ
れ
に
と
も
な
う
自
我
形
成
の
過
程
を
列
記
し
､
エ
リ
ク
ソ
ン
の
人
格
発
達
論
に
基
づ
い
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
に
そ
っ
て
分
析
す
る
｡

(出
生
～
遊
戯
期
)

小
説
の
中
で
鶴
書
は
､

1
八
九
八
年

(明
治
三
十

1
年
)
九
月
八
日
江
別
の
村
に
生
ま
れ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の

誕
生
日
こ
そ
が
'
父
の
命
日
な
の
で
あ
る
｡
石
狩
川
の
大
洪
水
の
日
､
助
産
婦
を
呼
び
に
出
た
父
は
帰
ら
ず
不
安

の
な
か
母
は
ひ
と
り
で
鶴
吉
を
生
ん
だ
｡
そ
の
誕
生
悲
話
を
幼
い
鶴
書
は
'
母
か
ら
何
度
も
聞
か
さ
れ
て
い
た
｡
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亀
吉
は
そ
ん
な
母
の
姿
を

｢
母
は
､
そ
れ
を
聞
-
私
の
悲
し
さ
を
思
い
や
る
だ
け
の
'
や
さ
し
さ
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
｣
と
記
し
､
同
時
に

｢
お
ま
え
の
命
は
'
お
と
っ
つ
ぁ
ん
の
命
と
引
き
か
え
に
生
ま
れ

た
ん
だ
｡
お
と
っ
つ
ぁ
ん
の
ぶ
ん
ま
で
生
き
て
-
れ
｣
と
言
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
｡

そ
し
て
､
二
人
の
子
ど
も
を
抱
え
な
が
ら
'
野
良
で
根
限
り
働
-
母
の
姿
を
み
つ
め
な
が
ら
育
っ
て
い
-
0

(学
童
期
)

母
か
ら

｢鶴
苦
､
お
ま
え
は
ま
だ
こ
ま
-
っ
て
も
､
男
の
子
だ
か
ら
な
｡
男
と
い
う
も
の
は
､

一
生
働
か
な
-

ち
ゃ
あ
な
ん
ね
え
も
ん
だ
｣
と
言
わ
れ
､

1
年
生
に
あ
が
る
こ
ろ
に
な
る
と
鶴
書
は
野
良
で
働
き
始
め
る
｡

十
も
歳
が
老
け
て
見
え
る
母
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
､
鶴
書
は
年
季
奉
公
の
話
を
も
ち
か
け
ら
れ
､

｢
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
う
ち
に
帰
っ
て
き
て
は
だ
め
だ
よ
｡
な
ん
ば
逃
げ
て
帰
っ
て
き
て
も
､
か
あ
さ
ん

は
家
に
入
れ
な
い
か
ら
な
｡
兵
隊
検
査
ま
で
は
､
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
が
ま
ん
す
る
ん
だ
よ
｣
と
言
う
母

の
言
葉
に
母
と
の
別
れ
を
実
感
す
る
｡

母
を
思
い
'
母
の
言
葉
に
揺
-
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
す
す
ん
で
い
-
｡

(青
年
期
)

一
九

〇
八
年

(明
治
E
]十

1
年
)
鶴
書
十
歳
の
と
き
に
十
年
間
の
年
季
証
文
を
も
と
に
､
大
き
な
呉
服
屋
で
年

季
奉
公
を
始
め
る
O
初
め
は
'
慣
れ
な
い
環
境
に
泣
い
て
ば
か
り
い
る
鶴
吉
で
あ
っ
た
が
､
あ
る
き
っ
か
け
か
ら

｢
人
の
や
っ
た
仕
事
と
は
ち
が
う
仕
事
を
す
る
人
間
に
な
ろ
う
｣
と
す
る
｡
そ
の
き
っ
か
け
と
は
､
番
頭
か
ら
叱

ら
れ
た
と
き
に
声
を
か
け
て
-
れ
た
二
歳
年
上
の
店
の
お
嬢
さ
ん
ユ
キ
と
の
出
会
い
だ
っ
た
｡
鶴
書
は
､

｢
な
ぐ
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ら
れ
る
の
が
口
惜
し
い
な
ら
､
な
ぐ
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
事
を
な
さ
い
｣

｢鶴
吉
が
叱
ら
れ
る
と
､
わ
た
し
も
口

惜
し
い
｣
と
言
う

ユ
キ
の
言
葉
に
愛
情
を
感
じ
'
母
に
恋
す
る
子
ど
も
か
ら
脱
皮
す
る
｡

い
っ
し
ょ
に
口
惜
し
-
感
じ
て
-
れ
る
ユ
キ
の
存
在
が
大
き
な
慰
め
と
な
り
､

｢
叱
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
事
を

す
る
｣
か
ら
､

｢
は
め
ら
れ
る
よ
-
な
仕
事
を
す
る
｣
気
持
に
変
化
す
る
｡
そ
し
て
'

｢
さ
す
が
に
鶴
吉
の
仕
事

だ
｣

｢鶴
吉
を
見
習
,三

と
主
人
や
番
頭
に
言
わ
れ
る
ま
で
に
信
頼
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
語
り
は
第
三
節

へ

と
展
開
し
て
い
-
0

エ
リ
ク
ソ
ン
は
'
乳
児
期
の
基
本
的
強
さ
と
し
て

｢希
望
｣
を
と
-
あ
げ
'
こ
れ
は
想
像
し
た
-
'

1
歩
踏
み

/･Jl]

出
し
た
と
き
で
も
'
期
待
に
満
ち
た
飛
躍
を
促
す
自
由
感
を
未
来
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
｡

鶴
吉
は
'
母
か
ら
愛
情
を
注
が
れ
な
が
ら
も

｢
父
の
死
と
引
き
替
え
に
生
ま
れ
た
子
｣
と
い
-
重
い
十
字
架
を

背
負
う
こ
と
に
な
る
O
食
べ
る
も
の
さ
え
ま
ま
な
ら
ぬ
不
安
な
生
活
の
中
で
､
｢鶴
書
､
お
ま
え
は
ま
だ
こ
ま
-
っ

て
も
､
男
の
子
だ
か
ら
な
｡
男
と
い
う
も
の
は
'

一
生
働
か
な
-
ち
ゃ
あ
ね
え
も
ん
だ
｣
と

1
家
の
大
黒
柱
と
し

て
の
役
割
を
母
か
ら
求
め
ら
れ
る
｡
鶴
書
は
'
自
ら
の
希
望
を
持
ち
得
な
い
ま
ま
母
に
依
存
し
､
そ
の
反
面
で
母

を
守

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
幼
い
な
が
ら
も
感
じ
て
い
る
｡

野
良
仕
事
に
明
け
暮
れ
な
が
ら
義
務
教
育
を
終
わ
っ
た
鶴
書
は
､
家
族
と
の
別
れ
を
体
験
し
年
季
奉
公
に
で

る
｡
幼
い
旅
立
ち
は
'
外
力
で
鶴
吉
の
自
立
を
促
す
が
､
乳
児
期
か
ら
幼
児
期
に
お
い
て
母
だ
け
を
見
つ
め
て
き

た
鶴
吉
に
と
っ
て
､
母
を
失
っ
た
悲
嘆
の
ほ
う
が
お
お
き
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
乳
児
期
の
対
立
命
題
で
あ
る

｢基

本
的
信
頼
対
基
本
的
不
信
｣
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
て
な
い
ま
ま
､
そ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
ず
'
周
囲
を
受
け
入
れ
ず
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に
泣
き
続
け
る
日
々
を
送
る
｡

そ
れ
が
変
化
し
た
き
っ
か
け
は
'
奉
公
先
の
一
人
娘
の
ユ
キ
の
存
在
で
あ
っ
た
｡

ユ
キ
は
､
母
性
的
な
愛
情
を

持
ち
な
が
ら
接
し
'
同
時
に
社
会
性
を
示
し
て
い
-
｡
い
わ
ば
､
異
性
で
あ
る
ユ
キ
か
ら
の
愛
情
を
感
じ
な
が
ら

社
会
に
お
け
る

｢し
つ
け
｣
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
鶴
吉
は
､
仕
事
を
す
る
中
で
自
分
の
欲
求
を
コ
ン
-

ロ
ー
ル
L
t
喜
び
や
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
行
動
様
式
を
身
に
つ
け
て
い
-
0

学
童
期
は
､
何
か
を
作
り
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
感
覚
を
追
求
す
る
時
期
で
あ
-
､
こ
の
感
覚
を
エ
リ
ク

ソ
ン
は

｢勤
勉
性
｣
と
呼
ん
だ
｡
も
の
を
作
る
喜
び
､
作
る
こ
と
で
他
者
か
ら
自
分
の
存
在
を
承
認
し
て
貰
う
喜

び
'
こ
の
両
者
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
現
在
の
力
で
は
解
決
で
き
な
い
課
題
ば
か
-
で
あ
れ
ば
､

自
分
は
何
か
を
為
し
え
な
い
と
い
う
感
覚
､

｢劣
等
感
｣
が
生
じ
る
｡
こ
れ
が
'
こ
の
段
階
の
危
機
で
あ
る

｢勤

勉
対
劣
等
感
｣
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
段
階
で
は

｢自
分
は
何
か
を
達
成
出
来
る
人
間
で
あ
る
｣
と
い
-

(9)

感
覚
の
獲
得
が
重
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
｡

｢叱
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
事
を
す
る
｣
か
ら
､

｢
ほ
め
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
を
す
る
｣
と
い
う
気
拝
の
変
化

は
､
こ
の
ユ
キ
と
の
関
係
性
か
ら
生
ま
れ
た

｢意
志
｣
で
あ
-
､

ユ
キ
の
愛
情
に
包
ま
れ
た
基
本
的
な
信
頼
感
の

獲
得
や
､
母
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
す
べ
て
が
､
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
目
的
に
向
か
う
と
い
-
､
エ
-
ク
ソ
ン
の

言
う
幼
児
期
初
期
か
ら
遊
戯
期
ま
で
の
命
題
の
達
成
に
導
-
こ
と
が
で
き
て
い
る
｡
遊
戯
期
で
得
ら
れ
た
意
志
力

l1∩
､

は
､
そ
の
後
の
人
生
の
本
質
的
な
力
と
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
'

ユ
キ
の
支
え
の
中
で
展
開
さ
れ
る
勤
勉
さ
は
'

学
童
期
の
命
贋
で
あ
る
社
会
に
お
け
る

｢適
格
｣
を
よ
-
際
だ
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
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四
､

｢愛
に
め
ざ
め
る
｣

一
九

一
三
年

(大
正
二
年
)
鶴
書
十
五
歳
の
と
き
'
十
七
歳
の
ユ
キ
に
縁
談
の
話
が
-
る
｡
そ
の
話
を
き
い
た

鶴
吉
は
､
思
い
が
け
な
い
大
き
な
打
撃
を
受
け
'
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
お
嬢
さ
ん
の
存
在
を
､
自
分
の
生
き

が
い
と
し
て
､
生
き
て
き
た
こ
と
に
気
づ
-
｡
結
納
の
前
の
日
に
自
分
の
気
持
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

鶴
吉
で
あ
っ
た
が
､
結
納
の
日
に
結
核
で
た
お
れ
破
談
と
な
っ
た
ユ
キ
を
献
身
的
に
看
病
す
る
機
会
を
得
る
｡

｢
こ
の
お
嬢
さ
ん
の
病
気
な
ら
う
つ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
う
ほ
ど
い
と
し
い
と
思
っ
た
｣
と
言
う
鶴
書
の

愛
情
が
献
身
的
な
介
護
の
姿
に
う

つ
り
､

｢
こ
ん
な
日
が
永
遠
に
つ
づ
い
た
ら
｣
と
二
人
に
思
わ
せ
な
が
ら
と
き

が
過
ぎ
る
｡
店
の
主
人
は
鶴
吉
の
献
身
的
な
姿
に
'
婿
入
り
を
希
望
す
る
が
'
鶴
吉
は
十
年
も
の
恩
義
と
貧
し
-

と
も
長
男
で
あ
る
こ
と
で
実
家
を
守
る
役
割
の
あ
る
こ
と
か
ら
申
し
出
を
断
る
｡

ユ
キ
は
'
鶴
書
に
結
納
金
ほ
ど

の
お
金
を
わ
た
し
'
鶴
書
も

｢
お
嬢
さ
ん
'
わ
た
し
は
'
嫁
な
ど
も
ら
い
ま
せ
ん
｡｣
と
言
っ
て
別
れ
る
｡

人
生
五
十
年
､
十
代
で
結
婚
し
子
ど
も
を
も
う
け
た
明
治

･
大
正
期
の
人
た
ち
は
､
恐
ら
-
今
の
世
代
の
人
た

ち
と
は
違
っ
た
速
さ
で
成
長
し
た
の
で
あ
ろ
-
O
ま
だ
年
端
も
行
か
ぬ
学
童
期
に
大
人
社
会
の
中
に
混
じ
っ
て
働

-
た
め
'
職
業
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や

｢親
｣
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
は
早
期
で
し
か
も
容
易

で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
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青
年
期
に
は
い
っ
た
鶴
吉
は
奉
公
先
の
店
で
得
た
信
板
か
ら
､
職
業
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
役
割
と
､
ユ

キ

へ
の
愛
情
に
よ
っ
て
ユ
キ
の
世
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
協
力
関
係
に
お
け
る
パ
I
-
ナ
-
シ
ッ
プ
の
役
割
を

獲

得
し
て
い
た
｡
ユ
キ
へ
の
献
身
的
な
介
護
の
姿
に
青
年
期
の
基
本
的
強
さ
と
言
わ
れ
る

｢忠
誠
｣
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
十
年
の
年
季
明
け
と
ユ
キ
と
の
生
活
の
中
断
に
よ
っ
て
成
人
期
に
ま
で
達
し
て
い
た

と
思
わ
れ
た
心
理

･
社
会
的
発
達
は
'
拡
散
し
前
成
人
期

へ
と
後
退
す
る
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
｡

I,50

五
､

｢充
実
し
た
人
生
｣

l
九

一
八
年

(大
正
七
年
)
鶴
書
二
十
歳
｡
年
季
が
明
け
'
実
家
に
戻
る
と
母
が
待
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
､

｢
だ
ん
な
さ
ん
'
わ
た
し
は
な
'
こ
の
子
が
奉
公
に
出
て
か
ら
き
ょ
う
ま
で
'
風
に
雨
戸
が
ガ
タ
ガ
タ
し
て
も
､

も
し
や
鶴
書
が
逃
げ
て
帰
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
'
な
ん
ば
ハ
ラ
ハ
ラ
し
た
か
､
わ
か
り
ま
せ
ん
｡
つ
ら
け
れ
ば

帰
っ
て
こ
い
と
い
う
の
が
､
母
の
情
け
と
い
う
も
の
で
す
｡
そ
れ
な
の
に
逃
げ
て
き
た
ら
､
こ
の
証
文
に
あ
る
と

お
り
､

一
日
い
-
ら
の
金
を
返
さ
ね
ば
な
ら
ん
｡
金
が
な
い
ば
か
り
に
｡
鶴
書
､
あ
あ
貧
乏
は
､
お
っ
か
さ
ん
を

鬼
に
し
て
し
も
う
た
｡
｣
と
母
が
こ
こ
ろ
の
う
ち
を
明
か
す
｡
母
の
価
値
観
は
お
金
が
人
を
幸
せ
に
す
る
と
い
う

ゆ
が
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
､
主
人
か
ら
再
度
の
婿
入
り
の
話
が
で
る
と

｢家
よ
り
も
み
ん
な
が
し
あ
わ
せ
に

な
っ
て
､
お
ま
ん
ま
を
腹

一
杯
た
べ
る
ほ
う
が
､
ど
ん
な
に
い
い
や
ら
｡
｣
と
笑
い
と
ば
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ユ
キ



と
の
結
婚
が
成
立
す
る
｡

そ
の
後
､
渡
た
-
起
き
た
-
の
生
活
を
続
け
る
ユ
キ
を
見
守
り
な
が
ら
､

｢鶴
書
は
勤
め
人
の
よ
-
に
'
-
る

く
る
と
店
で
よ
-
働
き
､
そ
し
て
､
暇
を
み
て
は
ユ
キ
の
看
病
を
す
る
だ
け
の
生
活
｣
が
二
十
年
近
-
続
-
｡
し

か
し
､
時
代
は
戦
渦
に
追
わ
れ
鶴
吉
は
兵
隊
に
取
ら
れ
､
出
征
す
る
｡
そ
の
留
守
の
間
に
､
消
息
の
途
絶
え
た
家

族
は
死
別

･
離
散
を
し
､
敗
戦
後
日
本
に
戻
っ
て
自
分
の
愛
し
た
ユ
キ
も
家
族
も
店
も
す
べ
て
を
失
っ
た
こ
と
を

知
る
の
は
､
鶴
吉
四
十
八
歳
の
暮
れ
で
あ
っ
た
｡

鶴
苦
は
孤
独
に
苛
ま
れ
自
堕
落
な
生
活
を
送
る
｡
た
だ
雇
わ
れ
る
ま
ま
に
仕
事
を
続
け
る
-
ち
に
酒
を
飲
む
こ

と
を
し
り
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
飲
食
店
を
経
営
す
る
友
江
に
出
合
い
､
再
婚
す
る
｡

戦
後
に
知
り
合
っ
た
二
十
歳
も
歳
の
違
う
妻
友
江
と
'
そ
し
て
二
人
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
､
結
婚
を
機
に
自

ら
の
オ
覚
で
展
開
し
た
不
動
産
業
で
財
を
得
て
生
活
を
続
け
て
い
た
｡
第

二
早
で
起
き
た
父
子
の
事
件
は
､
そ
ん

な

一
見
平
穏
そ
う
に
見
え
た
家
庭
で
起
こ
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
D

鶴
書
は
､
自
分
の
人
生
を
つ
づ
っ
た
あ
と
､
自
分
の
人
生
の
意
味
を
自
ら
に
問
い
続
け
る
O

｢も
し
､
あ
の
戦
争
が
な
か
っ
た
ら
と
､
私
は
い
-
皮
口
惜
し
が
っ
た
こ
と
だ
ろ
-
｡
｣

｢
と
も
あ
れ
､
私
が
三
十
年
マ
ル
三
の
家
で
働
い
て
得
た
も
の
は
'
無

一
文
と
孤
独
の
境
涯
だ
け
で
あ
っ

た
｡
無
駄
な
人
生
だ
っ
た
と
人
は
い
う
か
も
し
れ
な
い
｡
｣

｢
だ
が
'
私
は
､
私
に
と
っ
て
の
五
十
年
の
人
生
が
'
ま
っ
た
-
む
だ
だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
｡
私
は
'

戦
友
が
､
暫
壕
の
な
か
で
､
ボ
ケ
ッ
-
か
ら
出
し
た
小
さ
な
本
を
ひ
ら
き
な
が
ら
語
っ
て
-
れ
た
言
葉
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を
､
い
ま
も
は
っ
き
り
と
思
い
出
す
の
だ
｡｣

｢
『汝
ら
互
い
に
重
荷
を
負
え
｣
｣

｢
『汝
の
十
字
架
を
取
り
て
歩
め
〓

｢私
は
母
の
た
め
に
生
き
､
ユ
キ
の
た
め
に
生
き
た
｡
そ
し
て
､
こ
れ
こ
そ
が
自
分
を
真
に
生
か
す
道

だ
っ
た
と
思
う
｡
自
分
の
人
生
は
'
や
は
-
充
実
し
て
い
た
の
だ
と
し
み
じ
み
思
う
の
だ
｡
｣

｢私
は
こ
の
重
荷
を
､
た
だ
ひ
と
-
の
､
血
を
わ
け
た
息
子
の
明
に
だ
け
は
負
わ
せ
ま
い
と
､
ま
ち
が
っ

て
生
き
た
｡
自
分
自
身
の
重
荷
を
負
う
こ
と
も
で
き
な
い
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
の
意
気
地
な
し
に
'
私
は
お
ま

え
を
育
て
て
し
ま
っ
た
｡
ほ
ん
と
う
の
愛
が
私
に
あ
っ
た
な
ら
'
い
か
な
る
重
荷
を
も
負
う
ば
か
り
か
'

他
の
人
の
重
荷
ま
で
負
っ
て
'
が
っ
ち
り
と
自
分
の
足
で
あ
ゆ
ん
で
い
-
､
た
-
ま
し
い
生
き
方
こ
そ
教

え
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡

明
'
お
ま
え
は
私
を
じ
じ
い
だ
と
い
う
が
'
五
十
二
歳
に
な
っ
て
初
め
て
､
自
分
の
こ
ど
も
を
得
る
と

い
う
男
の
人
生
が
､
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
､
わ
か
っ
て
-
れ
た
ろ
-
か
｣
(九
〇
二

〇
〇
頁
)｡

前
成
人
期
の
危
機
状
態
に
あ
っ
た
鶴
舌
の
人
生
が
'
年
季
明
け
て
実
家
に
戻
る
時
点
で
の
母
の
登
場
に
よ
っ
て

一
変
す
る
｡
貧
し
さ
の
中
で
は
厳
し
さ
だ
け
が
際
だ
っ
て
い
た
母
の
真
の
愛
情
に
触
れ
､
先
が
見
え
な
-
な
っ
て

い
た
人
生
に
希
望
の
明
か
-
を
と
も
す
｡

さ
ら
に
ユ
キ
と
の
生
活
は
､
前
成
人
期
の
対
立
命
題
で
あ
る
､

｢親
密
対
孤
立
｣
の
バ
ラ
ン
ス
を
親
密
に
傾

け
､
次
な
る
発
達
段
階
へ
の
方
向
を
し
め
し
た
｡
し
か
し
病
弱
の
ユ
キ
に
敢
え
て
子
ど
も
は
の
ぞ
ま
ず
､
店
の
発
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展
に
よ
っ
て
次
の
対
立
命
題
で
あ
る

｢生
殖
性
対
停
滞
｣
の
バ
ラ
ン
ス
を
生
殖
性

へ
と
傾
け
､
そ
れ
を
ユ
キ
へ
の

世
話
と
し
て
形
に
し
た
｡

し
か
し
､
戦
争
と
い
-
神
の
怒
り
に
も
ふ
れ
る
出
来
事
が
､
鶴
書
の
人
生
を
ま
た

｢孤
立
｣
の
世
界
へ
と
導
い

て
し
ま
う
｡
重
要
他
者
の
死
は
､
人
を
悲
嘆
の
渦
に
巻
き
込
み
､
そ
の
心
の
葛
藤
は
人
を
退
行
さ
せ
る
｡
鶴
書
の

発
達
段
階
は
再
び
生
殖
性
､
親
密
性
を
失
い
'
同

一
性
の
拡
散
状
態

へ
と
転
落
す
る
｡

中
年
期
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
心
身
の
変
化
を
経
験
す
る
｡
こ
れ
ら
の
変
化
が
否
定
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
､
個
人

の
自
我
同

1
性
に
影
響
を
及
ぼ
し
'
自
己
の
内
外
の
変
化
の
体
験
を
契
機
に
'

｢自
分
の
人
生
は
こ
れ
で
よ
か
っ

た
か
｣､

｢本
当
に
自
分
ら
し
い
生
き
方
と
は
何
か
｣
と
い
う
同

1
性
の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
ご
｣れ
が
い
わ
ゆ
る

(;)

｢中
年
期
の
同

!
性
の
危
機
｣
で
あ
る
｡

三
浦
は
､
鶴
吉
に
語
ら
せ
る
｡

｢も
し
'
あ
の
戦
争
が
な
か
っ
た
ら
-
-
｣
｢三
十
年
マ
ル
三
の
家
で
働
い
て
得

た
も
の
は
､
無

一
文
と
孤
独
の
境
涯
だ
け
で
あ
っ
た
o
｣
な
ど
と
悔
や
ま
せ
る
O

鶴
書
は
'
戦
争
の
為
に
す
べ
て
を
失
い
'
自
堕
落
な
生
活
を
送
る
｡
ま
さ
に

｢中
年
期
同

1
性
の
拡
散
｣
状
態

で
あ
る
｡
そ
の
後
､
友
江
の
信
頼
を
得
て
'
友
江
と
の
新
し
い
生
活
を
始
め
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ま
で
の
自
分
の

人
生
を
振
り
返
っ
て

｢
母
の
た
め
に
生
き
､

ユ
キ
の
た
め
に
生
き
た
｡
-
-
自
分
の
人
生
は
'
や
は
-
充
実
し
て

い
た
｣
と
言
う

｡

鶴
書
は
戦
場
で
聞
い
た
戦
友
の
聖
書
の
言
葉

｢汝
ら
互
い
に
重
荷
を
負
え
｣

｢汝
の
十
字
架
を
取
-
て
歩
め
｣

が
持
つ
力
を
知
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
重
視
す
る
人
生
の
視
点
を
､
自
己
か
ら
母
や
ユ
キ
と
い
う
他
人
に
委
ね
る
こ
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と
で
､
人
生
の
充
実
感
を
達
成
す
る
｡
こ
こ
に
'

｢中
年
期
同

一
性
拡
散
｣
状
態
を
再
体
制
化
し
､

｢同

一
性
の

達
成
｣
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
｡

同

一
性
の
拡
散
に
よ
っ
て
生
じ
て
-
る
退
行
は
'
時
間
の
中
で
心
が
癒
さ
れ
再
び
人
へ
の
信
頼
感
が
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
で
回
復
す
る
｡
三
浦
は
さ
ら
に
続
け
て
'
自
ら
の
苦
労
に
囚
わ
れ
投
入
し
て
､
子
ど
も
に
は
そ

れ
を
与
え
ま
い
と
し
て
甘
や
か
し
て
育
て
た

｢停
滞
｣､
そ
れ
に
気
づ
き
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
'
自
分
の
生

み
出
し
た
も
の
を
は
ぐ
-
み
育
て
る
た
め
に
厳
し
-
聖
書
の
1111E葉
を
与
え
て
､
若
い
世
代
に
教
え
､
導
-

｢生
殖

性

･
生
産
性
｣
を
も
､
見
事
に
描
き
出
す
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
鶴
書
の

｢明
､
お
ま
え
は
私
を
じ
じ
い
だ
と
い
う
が
'
五
十
二
歳
に
な
っ
て
初
め
て
'
自
分
の
こ
ど
も

を
得
る
と
い
う
男
の
人
生
が
､
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
､
わ
か
っ
て
-
れ
た
ろ
う
か
｣
と
い
う
語
り
は
､
同
時

に
鶴
青
の
自
分
自
身
へ
の
語
り
か
け
で
あ
る
｡

小
林
多
寿
子
は
'
自
分
史
に
つ
い
て

｢物
語
ら
れ
て
作
品
と
な
っ
た
過
去
の
自
己
は
'
現
在
の
自
己
か
ら
切
り

離
す
こ
と
が
で
き
る
｡
過
去
の
自
己
を
振
-
近
-
'
整
理
す
る
こ
と
は
､
そ
の
当
時
の
経
験
を
秩
序
付
け
現
在
に

(12)

理
解
可
能
な
説
明
を
行
う
｡
｣
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
整
理
す
る
こ
と
で
自
分
の
人
生
の
意
味
を
知

り
､
そ
れ
を
子
に
伝
え
る
こ
と
で
､
エ
リ
ク
ソ
ン
の
言
う

｢英
知
｣
を
得
､
老
年
期
の
命
題
で
あ
る
人
生
の

｢統

合
｣

へ
と
向
か
わ
せ
た
O
そ
し
て
､
自
己
の
統
合
が
世
代
の
循
環
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
-
こ
と
と
な
る
o

2j4



六

'
結
論
と
課
題

三
浦
が
こ
の
作
品
に
与
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
､

｢汝
ら
互
い
に
重
荷
を
負
､三

｢汝
の
十
字
架
を
取
り
て
歩

め
｣
と
い
う
聖
書
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
｡
新
約
聖
書
の
マ
ル
コ
伝
八

二
二
四
～
九

二

に
示
さ
れ
る
こ
の
言

葉
は
､

｢キ
リ
ス
-
が
背
負
わ
れ
た
重
荷
を
自
ら
同
じ
よ
う
に
負
い
な
さ
い
｣
と
い
-
意
味
で
一
般
に
は
使
用
さ

れ
る
c
L
か
L
t
こ
れ
は
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
'
エ
リ
ク
ソ
ン
の
言
う
自
己
の
統
合
が
､
世
代

の
循
環
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
-
過
程
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
｡

人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
と
い
う

｢原
罪
｣
を
こ
の
作
品
で
は
'
父
の
死
と
引
き
替
え
に
生
ま
れ
た
命
と
し

て
設
定
す
る
こ
と
で
t
よ
り
強
調
さ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
原
罪
を
母
や
ユ
キ
と
い
う
他

者

へ
の
献
身
で
償
お
う
と
し
た
姿
で
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
こ
の
聖
書
の
言
葉
の
持
つ
意
味
を
人
格
発
達
の
側
面
か
ら
捉
え
て
み
る
と
'
鶴
吉
は
誕
生
時
に
父
と

死
別
し
'
父
の
姿
を
全
-
見
て
い
な
い
｡
ユ
キ
と
の
夫
婦
生
活
で
は
'
自
ら
の

｢
父
性
｣
を
示
す
必
要
は
な
か
っ

た
｡
し
か
し
､
年
老
い
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
対
し
て
､
次
世
代
の
養
育
と
指
導
に
対
す
る
興
味

･
関
心
を
意
味

す
る

｢生
殖
性
｣
の
課
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
た
｡

そ
れ
ま
で
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
'
母
や
ユ
キ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
発
達
課
題
は
'

｢勤
勉
｣
や

｢慈
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し
み
｣
と
い
う
い
わ
ゆ
る

｢
母
性
性
｣
が
主
体
で
あ
っ
た
｡
鶴
吉
に
は
､
｢
父
性
性
｣
に
代
表
さ
れ
る
フ
ロ
イ
ー
の

言
う
超
自
我

(S
uper
E
g
o
)

の
も
つ
規
範
や
命
令

･
指
導
の
役
割
を
獲
得
す
る
た
め
の
､
そ
の
雛
形
と
な
る
べ

き
手
本
は
な
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
我
が
子
に
対
し
て

｢文
字
通
-
慈
し
み
育
て

る
｣､
言
い
換
え
れ
ば
､

｢甘
や
か
し
｣
の
養
育
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
0

そ
れ
が
､
我
が
子
で
あ
る
明
か
ら
文
字
通
り

｢背
中
に
水
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
｣
こ
と
に
よ
-
､

｢
父
性
｣

の
意
味
を
悟
-
'

｢汝
の
十
字
架
を
取
-
て
歩
め
｣
と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
'
自
ら
と
我
が
子
に
課
す
る
こ
と
で
､

作
者
の
三
浦
は
父
と
子
の
関
係
を

｢象
徴
的
｣
に
示
そ
-
と
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

最
期
に
､
作
者
で
あ
る
三
浦
綾
子
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
み
ら
れ
る
危
機
と
そ
の
克
服
を
簡
単
に
述
べ
て
み

(13)(14)(15)

(16)

る
o
三
浦
自
身
が
自
叙
伝
で
あ
る

｢道
あ
-
き
｣
三
部
作
と

｢命
あ
る
限
り
｣
の
中
で
語
っ
て
い
る
よ
-
に
'
戟

争
に
よ
っ
て
い
ま
ま
で
信
じ
て
き
た
教
育
的
価
値
が
変
え
ら
れ
た
こ
と
｡
そ
の
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
へ
の
罪
悪
感

を
い
だ
さ
､
結
核
と
い
う
当
時
は
不
治
の
病
の
床
に
あ
っ
て
自
暴
自
棄
な
生
活
を
送
っ
た
こ
と
｡
キ
リ
ス
-
教

へ

の
入
信
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
命
へ
そ
の
自
分
の
命
の
引
き
替
え
に
な
-
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
の
命
｡
病
気
と
と
も

に
生
き
る
こ
と
を
約
束
し
て
-
れ
た
夫
｡
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
の
節
目
の
中
で
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
三
浦
自

身
が
自
ら
の
人
生
の
指
針
を
獲
得
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

三
浦
は
'
鶴
吉
と
明
と
い
う
孫
ほ
ど
年
の
離
れ
た
親
子
を
題
材
に
し
て
へ
世
代
に
よ
っ
て
異
な
る
価
値
観
を
示

し
て
両
者
の
違
い
を
際
だ
た
せ
､
そ
の
中
で
解
決
す
べ
き
問
題
を
模
索
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
表
現
し
よ
-
と
し

た
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
'
人
は
社
会
的
な
制
約
を
受
け
な
が
ら
人
と
人
と
の
具
体
的
な
関
係
性
と
の
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中
で
互
い
に
成
長
し
変
化
し
て
い
-
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

な
お
こ
の
章
で
は
紙
幅
の
関
係
上
'
小
説
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
を
追
う
こ
と
に
終
始
し
､
自
我
形
成
に
つ
い
て
の

十
分
な
考
察
を
割
愛
し
た
.

-

註
-

(1
)
三
浦
綾
子

r雨
は
あ
し
た
晴
れ
る
だ
ろ
う
L
角
川
書
店
､
角
川
文
庫
版
､

1
九
九
八
年
/
二
〇
〇
〇
年
'
五
九
～

一

〇
〇
頁
｡

(2
)
E
rik
son.E
.
H
.
[den
tib
,
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d
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lLf
e
cy
cle,
In
tern
a
tio
n
a
t
U
n
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ersities
P
ress.N
ew
Y

or
k
,
)959,pp

t
18
･)211小
此
木
啓
吾
訳
編

r自
我
同

1
性
j
誠
信
書
房
'
1
九
七
三
年
二

五
六
-

1
六
〇
頁
｡
お
よ
び
､
Er
ik
son.

E

.H.
E
rik
s
on
L
.M
.
T
h
e

L
2jTe
C
y
cle
C
om
p
leted,
W
.
W
.
N

ort
on
&
C
o.tnc..)998
,
pp.28
･34
.
村
瀬
孝

雄
･近藤
邦
夫
訳

rラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
'
そ
の
完
結

(増
補
版

Vj
みす
ず
書
房
､
二
〇
〇
1
年
､
三

1
⊥

二
七
頁
o

(3
)
小
此
木
啓
吾

F
モ
ラ
ー
リ
ア
ム
人
間
の
時
代
1
中
央
公
論
社
､

1
九
七
八
年
｡

(4
)
E
rik
son
.E
IH
.
E
rikson
L

.M

.
&

K
iv
nick
-H
.
Q
.
Vib
21
in
volvem
en
t
in
o
ld
ag
e.

N

orton
,
N
e
w

Yo
rk
.)986
.朝
永
正
徳

･朝
永
梨
枝
子
訳

r老

年
期
し
み
す
ず
書
房
､
l九
九
〇
年
､
二
五
八
頁
｡
E
ri
kson
.E
.
H
.

E
rik

sonL
.
M
1
0i).
cit..
p

16).村
瀬
孝
雄

･
近
藤
邦
夫
訳
'
前
掲
書
'
七
九
頁
O

(5
)
詫
摩
武
俊
･
依
田

明
r
性

格
L
大
日
本
図
書
､

1
九
六

一
年
C

2j7 第八草 ｢この重きバ トンを｣における人格発達



(6
)
E
ri
k
son
,E
.
H
.
o
Z
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c
it..
p
.89.小
此
木
啓
吾
訳
編
'
前
掲
書
'

〓

1
頁
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子
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語

れ
る

｢
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｣
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史
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書
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と
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｡
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瀬
孝
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邦
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､
前
掲
書
'
七
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七
七
頁
｡

(9
)
越
川
房
子
｢
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

(17
華
)
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青
柳
肇
･杉
山
意
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編
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ナ
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テ
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形
成
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｣
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村
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版
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九
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六
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､
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E
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｡
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E
rik
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H
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孝
雄

･
近
藤
邦
夫
訳
'
前
掲
書
'

1
〇
四
頁
o

(ll
)
岡
本
祐
子
｢中
年
期
-

自
己
実

現を
め
ぐ
っ
て

(第

Ⅷ
2
章
)
｣､
小
川
捷
之
･斉
藤
久
美
子
･鐘
幹
八
郎
編

r臨

床
心
理
学
大
系

第
3
巻

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
｣
金
子

書房
､
1
九
九
〇
年
､
二
〇
五
頁
｡

(1
)
小
林
多
寿
子
'
前
掲
書
､
二

一
六
頁
O

(13
)

三
浦
綾
子

r道
あ
-
き

(青
春
病
)
】
新
潮
社
'
新
潮
文
庫
版
へ

7
九
六
九
年
｡

(14
)

三
浦
綾
子

r
こ
の
土
の
器
を
も

(道
あ
-
き
第
二
部

結
婚
編
V
i
新
潮
社
､
新
潮
文
庫
版
'

1
九
七
〇
年
｡

(15
)
三
浦
綾
子

｢光
あ
る
う
ち
に

(道
あ
り
き
第
三
部

信
仰
入
門
編
)

』
新
潮
社
'
新
潮
文
庫
版
'

一
九
七

一
年
｡

(16
)

三
浦
綾
子

r命
あ
る
限
り
｣
角
川
書
店
､
角
川
文
庫
版
'

一
九
九
六
年
｡

追

記

E
･H
･
エ
-
ク
ソ
ン
の
漸
成
的
発
達
期
に
お
け
る
各
発
達
段
階
の
対
立
命
題
に
つ
い
て
は
､
本
普

の
〓

頁
お
よ
び

二
二
頁
の
表
-
･
表
2
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

石

橋

通

江
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