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第

七
章

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
に
お
け
る
成
人
期
の
心
理

・
社
会
的
発
達



一
、

は

じ

め

に
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1
　

こ
の
章

は
三
浦
綾

子

の
自
伝
小
説

「
こ
の
土

の
器

を
も
　

道

あ
り

き
第

二
部
　

結
婚
編

」
を

、

エ
リ
ク

ソ

ン
の

人
格

発

達

モ
デ

ル
を
手

が
か
り

と
し

て
考

察

し
よ
う

と
試

み

る
も

の
で
あ

る
。

こ

こ

で
は
、
小

説

の
テ
ー

マ
と

な

っ
て

い
る
結

婚

生
活

の
中

で
、

光
世

と
夫
婦

と
し

て
の

「
親

密
性

」
を

ど

の
よ
う

に
獲
得
し

て

い

っ
た
の
か
、

ま
た
雑
貨
屋

の
開
店

、

そ
し

て
小

説

「
氷

点
」

の
入
選

と

い

っ
た
、
新

た
な
も

の
を

世

に
生

み
出
す

「
生
殖
性

」

と

い
う
発
達

課
題

を

ど
う

い

っ
た
経
緯

で
達

成
し

て

い
っ
た

の
か
に

つ
い
て
論

じ
、

成
人
期

に
あ

っ
た
綾

子
が
結

婚
生
活

を
通
し

て
人
格
発
達

へ
と
向

か
う

過
程

に

つ
い
て
考
察
す

る
。

考
察

の
方
法

は
、
主

に
E

・
H

・
エ
リ
ク

ソ

ン
/
J

・
M

・
エ
リ
ク

ソ

ン
著

(
一
九
九
七
年

)
、
村

瀬
孝
雄

.
近

(2
)

藤
邦
夫
訳

『ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
、
そ

の
完
結

〈増
補
版
〉
』
に
基
づ
き
、
人
格
発
達
図
式
を
参
考
に
し

つ
つ
解
釈

す
る
。
そ
の
詳
細
は
分
析

の
中
で
後
述
す
る
が
、

エ
リ
ク
ソ
ン
の
モ
デ
ル
を
分
析

の
手
が
か
り
と
し
た
理
由

に
つ

い
て
簡
単
に
述

べ
て
お
く
。
本
書

「序
文
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
エ
リ
ク
ソ
ン
は
、
人
間

の
人
格
発
達

を
社
会
と
の
相
互
的
な
関
わ
り
合

い
の
中

で
発
達
的
に
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
、
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ

　
3
)

 ま

で
の
生

涯
全
体

が
テ
ー

マ
で
あ

る
と
考
え

た
。
そ

れ
を

ラ
イ

フ
サ

イ
ク

ル
と

い
う

観
点

か
ら
捉

え
、

人
生

の
中

に
は
人
格
特

性

の
発

現

し
て

い
く
節

の
よ
う

な

も

の
が
八

つ
あ

る

こ
と
を

示
し

て

い
る
。

こ

の
節

が
心

理

・
社
会



的
危
機
と
言
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ

の
時
期
特
有

の
課
題
を
解
決
し

つ
つ
、
危
機
を
克
服
し
て
い
く
こ
と
で
、

人
格
は
生
涯
を
通
し
て
発
達
し
て
い
く
と

い
う

「漸
成
的
発
達
」
を
説

い
て
い
る

(「
漸
成
原
理
」

e
p
i
g
e
n
e
t
i
c

p
r
i
n
c
i
p
l
e

)
。

こ
う
し
た
エ
リ
ク
ソ
ン
の
基
本
的
前
提
を
踏
ま
え
、
自
伝
小
説

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
を
読

み
解
け
ば
、
成
人

期
に
あ
る
綾
子
の
人
格
発
達
に

つ
い
て
の
過
程
を
描
き
出
す

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
三
浦
綾
子
そ

の
人

の
理
解

と
、
小
説
に
込
め
ら
れ
て
い
る
読
者

へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ

の
意
味
を
よ
り

い
っ
そ
う
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と

考
え
る
。

ま
ず

「
こ
の
土

の
器
を
も
」
が
書
か
れ
た
時
代
、
作
品

の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
。

二
、

「
こ

の
土

の
器

を

も

」

が
書

か

れ
た

背

景

(1)

作
品
の
位
置
づ
け

水
谷
昭
夫
氏
に
よ
る
巻
末

の
解
説
に
よ
れ
ば
、

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
は
、
昭
和
四
十
四
年
九
月
号
か
ら
翌
四

十
五
年
十
二
月
号
ま
で
、
雑
誌

「主
婦

の
友
」
に

「わ
が
結
婚
の
記
」
と
し
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
連
載

終
了
と
同
時

に
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
五
日
主
婦

の
友
社
よ
り
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
、
出
版
さ
れ
た
も

の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
前
作

「道
あ
り
き
 
青
春
編
」
に
続
く
自
伝
小
説

の
第

二
作

で
、
第
三
作

「光
あ
る
う
ち
に
 
道
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あ
り
き
第
三
部
　

信
仰
入
門
編
」
と
合
わ
せ
て
三
部
作
と
な

っ
て
い
る
。

第

一
作

「道
あ
り
き
」
は
、
昭
和
二
十
年
敗
戦

の
混
乱
期
に
小
学
校
教
師
を
辞
め
る
と
こ
ろ
か
ら
書
き
始

め
ら

れ
、
昭
和
三
十
四
年

の
三
浦
光
世
氏
と
の
結
婚

の
日
で
結
ば
れ
て
い
る
。
綾
子
二
十
三
歳
か
ら
三
十
七
歳
ま
で
の

十
四
年
間
が
綴
ら
れ
て
い
る
青
春

の
記

「
道
あ
り
き
」
は
、

「自
己
発
見
の
記
録
」
で
あ

っ
た
と
、
第
二
作

「
こ

の
土
の
器
を
も
」
の
冒
頭

で
述

べ
ら
れ
て

い
る
。
臼
井
氏

の

「青
春
と
は
自
己
鍛
錬
に
よ
る
、
自
己
発
見

の
時

だ
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
、
敗
戦
後

の
虚
無
的
生
活
、
十
三
年
間

の
闘
病
生
活
、
洗
礼
、
そ
し
て
恋
人
前
川
正

の
死
と
い
っ
た
過
酷
な
時
期
を
生
き
抜
き
、
三
浦
光
世
と
の
結
婚
に
至
る
ま
で
を
、
綾
子
は

「青
春
」
と
呼
び
、

そ
れ
は

「自
己
発
見
」

の
と
き

で
あ

っ
た
と
記
し
て

い
る
。

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
は
、

こ
う
し

た

「青
春
」
を
生
き
た
綾
子

の
、
光
世
と

の
新
し

い
生
活

の
告
白
で
あ

り
、

「
夫
婦

の
、
愛
と
信
仰

の
告
白
」
を
テ
ー

マ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
小
説
は
、
昭
和
三
十
四
年
五
月

(綾
子

三
十
七
歳
、
光
世
三
十
五
歳
)

の
結
婚
第

一
日
目

の
朝
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
昭
和
三
十
九
年
七
月

(綾
子
四
十

二
歳
)
、
朝
日
新
聞

の
懸
賞
小
説
に
応
募
し
た

「氷
点
」
が

一
位
入
選
し
た

こ
と
で
結
ば
れ
て
い
る
。
結
婚
十
年
目

を
迎
え
、
四
十
八
歳
に
な

っ
た
綾
子
が
、
新
婚
当
時

の
三
十
七
歳
か
ら
四
十
二
歳
ま
で
の
五
年
間
を
記
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
生
涯
を
病
と
共
に
生
き
た
綾
子
に
と

っ
て
、
も

っ
と
も
平
穏
な
と
き
で
あ

っ
た
と
思
え
、
ま
た
作

家
と
し
て
始
動
す
る
礎
は
こ
の
時
期
に
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
時
間
で
も
あ

っ
た
と
言
え
る
。
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(2)

綾

子
の
半
生

こ
こ
で
綾
子

の
半
生

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

「漸
成
的
発
達
」
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
ま

で
の
綾
子

の
た

ど

っ
た
人
生
、
人
格
発
達

の
経
緯
を
踏
ま
え
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
詳

細
を
述

べ
る
こ
と
は
紙
幅

の
関
係

で
困
難
で
あ
る
た
め
、
三
浦
綾
子
自
作
年
譜
、
「道
あ
り
き
」
、
久
保
田
暁

一
『三

浦
綾
子
の
世
界
』
な
ど
を
参
考
に
し
て
、
そ

の
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

綾
子
は
大
正
十

一
年

(
一
九
二
二
)、
北
海
道
旭
川
市
に
堀
田
鉄
治
、
キ
サ
の
次
女

(第
五
子
)
と
し
て
生
ま
れ

る
。
死
者
行
方
不
明
者
約
十
四
万
人
を
出
し

た
関
東
大
震
災

の
起

こ
る
前

の
年

で
あ

る
。
昭
和
十
四
年

(十
七

歳
)
、
旭
川
市
立
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
、
小
学
校

の
教
師

と
な
る
が
、
敗
戦
に
よ
る
挫
折
か
ら

二
十
四
歳

(昭

和
二
十

一
年
)

で
教
師
を
辞
職
し
た
。
虚
無
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
綾
子
を
、
さ
ら
に
肺
結
核
が
襲

い
か
か

(
4
)

り
、

脊
椎

カ
リ

エ
ス
も

併
発
す

る
。
当
時

、
肺

結
核

は

「
死

の
病
」

と
し

て
恐
れ
ら
れ

て

い
た
。

川
上
武
編

『
戦

後

日
本

病

人
史

』

に
よ
れ

ば
、

「
戦
前

か
ら

戦
後
し

ば
ら
く

の
間
、
肺
結

核

は
死
病

で
あ
り
、
多

く

の
人

々
の
命

を
奪

い
、

一
命

を

と
り
と

め
た
人

に
も
後
遺

症
を
残

し
た
。

(中
略

)

一
九
五

一

(昭
和

二
六
)
年

に

『
脳
血
管
疾

(5
)

患
』

が
死
亡
原
因

の

一
位
と
な
る
ま
で

『全
結
核
』
は
死
因
順
位

の
ト

ッ
プ

の
座
を
占
め
て
き
た
」
と
さ
れ
て
い

る
。
綾
子
の
十
三
年
間

に
も
お
よ
ぶ
闘
病
生
活

の
始
ま
り
で
あ

っ
た
。

綾
子
は
二
重
婚
約
、
自
殺
未
遂
と
自
暴
自
棄

に
な

っ
て
し
ま
う

が
、
そ
う
し

た
綾
子
の
前
に
現
わ
れ
た
の
が
前

川
正
で
あ
る
。
前
川
は
深

い
愛
情
と
人
間
性
を
通
じ
て
綾
子
を
キ
リ

ス
ト
教
に
導
く
が
、
昭
和
二
十
九
年
、
三
十

五
歳

の
若
さ
で
肺
結
核
に
よ

っ
て
他
界
す
る
。
綾
子
三
十
二
歳
の
と
き
で
あ

っ
た
。
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
を
な
く
し
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(
6

)

た
綾
子
の
悲
し
み
は
深
く
、

一
年
間
ほ
と
ん
ど
人
に
会
わ
ず
、
ギ
ブ

ス
ベ
ッ
ド

で
過
ご
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
苦

境

の
中

で
三
浦
光
世

(当
時
三
十

一
歳
)
と
出
会
う
。
光
世
は
、
前
川
を
愛
し
続
け
る
綾
子

の
全
て
を
受
け
入
れ
、

い
つ
治

る
と
も
わ
か
ら
な

い
綾
子
を
五
年
間
も
待
ち
続
け
て
、

つ
い
に
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
前
川
、
そ
の
亡
き

後
は
光
世
に
支
え
ら
れ
、
綾
子
は
自
分
自
身
を
、
そ
し

て
自
ら
の
生
き
る
道
を
発
見
し

て
い

っ
た
。

エ
リ
ク
ソ
ン
の
人
格
発
達

モ
デ

ル
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
失

い

「
同

一
性

の
拡
散
」

に
よ

っ

て
退
行
し
て
い
る
綾
子
を
、
前
川
、
続

い
て
光
世
が
癒
し
、
彼
ら
に
支
え
ら
れ
て
、
再
び
世
の
中

へ
の
信
頼
感
、

人

々
へ
の
信
頼
感
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し

て
、
青
年
期

の
発
達
課
題
で
あ

る

「
同

一
性
」

の
獲
得

に
向
か

っ
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
綾
子

の
背
景
を
踏
ま
え

つ
つ
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。
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(3)

綾
子
の
生
き
て
き
た
時
代

綾
子
の
生
き
た
時
代

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
不
可
欠

で
あ
ろ
う
。
綾
子
が
十
九
歳

の
と
き
、
日
本

は

戦
争
を
始
め
、
軍
国
主
義

に
傾

い
て
い
く
。
二
十
三
歳

で
敗
戦
、
そ

の
後
、
日
本

に
は
民
主
化

の
波
が
押
し
寄

せ
、
高
度
経
済
成
長
期

に
突
入
す

る
。
綾
子
は
、
価
値
観

の
変
容
を
迫
ら
れ
る
、
ま
さ
に
激
動

の
時
代
を
生
き
た

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
時
代
に
生
き
た
綾

子
の
結
婚
生
活
、
そ
し
て
作
家
デ
ビ

ュ
ー
に
至
る
ま

で
を
考
察
す
る

に
あ
た

っ
て
、
当
時

の
日
本

の
結
婚
観
や
女
性
に
対
す
る
役
割
意
識
は
ど
う

で
あ

っ
た
だ
ろ
う

か
。

結
婚

の
形
態
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
。
結
婚
観
は
時
代

の
社
会
体
制
、
男
女

の
社
会
的
地
位
関
係
な
ど
の
影



響
を
受
け
、
そ
れ
が
結
果
と
し

て
結
婚
観
を
形
成
す
る
。
戦
後

の
日
本
に
お
い
て
は
、
新

た
に
制
定
さ
れ
た
憲
法

の
精
神
に
則

っ
て
民
法
が
改
正
さ
れ
、
当
事
者

の
合
意

に
よ
る
婚
姻
制
度

と
夫
婦
家
族
制

が
基
本

に
な

っ
た
。
戦

前

の

「家
」
重
視
、
嫁
入
婚
な
ど

の
考
え
方
が
法
的

に
変
化
し
、
そ
れ
が
戦
前
か
ら
あ
る
結
婚
観
を
変
え
て
い
く

下
支
え
に
な

っ
た
と
言
え
る
。
そ

の
結
果
、
結
婚
に
対
す
る
考
え
方
も
多
様
化
し
、
そ
れ
ま
で
に
な

い
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
数
多
く
現
わ
れ
、
次
第
に
女
性

の
社
会
的
地
位
や
役
割
意
識
も
変
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
そ

の

一
方

で
、
女
性

の
基
本
的
な
役
割
は
家
庭

に
お

い
て
家
事
、
育
児

に
従
事
し
、
外

で
働
く
夫
に
憩

い
の
場
を
提
供
す
る

こ
と
で
あ
る
と

い
う
伝
統
的
な
考
え
方
も
根
深
く
残

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
時
代

の
中
で

「結
婚
生
活
と
は
何
か
、
家
庭
を
築
く
と
は
ど
う

い
う

こ
と
か
、
夫
婦
の
あ
り
方
は
ど

う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
自
己
に
問
い
続
け
な
が
ら
」
書
き
綴
ら
れ
た
も

の
が

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
作
品
を
人
格
発
達

の
視
点

で
考
察
す

る
。

三

、

「
こ

の
土

の
器
を

も

」

の
あ

ら

す

じ

考
察

の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
人
格
発
達
の
図
式
を
適
用
す
る
に
当

た

っ
て
、

図
式
に
収
斂
す
る
危
険
性
を
避
け
、

つ
と
め
て
作
品
の
内
容
に
即
し
て
考
察
す
る
た
め
に
、
資
料
と
し
て
の
意
味

も
含
め
て
、
や
や
丁
寧

に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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「
こ

の
土

の
器
を

も
」

は

〈
三
十

一
〉
節

で
構
成

さ
れ

て

い
る

(
以
下
、
節

に

つ
い
て
は

〈

〉

で
示
し

て

い

る
)
。

そ

の
概
要

は
、

以
下

の
よ
う

に
あ
ら

す
じ

1
～
20

で
示
す

こ
と

が
で
き

る
。

1

・
結

婚
生
活

の
は
じ
ま
り

(昭
和
三

十
四
年

五
月
、
綾

子
三
十

七
歳
、

光
世
三

十
五
歳
)

ひ
と
間

の
物
置

を
改

装

し
た
小

さ
な
家

か
ら
結
婚
生

活

が
始
ま

る
。

中
嶋
牧
師

の

「
真

の
夫
婦

に
な

る

た
め

に
は
、

一
生

の
努

力

が
必
要
」

と

い
う

言
葉

が
胸

に
浮

か

ぶ
が
、

何
を

ど
う

努
力

し

て
よ

い
の
か
わ

か
ら
な

い

〈
一
〉
。
料

理
、

洗
濯

も

で
き

な

い
役

立
た
ず

の
人
間

が
ど

ん
な
家

庭

を
築

き
上

げ

て

い
く

の
か

〈
四

〉
。

2

・
夫
婦

の
進

む
べ
き
方
向
づ
け
と
な

っ
た
二

つ
の
手
紙
、
苦
悩
を
抱
え
る
人
た
ち

の
訪
問

教
え
子
の
桜
井
、
友
人
の
国
村
か
ら
結
婚
を
反
対
す
る
手
紙
が
届
く
。
多
く

の
人
を
受
け
入
れ
、
愛
す

る
家
庭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
光
世
と
話
し
合
う
〈二
〉。
綾
子
の
家
に
は
、
苦
悩
を
抱
え
た
多
く

の
人

た
ち

(七
十
過
ぎ

の
老
人

〈五
〉、
国
村
則
雄

〈六
〉、

の
ち
に
自
殺
し
た
女
医
岡
本
三
千
子

〈十
三
〉
な

ど
)
が

訪
れ
る
。

3

・
前

川
家

へ
の
訪
問

(昭
和
三
十
四
年
六
月
)
と
片
道
だ
け

の
新
婚
旅
行

(昭
和
三
十
四
年
九
月
)

光
世
と
前

川
家
を
訪
問
。
前
川
の
両
親
は
二
人
の
訪
問
を
喜
び
、
綾
子
自
身
も
心
お
だ
や
か
に
過
ご
す

〈三
〉。
出
張
中

の
光
世
と
上
川
で
待
ち
合
わ
せ
、
層
雲
峡

へ
向
か
う
。
十
三
年
も
療
養
生
活
を
送

っ
て
き
た

三
十
七
歳
の
綾
子
と
三
十
五
歳

の
光
世

の
新
婚
旅
行
は
、
他
者
に
は
う
か
が

い
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
感

慨
で
あ

っ
た

〈七
〉。
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4

・
許
し

の
問

題
を
突

き

つ
け

ら
れ
た

二

つ
の
出
来

事

(ク
リ
ー

ニ
ン
グ
事

件
、

元
同
僚

の
K
子
)

光
世

の
背
広

が
ク

リ
ー

ニ
ン
グ
店

で
盗

難
。

弁
償

し
て
も
ら
う

と
意
気

込

む
綾

子

に
光

世

は
黙

っ
て
許

す

よ
う

に
言
う
。

綾

子
は
許
す

と

い
う
言

葉
を
改

め

て
思

い
、
す

べ
て
を
許
し

合
う

の
が
結
婚
生

活

で
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
と
思
う

〈八
〉。
子
供

が
醤
油
差

し
を
割

っ
た
時

、
K

子
は

「
失

敗
し

た
と
き

は
、
誰

だ

っ

て
、
あ
、

し
ま

っ
た
な

と
思

っ
て

い
る

の
よ
。

し
ま

っ
た
、
悪

い
こ
と
を
し

た
と
思

っ
て

い
る
時

に
叱

っ

た
ら
、
も
う

、
そ

の
す

ま
な

い
と

い
う

思

い
は
消
し

飛

ん
じ

ゃ
う

の
よ
」
。

こ
の
寛

容
な
態
度

、
許
す
態
度

に
舌
を
巻

く

〈九
〉。

5

・
静
養
中

の
光

世

と

の
生

活

(昭
和
三

十

四
年

十
月

ー
昭
和

三
十
五

年
六
月
、

綾

子
三

十
七
歳
)

(7
)

疲
労

の
重
な

っ
た
光

世

は
、

微
熱
、

盗
汗
、

息
苦

し
さ

で
自
宅
静
養

。
綾

子
は
光

世
と
し

み
じ

み
と
話

し
合
う
時

間
を

与
え
ら

れ

た
よ
う

な
安

ら
ぎ
を
感

じ

る
〈十
〉。
生

涯
病

弱
と

い

っ
て
光

世

に
改
名

を
す
す

め

る

M
に
、

光
世

は

「
あ

な

た
が

た
は
キ
リ

ス
ト

の
た
め

に
、

た

だ
彼

を
信
じ

る

こ
と
だ
け

で
は
な
く
、

彼

の
た
め
に
苦

し

む
こ
と
を
も

賜

っ
て

い
る
」

と
聖
書

の
言
葉

を
伝
え

る
〈十
一
〉。
結
婚

後
初

め
て
迎
え

た

正

月
、
綾
子

は
去
年

の
正
月

の
喜

び
を

思

い
返
し
、
光
世

に
深
く
感

謝
す

る
〈十
六
〉。
光

世
は
八

ヶ
月

の
療

養

生
活

に

ピ
リ
オ
ド
、

昭
和
三
十

五
年

六
月

六
日
よ

り
出
勤
す

る

〈十
八
〉。

6

・
家
計

簿

の
中

の

「
万
分

の

一
費
」

交
際

費

が
か
さ

む

こ
と
を

嘆
く
綾

子

に

「
今
ま

で
皆

さ
ん

に
お
せ
わ

に
な

っ
た
そ

の
万
分

の

一
で
も

お

返

し
す

る
と
思

っ
て

み
た
ら

ど
う

だ
」

と
光
世
。

万
分

の

一
費

と
改

め

る
。

感
謝

と

い
う
も

の
は
自
分
自
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身
を
大
き
く
動
か
す
も

の
だ
と
改
め
て
知

る
。
互

い
の
恩
人
を
大
事
に
す

る
こ
と
は
夫
婦

の
あ
り
方
と
し

て
大
切

〈十
二
〉。

7

・
旭
川
市
民

の
注
視
を
あ
び
て
い
た
実
子
殺
し
裁
判

の
傍
聴

(昭
和
三
十
四
年
十

一
月
)

(
8
　

愛
す

る
者

(高
校
教

師

で
あ

っ
た
夫
)
を
ポ

ッ
ク
リ

病

で
失

い
、

吾
を
忘

れ

て
子
供

二

人
を
殺

し
、

後

追

い
心
中
を

し
よ
う

と
し

た
女
性

に
、

人

ご
と

で
は
な

い
思

い
を
も

っ
て
裁

判
を
傍

聴
。

人
間

が

い
か

に

日
常

生
活

の
中

で
、

自
分

の
立
場

で
し

か
も

の
を
考

え
な

い
も

の
か
と
痛

切
に
知
ら

さ
れ

た

〈十
四
〉。

8

・
日
記

に
記

さ
れ

た
光
世

と

の

い
ざ

こ
ざ

(?
)

い
ら

い
ら

し

て
光

世

の
あ

ご
を

つ

つ
い
た

こ
と
を
指
摘

さ
れ
、

み
じ

め
に
な

っ
た
。
ま

た
、

つ
ま
ら

ぬ

こ
と

で
怒

り
、
光

世

と
十
分

ほ
ど

口
を
き

か
な

か

っ
た
が
、
両
手

を

つ
い
て
謝

っ
た
。

い
ろ

い
ろ
な
思

い

を
積

み
重

ね

て
、
夫

婦

は
そ
れ

ぞ
れ
大
人

に
な

っ
て

い
く

〈十
五
〉。

9

・
光

世

の
郷
里

(北

見
滝

ノ
上

と

い
う

農

村
)

へ
訪
問

(昭
和

三
十
五
年

十
月
、
綾

子
三

十
八
歳

)

食

事
衛

生

に
神

経
質
な
綾

子

を
光

世

は
郷
里

に
連
れ

て
行

っ
た

こ
と
が
な

か

っ
た
。
光

世

の
父

の
墓

が

あ

り
、
光

世

が
十

四
歳

ま

で
暮

ら
し

た
そ

の
地
を
綾

子
は
見

た
か

っ
た
。

し

か
し
石

こ
ろ

だ
ら

け

の
土
地

を

見

て
、

大

正
初

期
、
福
島

か
ら
夢
を
託

し

て
北

海
道
開

拓

に
き
た
三

浦

の
父
、

家
族

の
こ
と
を
思
う

と

大

き
な
憤

り
を
感

じ

た
。

そ

れ
で
も
光

世

の
育

っ
た

山
中

に
来

て
綾

子
は
喜

び
を
感

じ
、

は
え

の

つ
い
た

ご
飯
も
平

気

で
食

べ
、

光
世

に

「
綾

子
は
愛

の
あ

る
奴

だ
」

と
誉

め
ら
れ

た

〈二
十
〉。

10

・
土
地
探

し

と
新
居

の
建
築
計

画

(昭
和
三

十
五
年

九
月
、
綾

子
三

十
八
歳
)
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借
家

の
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
、
別
を
借
り
よ
う
と
し
た
が
、
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
で
あ
る

こ
と
か
ら
断
ら
れ

る
。
綾
子
は
光
世
が
働
く
営
林
局
か
ら
五
十
万
円
借
り

(当
時
光
世

の
月
給
は
二
万
円
程
度
)
、
家
を
建
て

よ
う
と
思

い
立

つ
。
土
地
探
し

の
条
件

は
キ
リ

ス
ト
教
案
内

の
掲
示
板
を
立
て
る
に
ふ
さ
わ
し

い
場
所
。

二
度
も
案
内
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
田
ん
ぼ
の
中

の
淋
し

い
場
所
を
借
地
契
約
す
る
。
新
居

の
建
築
は
、
敬

虔
な
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
で
あ
る
鈴
木
棟
梁
に
決
め
る

〈十
九
〉。

11

・
六
条
教
会
牧
師
館
生
活

で
光
世
を
襲

っ
た
腹
痛

(昭
和
三
十
六
年
三
～
七
月
、
綾
子
三
十
九

歳
)

中
嶋
牧
師
ア
メ
リ
カ
留
学

の
た
め
、
後
任
牧
師

が
来
る
ま
で
を
牧
師
館

で
暮
ら
す
〈二
十
一〉。
六
月
、
光

世
を
腹
痛
が
襲
う
が
、
数
日
、
診
断

が

つ
か
ず
、
光
世
は
衰
弱
す

る
。
内
科
医

の
柴
田
、
外
科
医
の
石
田

に
よ

っ
て
や

っ
と
盲
腸
炎
と
診
断
、
手
術
と
な
る
。
数
日
後
、
点
滴
ビ

ン
の
汚
れ

(髪

の
毛
が
ビ
ン
の
内

側
に
貼
り

つ
い
て
い
た
)
を
看
護
婦

に
申
し
出
る
が
、
と
り
あ

っ
て
も
ら
え
ず
、
悪
感
が
光
世
を

お
そ

う
。
も
し
光
世
が
死
ん
だ
ら
…
…
初
診

の
医
師

と
看
護
婦
を

一
生
恨
み
続
け
ず

に
は
お
か
な

い
。

そ
の

時
、

「吾
ら
に
罪
を
犯
す
者

を
、
吾
ら
が
許
す
ご
と
く
、
吾
ら
の
罪
を
許
し
給
え
」
が
浮
か
ぶ
。
毎
日
祈

る

「主

の
祈
り
」

の

一
節

で
、

ふ
だ
ん
は
何

の
抵
抗
も
な
く
と
な
え

て
い
た
こ
の
言
葉

が
い
き
な
り
綾
子

の
前
に
立
ち
は
だ
か

っ
た
。
今
、
光
世
の
苦
し
み
を
前

に
、
許
し
と
い
う
問
題
が
や

っ
と
自
分
自
身

の
問

題
と
し
て
迫

っ
て
き
た

〈二
十
二
〉。

12

・
新
居

で
の
生
活
、
懸
案

の
雑
貨
店
開
店

(昭
和
三
十
六
年
七
～
入
月
、
綾
子
三
十
九
歳
)

七
月
五
日
、
光
世
の
退
院
と
同
時
に
新
築

の
家
に
移
る
〈二
十
二
〉。
綾
子
は
結
婚
し
て
二
年
ほ
ど
、

ひ
る
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鍵
を
か
け
て
本
を
読
ん
で
い
た
が
、
閉
鎖
的
な
生
活
か
ら
は
何
も
生
ま
れ
な

い
。
反
対
す
る
光
世
を
後
目

に
、
雑
貨
店
開
店
に
向
け
て
動
き
だ
す
。
八
月

一
日
、

つ
い
に
念
願

の
雑
貨
店

が
開
店
す
る

〈二
十
三
〉。

13

・
主
婦

の
友
社

に
手
記

「太
陽
は
再
び
没
せ
ず
」
が
入
選

(昭
和
三
十
七
年
新
年
号

に
掲
載
、
綾
子
四
十

歳
)林

田
律
子
と

い
う

ペ
ン
ネ
ー
ム
で
執
筆
し
た
手
記
が
入
選
。
反
響

は
大
き
く
、
大
衆

の
読
む
雑
誌

に
発

表
さ
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
、
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
は
外
に
向
か

っ
て
語
り
か
け
ね
ば
な
ら
な

い
と
切
実
に
思
う

〈二
十
四
〉。

14

・
詐
欺
窃
盗

の
果
て
に
自
殺
し
た
教
え
子
M
、
心
を
閉
ざ
し
た
少
年

と
の
出
会

い

綾
子
は
罪
を
犯
し
た
M
か
ら

の
詫
び
状
に
対
し
、
慰

め
の
言
葉

と
共

に
厳
し

い
言
葉
を
書
き
添

え
た

が
、
M
が
自
殺
。
以
後
、
雑
貨
店
に
来
る
少
年
た
ち
に
心
を

つ
か
う
よ
う

に
な
る
。
た
だ

一
人
、
物
言
わ

ぬ
少
年

が
あ
り
、
そ
の
閉
ざ
さ
れ
た
心
を
開
く

の
は
、
雑
貨
店

の

一
主
婦
で
あ

る
綾
子
に
は
不
可
能
な
こ

と
と
思
う

(二
十
六
〉。

15

・
朝
日
新
聞

一
千
万
円
懸
賞
小
説

の
執
筆
を
開
始

(昭
和
三
十
八
年

一
月
、
綾
子
四
十

一
歳
)

昭
和
三
十
八
年
元
旦
、
母
が
秀
夫

(弟
)
に
言
わ
れ
た
と
懸
賞
小
説
を
募
集
す
る
朝

日
新
聞
を
手
渡
す

〈二
十
七
〉。
縁
者

が
殺
さ
れ
た
事
件
を
思

い
出
し
、
そ

の
夜
、
小
説

の
略
筋
を
作
る
。
光
世
は
執
筆
を
許

可
、
「
た
だ
し
神
に
祈

っ
て
、
御
旨

(神

の
意
志
)

に
叶
う
か
ど
う

か
、
よ
く
考
え
て
み
な
さ

い
」
。
小
説

(
9
　

の
舞
台
は
二
人
に
と

っ
て
忘
れ
ら
れ
な

い
見
本
林
に
決
め
、
雑
貨
店
を
続
け
な
が
ら
小
説
を
書
く
日

々
〈二
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十
入
〉。
執
筆

中

、
社

会
は
な

ぜ
幸
福

に
な
り

に
く

い
の
か
、
原
因

は
何

か
と
考

え
、
罪

の
問

題

に

つ
き
当

た

る
。

こ
れ
を

ク

リ

ス
チ

ャ

ン
と
し

て
訴
え

ね
ば
な
ら

な

い
。

こ

の
使
命
感

が
な
け

れ
ば
小
説

を
書

き
通
す

こ
と
は

で
き

な
か

っ
た

〈三
十
一
〉。

16

・
近
所

に
同

じ
雑
貨
店

が
開

店
、
売

り
上
げ

を
伸

ば
す

た
め

に
酒

を
売

る
と

い
う
綾

子

に
光
世
反
対

「
親

孝
行

の
金

は
神

が
く

だ
さ

る

(中
略

)

ど
う

し

て
も

酒
を
売

り

た

い
と

い
う

な
ら
離

婚
し

よ
う

」

と

い
う

光
世

の
言
葉

に

ハ
ッ
と
す

る

〈
二
十
九
〉。

17

・
性

生
活

に
不

満
あ

り
離
婚
す

る

と

い
う

知

人
T
子

の
来
訪

T

子
に
自
分

た
ち

夫
婦

の
こ
と
を
隠

さ
ず

に
話
す
。

T
子

は
夫
婦

と

は
何

か
、
結
婚

と

は
何

か
を

知
ら

な

い
。

人
格

と
人
格

の
結

び

つ
き

が
な
く

て
、

ど

ん
な
会
話

が
生
ま

れ

る
だ
ろ
う

、

愛

が
生

ま
れ

る
だ
ろ

う

。
体

さ
え
愛

撫
さ

れ
れ
ば
満

足
す

る
よ
う
な

愛
を
、

夫
婦
愛

だ

と
は
思

い
た
く
な

か

っ
た

〈三
十
〉。

18

・
子
供

ク
リ

ス

マ
ス
と
小
説

の
締

め

切
り

(昭

和
三

十
八
年
十

二
月
三

十

一
日
)

締

め
切
り
十

日
と

い
う

頃

に
風
邪

で
倒

れ

る
。

小
説

は
未
完
成

で
そ

の

コ
ピ
ー
も

と
れ

て

い
な

い
。
綾

子
は
恒
例

の
ク
リ

ス

マ
ス
会
を

正
月

に
延
期
し

た

い
と
申

し
出

る

が
、

「
神

の
喜
び
給
う

こ
と
を
し

て
、

落

ち

る
よ
う

な

小
説

な

ら
、
書

か
な

く

て
も
よ

い
」

「
入

選
す

る

に

き
ま

っ
て

い
る
原

稿

の

コ
ピ
ー

な

ど
、

ど
う

し

て
必
要

な

ん
だ
」
。
光
世

の
言
葉

に
従

い
、

一
〇
〇
名

近

い
子
供
達

と
ク
リ

ス

マ
ス
を
す

る
。

最
後

の
四

日
間
、

必
死

に
な

っ
て
書

き
続

け
、
十

二
月

三
十

一
日
午
前

二
時
、

つ
い
に
小
説

「
氷
点
」

が

完
成

す

る

〈三
十

一
〉。
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19

・
肺
炎

の
光

世
、
階

段
を
踏

み
外

し

た
綾
子

の
臥
床
生

活

(
昭
和
三
十

九
年

一
～
六
月

)

一
月

、
光

世
は
急

性
肺
炎

と
診
断
。

臨
終

間
近

と
感

じ

た
綾

子

は
夜

も
眠

れ
ず

、
畳

に
額

を
す
り

つ
け

て
祈

る
。

光
世

の
母

に
、

あ
な

た

た
ち

に

は
ま

だ
ま

だ
使
命

が
あ

る
か

ら
、
光

世

は
大

丈

夫

と
言

わ

れ

る
。

一
ヶ
月

後

に
は
愁
眉
を
開

か

せ
る
状
態

と
な

る

が
、
綾

子

は
看

病
疲

れ

で
階
段

を
三
段
踏

み
外
す

。

臥
床

生
活

が
何

日

か
続

く

が
、

光
世

の
母

の
言
葉
、

「
綾

子
さ

ん
は
確

か

に
女

の
仕
事

は
上
手

と

は
言

え

な

い
け

れ

ど
、
で
も

ね
、
神

さ
ま

は
そ

の
人
そ

の
人

に
、
ち

が

っ
た
使
命

を
与
え

て
い
る

の
で
す

か
ら

ね
。

与
え

ら
れ

た
才
能

を
使

命

と
思

っ
て
進

ん
だ
ら

い
い
と
思

い
ま
す

よ
」

に
打
た
れ

る

〈三
十
二
〉。

20

・応

募
七
三

一
編

の
中

か
ち
、

小
説

「
氷
点

」

一
位

入

選

(昭
和

三
十
九
年

七
月
十

日
、
綾

子
四
十

二
歳
)

第

一
次
選
考

(
六
月

十
九

日
)
、

第

二
次
選
考

(六
月

三
十

日
)
に
選
ば
れ

る
。
七
月

六

日
、

一
位
内

定

の
連
絡
。

光
世

の
帰
宅
後

に
感

謝

の
祈

り
を
捧

げ

る
。

「
綾

子
、
神

を
お

そ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
よ
。

人
間

は
有

名

に
な

っ
た
り
、
少
し

で
も
金

が
入

る
よ
う

に
な

る

と
、

そ
う

で
な

か

っ
た
時

よ
り

、
愚

か
に

な

り
や
す

い
も

の
だ

(中

略
)

こ
れ

か
ら

の
歩

み
方

は
大

切
だ
よ
」

「綾

子
、

神

は
、

わ

た
し
た
ち

が
偉

い
か
ら
使

っ
て
く

だ
さ
る

の
で
は
な

い
の
だ

よ
。
聖
書

に
あ

る
と

お
り
、

吾

々
は
土

か
ら
作
ら

れ

た
、

土

の
器

に
す

ぎ
な

い
。

こ

の
土

の
器
を
も
、

神

が
用

い
よ
う

と
し

給
う

時

は
、

必
ず

用

い
て
く

だ
さ
る
。

自

分

が
土

の
器

で
あ

る

こ
と
を
、
今

後

決
し

て
忘

れ
な

い
よ
う

に
」
。

七
月

十

日
、
新
聞

に

は
入
選

の
記
事

が
デ

カ
デ

カ
と
出

て

い
た

〈三
十
二
〉。
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四
、
成
人
期
の
人
格
発
達

「
結

婚
編

」

と
副
題

の
あ

る

「
こ

の
土

の
器
を
も

」

に
は
、

綾

子

の
五
年
間

の
結
婚

生
活

が
描

か
れ

て
お
り
、

日
常

の
中

で
起

き

る
出

来
事

の

一
つ

一
つ
に
正
面

か
ら
向
き
合

っ
て
生

き

る
綾

子

の
姿

を

垣
間
見

る
こ
と

が
で
き

る
。
そ

の
日
常
性

の
中

で
、
綾

子
は
愛
す

る
と

い
う

こ
と
、
夫
婦

と
し

て
あ

る
と

い
う

こ
と
、
そ
し

て
神
を

信
じ
、

畏
れ

る
と

い
う

こ
と
が

い
か
な
る

こ
と

で
あ

る

の
か
を
身

を
も

っ
て
知

っ
て

い
く
。
ま

た
、
当
時

セ

ン
セ
ー

シ

ョ

ン
を
巻

き
起

こ
し

た
小
説

「
氷
点

」

が
、

世

に
送
り
出

さ
れ

る
ま

で
の
過
程

が
リ
ア

ル
に
描

か
れ

て
い
る
。

こ
う

し
た
作

品

の
あ

ら
す

じ
を

、
本
書

の

一
一
頁

お
よ
び

一
三
頁

の

エ
リ

ク
ソ

ン
の
人
格
発
達

図
式

に
照
ら
し

て
捉
え
直

し

て
み
る
と
、
そ

こ
に

は
二

つ
の
テ
ー

マ
が
浮

か
び
上

が

っ
て
く

る
。
そ

の

一
つ
は
、
あ
ら

す
じ

1
～

9

に
見
ら

れ
る
よ
う

な
、
結
婚

生
活

を
送

る
中

で
夫
婦

と
し

て

の
あ

り
方
を

模
索
し
、

光
世

と
夫
婦

に
な

っ
て

い
く

綾

子

の
姿

で
あ
り
、

そ
れ

は
前

成

人
期

の
発
達

課

題

で
あ

る

「
親
密

」
を

獲
得

し

て

い
く

過
程

で
も

あ

る
。

も
う

一
つ
は
、

あ

ら
す

じ

10
～

20

に
見

ら

れ

る
よ
う

な

、
雑

貨
店

の
開
店

、

小
説

「
氷

点
」

の
入
選

と

い

っ

た
、
新

た
な

も

の
を

世

に
生

み
出
し

て

い
く
綾

子

の
姿

で
あ

り
、
成

人
期

の
発
達
課

題

「
生
殖

性
」

を
獲
得

し

て

い
く
過
程

で
も
あ

る
と
捉
え

ら
れ

る
。

エ
リ
ク

ソ

ン
に
よ

れ
ば
、
成

人
期

に
は

二

つ
の
段

階
、
前
成

人
期

(
e
a
r
l
y
 
a
d
u
l
t
h

o
o
d)
と
成
人
期

が
あ
り
、

そ

れ
ら
は
青

年
期

と
老

年
期

の
間

に
位

置

づ
け

ら

れ
る
。

各

段
階

に
当

て
は
ま

る
年
齢

の
幅

に

つ
い
て
は

「
あ

ら
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ゆ
る
必
要
条
件
を
考
慮

に
入
れ
た
上

で
、

一
つ
の
発
達
的
特
性
が
相
対
的
な
優
位
性
を
獲
得
し
、
意
義
深

い
臨
界

期
に
到
達
し
う

る
最
も
早

い
時
期
と
、
そ
れ
が
、
発
達
全
体

の
た
め
に
、
こ
の
臨
界
的
優
位
性
を
次

の
特
徴
に
譲

(
10

)

り
渡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
最
も
遅
い
時
期
と
に
よ

っ
て
定
義
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
、
見

い
だ
さ
れ

る
発
達
的
特
徴

に
よ

っ
て
各
段
階
に
は
年
齢

の
幅
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

結
婚
当
初

の
三
十
七
歳

の
綾
子
を
前
成
人
期
に
、
雑
貨
店

の
開
店
な
ど
に
着
手
し
始

め
た
三
十
九
歳
頃
か
ら
を

成
人
期
に
位
置
づ
け

て
考
察
す
る
こ
と
の
理
由
は
、
発
達
的
特
徴
を
考
慮
し
た
結
果

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

エ
リ

ク
ソ
ン
の
論
理
か
ら
も
妥
当

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
下
、

「
こ
の
土

の
器
を
も
」
を
前
成
人
期
と
成
人
期

の
発
達
課
題
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
を
深

め
て
い
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
成
人
期
に
あ

っ
た

綾
子

の
人
格
発
達

に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
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(1)

前
成
人
期

「親
密
対
孤
立
」

エ
リ
ク
ソ
ン
は
前
成
人
期

の
発
達
課
題
と
し
て

「親
密

(
i
n
t
i
m
a
c
y

)」
と

「孤
立

(
i
s
o
l
a
t
i
o
n

)
」
と

の
葛
藤

の
過
程
に
お
け

る

「
愛
」

の
獲
得
を
あ
げ
て
い
る
。
青
年
期

の
同

一
性
感
覚

の
探
究
を
潜
り
抜
け
て
き
た
若
き
成

人
た
ち
は
、
今
度

は
自
ら
進
ん
で
、
彼
ら

の
同

一
性
を
相
互

の
親
密
性
の
中

で
融
合
さ
せ
、
仕
事

や
性
愛
や
友
情

の
中

で
相
補
的
な
関
係
を
確
実
に
持
ち
う
る
個
人
た
ち
と
、
そ
の
同

一
性
を
共
有
す
る
よ
う

に
な
る
。

こ
う
し
た

「親
密
」
こ
そ
が
、
こ
の
段
階

に
求
め
ら
れ
る
基
本
的
な
力
で
あ
る

「愛
」
を
獲
得
す
る
基
盤

で
あ

る
。

一
方
、

「親
密
」
に
対
す
る
心
理
・社
会
的
な
対
立
命
題
は

「孤
立
」、

つ
ま
り
、
誰
か
ら
も
離
れ
、

「誰
か



ら
も
目
を
向

け
ら

れ

ぬ
」
状

態

に
あ

る

こ
と

へ
の
恐
怖

で
あ

る
。

こ
の

「
孤
立
」

の
孕

む
最
大

の
危

険

は
、

同

一

性

の
葛
藤

が
退
行

と
敵
意

を
ま

じ
え

て
再

燃
す

る

こ
と
に
あ

る
と

エ
リ

ク

ソ

ン
は
述

べ
て

い
る
。

こ

の
前
成

人
期

の
発
達

課
題

を
踏
ま
え

て
、
作

品
を
捉

え
直
し

て
み
よ
う

。

綾

子

の
結
婚
生

活

は

た

っ
た

ひ
と
間

の
小

さ
な
家

か
ら
始

ま
る
。
旭

川
六
条
教

会

の
牧
師

で
あ

る
中
嶋

正
昭
氏

の
、

「
結
婚

し
た

か
ら

と

い

っ
て
、

翌

日
か
ら
す
ぐ

に
夫
婦

に
な

っ
た
と

い
え

る
も

の
で
は
な

い
。

わ
た
し

た
ち

が
真

の
夫
婦

に
な

る
た

め
に
は
、

一
生

の
努

力

が
必
要

で
あ

る
」

と

い
う

言
葉

が
結
婚

第

一
日
目

の
朝
、

胸

に
浮

か

ぶ
が
、
何

を

ど
う
努

力
し

て
よ

い
の
か
見

当

が

つ
か
な

い

〈
一
〉。

十
三

年
間
療
養

し
、

料

理
、
洗

濯
も

満

足

に

し

た
こ
と

の
な

い
役

立

た
ず

の
人
間

が
、

ど
ん
な
家

庭
を
築

き
上
げ

て

い
く

の
か
と
綾

子

は
案

じ

た

〈四
〉。

当
時
、
家

事
を
す

る

こ
と
は
、
家

庭

に
お
け

る
女

性

の
も

っ
と
も

基
本
的

な
役
割

と
さ

れ
て

い
た
。

し

か
し
光

世

は
病
弱

の
綾

子
を
思

い
、

家
事

も
よ
く
手

伝

っ
て
く
れ

た
。
綾

子
は
そ

の
優
し

さ
を
受
け
止

め

つ

つ
も
、

家
事

も

ま

と
も

に

で
き

な

い
自

分

が
、

ど
ん
な
家

庭
を
築

い
て

い
く

の
か
と
暗
中

模
索

で
あ

っ
た

に
ち

が

い
な

い
。

し

か
し
、

結
婚
前

に
は
感

じ

た

こ
と
も

な

い
感
情

が
、
綾

子

に
光

世

の
妻

で
あ

る

こ
と
を
確

認

さ

せ
る
。

結
婚

祝

い
の
お
礼

に
、

光
世

と
亡
き
前

川
正

の
実
家

を
訪

ね
た
と
き
、

今
は
も
う

前

川
正

の
恋

人

で
は
な
く
、
光

世

の

妻

で
あ

る

こ
と
を
実
感

す

る

〈三
〉
。
友

人

の
国

村
則

雄

が
光

世

の
留

守
中

に
訪
ね

て
き
た

と
き

に
は
、
異

性

の
友

人

を
部

屋

に
あ
げ

て
よ

い
も

の
か

と
た
め
ら

い
を
抱

い
た

〈六
〉。

ま
た
十

三
年
間
、
寝

て

い
る
生

活

が

日
常

だ

っ

た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

光
世

の
留
守
中

、
安
静

の
た
め
寝

て

い
る
こ
と

に
気

が
咎

め
る

こ
と
も

あ

っ
た

〈四
〉
。

こ
う

し

た

一
つ

一
つ
の
感
情

が
、

「
妻
」

と

い
う

も

の
の
感

情
な

の
だ
と
綾

子

は
し

み
じ

み
と
実
感

し
、
光

世
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の
妻

で
あ

る
自
分
自
身

を
受
け

入
れ

て

い
く
。

そ

の

一
方

で
、
綾

子
は
、

日
常

の
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事

を
夫
婦

の
あ

り
方
を
指

し
示
す
道

標

と
し

て
受

け
止

め

る
。

そ
れ

は
、
光
世

の
人
間
性

と
信
仰

心

に
支

え
ら

れ
た
言
動

が
綾

子
を
導
く

も

の
で
も
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
、

結
婚

を
反
対

す

る
手

紙
が
届

い
た

と
き
、

光

世
は
綾

子

に

「
結
婚

は
必
ず

し
も
す

べ
て

の
人

の
喜

び

で
は
な

い
。

そ

れ
故

に

こ
そ
、
只

二

人

だ
け
仲

が
良

け

れ
ば
よ

い
と

い
う

閉

鎖

的
な

家

庭

で
あ

っ
て
は

な
ら

な

い
」

と
言

っ

た
。
綾

子

は
自
分

た
ち

の
家
庭

を
、
多

く

の
人
を
受
け

入

れ
、

愛
す

る
家
庭

に
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
と
改

め
て

光

世
と
話

し
合

っ
た

の
で
あ

る

〈
二
〉。

ま

た
、

光
世

の
背

広

が
ク

リ
ー

ニ
ン
グ
店

で
盗

ま
れ

た

と
き

に
は
、
弁

償

し

て
も

ら
う

と
意

気

込

む
綾

子

に

「
馬
鹿

だ
ね
え
、
綾

子
。
そ

ん
な

に
文
句

を
言
う

も
ん

じ

ゃ
な

い
。
黙

っ
て
許

し

て
や
る

こ
と
だ
よ
」
、

「
聖
書

に

は
何
と
書

い
て
あ

る
。
許

し

て
や

れ
と
書

い
て
あ

る
だ

ろ
う

。

(中

略
)
許
す

と

い
う

こ
と
は
、
相
手

が
過
失

を

犯

し

た
時

で
な
け

れ
ば
、

で
き
な

い
こ
と
な
ん

だ
よ

(中
略

)
」

と
光
世

は
言

っ
た
。

そ

の
と
き
、
綾

子

は
許

す

と

い
う

言
葉

を
あ
ら

た

め

て
思

い
、

何

と
あ

り

が
た

い
男
性

を
夫

に
与
え

て
く

だ
さ

っ
た
こ
と
だ

ろ
う

と
神

に
感

謝

し

た
。

そ
し

て
、

結
婚

と

い
う
も

の
も

二
人

の
人
間

が
お
互

い
全

面
的

に
相
手

を
受
け

入
れ
な
け

れ
ば
成

り
立

た
な

い
も

の
で
は
な

い
か
。

す

べ
て
を
許

し
合
う

の
が
、
結

婚
生

活

で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
と

つ
く

づ
く
思
う

の

で
あ

る

〈八
〉。

こ
う

し

た

こ
と

か
ら
も

、
綾

子
は
光
世

の
人
格

に
ふ
れ
、
夫
婦

と
し

て

の
あ
り

方
を
問

い

つ
つ
、

そ

の
歩

み
を

続
け

て

い
る

こ
と
が
わ

か
る
。
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さ
ら

に
、
綾

子

と
光

世

の
精

神

の

つ
な

が
り

の
深

さ
を
、
以

下

の
記

述

か
ら
も

う

か

が

い
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

「
わ

た
し

は
大
体

に
お

い
て
、

人

の
話

は
聞
く

が
、
自

分

の
心

の
中

を

何
も

か
も

打
ち
あ

け

る
と

い
う

性
格

で
は
な

い
。

と

こ
ろ

が
三
浦

と
結
婚

し

て
か
ら

は

(中

略
)
他

の
人
に

は
決

し

て
見

せ
な

い
心

の
奥
ま

で
語

っ
て

し
ま
う

」
。

そ
れ

ゆ
え

に
、
結
婚
前

に

は

つ
け

て

い
た

日
記

を
書
く

こ
と
も

ま
れ

に
な

っ
た
と

い
う
〈十
五
〉。
ま

た
、

過

労

が
重

な

っ
て
光

世

が
自

宅
療
養

し

た
際

に
も
、
綾

子

は

「
し

み
じ

み
と
話

し
合
う

時
間

を
与
え

ら
れ

た
よ
う

な
、

そ
ん
な
安
ら

ぎ
さ
え
感

じ

て

い
た
」
。
結
婚

半
年
も

経

た
な

い
う

ち

に
光
世

が
欠
勤
す

る
こ
と

に
な

っ
て
も
、

じ
め
じ

め
と
暗

い
空
気

で
は
な
く

、
二
人
は
短
歌

の
批
評

を

か
わ
し
、
静

か
な
時
間
を

過

ご
し

て

い
る
〈十

一
〉。

病

む
吾

の
手
を
握

り

つ
つ
眠

る
顔
も

優

し
と
思
う

夫

の
顔

を
両
手

に
抱

き
て
く
ち

づ
け

ぬ
共

に
短

き
命

と
思

へ
ば
　

綾
子

朝

よ
り
疲

れ
訴

え

ゐ
し
妻

が
し

ぐ
る

る
ひ

る
を
物

妙

め
を

り

涙
出

づ
る
ま

で
に
素
直

に
聞

き
て

ゐ

つ
妻

が
語

る
前

川

正
と

の
過

去
　

光

世

こ
う

し

た

こ
と
か
ら
も
、
綾

子

は
光

世

に
心
を

ゆ
る
し
、
光

世
も

ま
た
同
様

で
あ

っ
た

こ
と
が
う

か
が
え

る
。

し

か
し
、
そ

れ

で
も
思

い
た

っ
て

つ
け

た
日
記

に
は
、

い
ら

い
ら
し

て
光
世

の
あ

ご
を

つ
つ
き
、

み
じ

め

に
な

っ

た

こ
と

が
記

さ
れ

て

い
る

〈十
五
〉。

当
時
、
綾

子

は
光
世
を
心

か
ら
愛

し

て

い
る
と
自
負
し

て
お
り
、

そ

の
自

分

が
愚

か
し

い
み
に
く

い
こ
と
を
し
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た

の
で
、

か
な
り

シ

ョ
ッ
ク
だ

っ
た

と
書

い
て

い
る
。

ま

た
、

あ

る
と
き

に
は

つ
ま
ら

ぬ

こ
と

(家

の
設
計

図
)

で
光

世

に
怒
り

、
十

分

ほ
ど

口
を

き
か

な

か

っ
た

こ
と

が
あ

っ
た
。
し

か

し
綾

子

は
す

ぐ

に
両

手
を

つ

い
て
謝

り
、

「
悪
人

と
は
わ

た
し

の
こ
と

で
あ

る
」

と
墨

で
半

紙

に
書

い
た
。

病

人

の
自
分

を
待

ち
続

け
、
結

婚

し

て
く
れ

た
大
恩

人

に
怒

る

と
は
何

と

い
う

悪

い
女

だ
、

そ
れ

は
日
夜

自
分

に
言

い
聞

か
せ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
言

葉

で
あ

り
、

半

紙
を

天
井

に
貼

る

こ
と

に
し

た

〈十
五
〉。

「
い
ろ

い
ろ
な

思

い
を
積

み
重

ね

て
、
夫

婦

は
そ

れ
ぞ

れ
大

人

に
な

っ
て

い
く
も

の
で
あ

る
」

と
綾

子

が
述

べ

て

い
る
言

葉

に

は
、

こ
う

し

た
日
常

の
中

で
生

じ
る

さ
ま
ざ
ま

な
心

理
的
葛
藤

を
乗
り

越
え
、

そ

の
積

み
重
ね

の
結
果

と
し

て
、

お
互

い
が
成
長

し
、
夫
婦

と
し

て
育

っ
て

い
く

の
だ
と

い
う

意

味

が
込

め
ら

れ

て
い
る

の
で
は
な
か

ろ
う

か
。

そ
う

し

た
夫

婦

の
愛
情

と
信
頼

は
、
初

め
て
迎
え

た
正
月

の
姿

か
ら

も
う

か
が

い
知

る

こ
と

が

で
き

る
。

綾

子

は
光

世
に
教

わ
り
な

が
ら
、
三

浦
家
方
式

の
雑
煮

を

一
生
懸
命

に
作

っ
た
。

ま
た
そ

の
雑

煮
を
食

べ
る
光

世
を
眺

め
、
幸

せ

だ

っ
た

と
言
う

。

「
あ

り

が
と
う

光

世

さ
ん
」

「
何

が

?
」

「
何
も

か
も
」

〈十
六
〉。

い

つ
治

る
と
も
わ

か
ら
な

い
綾

子
を
待

ち
、
励

ま
し

続
け

て
く
れ

た
光
世

に
、

綾
子

は
心

か
ら
感
謝

し
、

そ

れ

と
同
時

に

こ
の
上
な

い
幸

せ
を

実
感
し

た
。

こ

の
よ
う

な
綾
子

の
結

婚
生

活
を
概
観

す

る
と
、
光

世

の
誠
実

で
信
仰

深

い
人
格

と

の
ふ
れ
あ

い
が
、

妻

で
あ

る
こ
と
を
実
感

し

つ

つ
あ

っ
た
綾

子
を

大

い
に
刺

激

し
、
夫
婦

と

は
何

か
、

ど
う

あ
ら

ね
ば
な

ら
な

い
の
か
を
考

え
さ

せ
て

い
る

こ
と
が
わ

か
る
。

綾

子

は

こ
う

し

た
日
常

の
出
来
事

一
つ

一
つ
を
意

味
深
く

受
け
止

め
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
夫

で
あ

る
光
世

と

の
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関
係
を
親
密
な
も
の
と
し

て
築
き
上
げ
、
さ
ら
な
る
信
頼
を
光
世

に
寄
せ
て

い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
夫
婦
の
関
係

は
、
人
格

の
関
係
だ
」
、

「
人
格
と
人
格

の
結
び

つ
き
が
な
く
て
、
そ

こ
に

一
体
ど
ん
な
会
話

が

生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
愛
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
」
と
語

る
綾
子
、
人
に
は
見
せ
な

い
心

の
奥
ま
で
光
世
と
語
り
合
う

綾
子
、
こ
う
し
た
綾
子
の
生
き
る
姿
は
、
自
己
の
同

一
性
を
光
世

の
そ
れ
と
融
合
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
姿
で
あ
る

と
捉
え
ち
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
前
成
人
期

の
発
達
課
題
で
あ
る

「親
密
」
を
獲
得
し
て
い
く
姿

で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

当
時

の
綾
子
に
は
、
「親
密
」
の
対
立
命
題
で
あ
る

「
孤
立
」
の
影
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
光
世
と
の
人
格

の
結
び

つ
き
、
相
互
に
受
容
す
る
関
係
が
築
け

て
い
け
た
か
ら
、
綾
子
は
孤
立
す

る
こ
と
な
く
結
婚
生
活
を
過
ご

せ
た
の
だ
と
言
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
光
世
と
築

い
た
家
庭
と
い
う

の
は
、
多
く

の
友
人
を
受
け

入
れ
る
家
庭
で
も
あ

っ
た
。
綾
子
は
、
光
世
と
の
親
密
性
を
深
め
て
い
っ
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
家
族
や
友

人
、
教
会

の
人
々
と
の
交
流
を
大
切
に
し
、
そ

の
関
係
性

の
中
で
、

こ
の
時
期

の
発
達

課
題
で
あ
る

「親
密
」
を

獲
得
し
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

さ
ち
に
そ
の
段
階
が
、
そ
の
後

の
段
階
に
と

っ
て
発
達
的

に
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
と
い
う

「漸
成
的
発
達
」

を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前

の
、
青
年
期

の
課
題
で
あ
る

「同

一
性
」

の
感
覚
を
十
分
に
獲
得
で
き
て
い
た
か

ら

こ
そ
、
同

一
性
喪
失
の
恐
れ
を
も

つ
こ
と
な
く
、
信
じ
る
に
足
る
光
世
と
そ
の
同

一
性
を
融
合
さ
せ
て
い
く
こ

と
が
で
き
た
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
あ

の
過
酷
な

「青
春
」

の
中

で

「
自
己
」
を
発
見
し

て
き
た
綾

子
で
あ

っ
た
だ
け
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に
、
そ

の
自
己
を

見
失
う

こ
と
な
く

、
前
成

人
期

の
発
達

課
題

で
あ

る

「
親
密

」

を
獲
得
す

る

こ
と

が

で
き
、

そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、

こ

の
時

期

の
基

本
的

な
力

で
あ

る

「
愛

」
を
得

る

こ
と
が

で
き
た

の
だ
と
言
え

よ
う

。

(2)

成

人
期

「
生
殖

性
対

停
滞
」

続
く
成

人
期

に
は
、

ど
う

い
っ
た
発
達

課
題

が
準
備

さ
れ

て

い
る

の
だ
ろ
う

か
。

こ
の
時

期

に
は
、

「
生

殖
性

(
g
e
n
e
r
a
t
i
v
i
t
y

)

対
停
滞

(
s
t
a
g
n
a
t
i

o
n)
」

と

い
う

重
大

な
対

立
命
題

が
与
え

ら
れ

て

い
る
と

エ
リ
ク

ソ

ン
は

指
摘
す

る
。

こ

こ
で
言
う

生
殖
性

は

「
子
孫
を
生

み
出
す

こ
と

(
p
ro
c
r
e
a
t
i
v
i
t
y

)
、
生

産
性

(
p
ro
d
u
c
t
i
v
i
t
y

)
、

創
造
性

(
c
r
e
a
t
i
v
i
t
y

)
を
包

含
す

る
も

の

で
あ

り
、

(自
分

自
身

の
)

更
な

る
同

一
性

の
開
発

に
関

わ

る

一
種

の
自
己
-

生
殖

(
s
e
l
f
-
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n

)
を
含
め
て
、
新
し

い
存
在
や
新
し
い
観
念
を
生

み
出
す

こ
と
を
表
わ
し

(
11

)

て
い
る
」
。

つ
ま
り
、
成
熟
し
た
人
間
は
、
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

「生
殖
性
」
は
次

の
世
代

を
確
立
さ
せ
、
導
く

こ
と

へ
の
関
心
で
あ
り
、
世
代
継
承
的
サ
イ
ク

ル
を
意
味
す
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
獲
得
す

べ
き
基
本
的
な
力
は
、

「
こ
れ
ま
で
大
切
に
し
て
き
た
人
や
物
や
観
念

の
面
倒
を
み
る
こ
と

へ
の
よ
り
広
範
な
関

与
」
を
意
味
す

る

「
世
話

(
c
a
r
e

)」
で
あ

る
。
そ
の

一
方
で
、
生
殖
的
活
動
の
活
性
を
失

っ
た
人
た
ち

の
心
全
体

を
覆
う
も
の
は
、
停
滞
感

で
あ
る
。

前
成
人
期

の
課
題
で
あ
る

「親
密
」
を
獲
得
し
て
き
た
綾
子

で
あ

っ
た
が
、
次
な
る
こ
の
課
題

「生
殖
性
」
に

つ
い
て
は
ど
う

で
あ

っ
た
ろ
う

か
。
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ま
ず

「
子
孫
を
生

み
出
す

こ
と
」

と

し

て
、

子

ど
も

を
生

み
育

て
る

こ

と

に

つ
い
て
見

て
み

る
と
、
三

浦

夫

婦
、

と
く

に
綾

子
は
体

が
弱

く
、

子

ど
も
を

作

ら
な

か

っ
た
。
夫

で
あ

る
光

世

は

次

の
よ
う

な

歌

を

詠

ん

で

い

る
。

「
こ
の
弱

き
妻

が
子
を
背

負
う

と
思
う

だ

に
憐

れ

に

て
子
を
願

う

心

に
な

れ
ず

」
。
綾

子

は

「
三
浦

に
し

て

も
、

本
心

は
子
供

を
欲

し
か

っ
た
に
ち

が

い
な

い
、

し

か
し
、
子
供

を
も
う

け

る

こ
と

だ
け

が
結
婚

の
目
的

だ

と

は
、
わ

た
し

た
ち

は
考

え

て

い
な

か

っ
た
。

二
人

が
お
互

い
の
人

格
を
尊
重

し
合

い
な

が
ら
、
子
供

の
な

い
夫
婦

は
そ

れ
な
り

に
、

こ
の
世
に
果

た
す

べ
き
使
命

が
あ
る

と
思

っ
て

い
た
」

と
記
し

て

い
る
。

第

二
次

世
界

大
戦

後

の

ベ

ビ
ー
ブ

ー

ム

(昭

和

二

十

二

～
二
十

四
年

頃

)
は

ピ
ー

ク
を

越
し

て

い
た

と

は
言

え
、
結
婚
当

時

の
昭
和

三
十
四
年

頃

の
日
本
社
会

に

お

い
て
、
妻

の
社
会
的

役
割

と
し

て
子
ど
も

を
生

み
育

て
る

こ
と
を
第

一
と
す

る
風
潮

が
根
強

か

っ
た

こ
と
は
否

め
な

い
。

そ

の
よ
う

な
中

で
、

光
世

は
綾

子

の
体

の

こ
と
を

思

い
、

子
ど
も

を
も
う
け

る

こ
と
を
望

ま
な

か

っ
た
。
綾

子
も

子
ど
も
を
生

め
な

い
こ
と
を

悲
観
す

る

の

で
は
な

く
、

子
ど
も

の

い
な

い
夫
婦

と
し

て
こ

の
世

に
果

た
す

べ
き
役
割

が
あ

る

の
だ
と
認
識
す

る
。

し

か
し
な

が
ら
、

そ

の
役
割

と

は

い

っ
た

い
何

で
あ

っ
た
か
。

綾

子
は
結
婚

し

て
ま

も
な
く
、

念
願

で
あ

っ
た
掲
示
板

を
家

の
前

に
立

て
、
教

会
案
内

と
聖
書

の
言
葉

を
人

々

に
伝

え
た

〈五
〉。
新
居

を
建

て

る
た
め

の
土
地
探
し

の
第

一
の
条

件

も
、
掲

示
板
を

立

て
る
に

ふ
さ
わ

し

い
場
所

で
あ

っ
た

〈十
九
〉。

さ
ら

に
、

そ

の
新
居

で
雑

貨
店

を
始

め

た
第

一
の
目

的

は
、

一
人

で
も
多

く

の
人

に
接
し

て
、

自
分

が

い
か
に

絶
望

か
ら
希

望

に
立
ち
直

っ
た
か
、

こ
れ
を
伝

え

た
か

っ
た
。
す

な
わ

ち
伝
道

が
目
的

で
あ

っ
た
。

「
結

婚
し

て
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二
年

ほ

ど
わ
た
し

は
、

ひ
る
、

鍵
を

か
け

て
本

を
読

ん

で

い
た
。

そ
ん
な
閉
鎖

的
な
生

活

か
ら

は
、
何

も
生

ま
れ

る
わ
け

は
な

い
。

二
人

は
結
婚

す

る
時
、
少

し

で
も

人
様

の
役

に
立

ち
た

い
と
願

っ
て

い
た
は
ず

だ

っ
た
。

(中

略
)
店

を
開

く

こ
と
に
よ

っ
て
、
少

な
く

と
も

近
所

の
人

と
馴
染

み
に
は
な

れ
る
。

そ
し

て
、

そ

の
中

の

一
人
に

で
も

、
キ

リ

ス
ト
教

の
伝
道

を
す

る

こ
と

が

で
き

る
な
ら
、
と

い
う

の
が
わ
た
し

の
願

い
だ

っ
た
」
。
光

世

の
反
対

を

お
し
き

り
、

借
金

を
し

て
ま

で
も
新

居
を
建

て
、
雑

貨
店

を
開
き

た

い
と
願

っ
た
綾

子

は
、

見
事

に

「
無

か
ら

有
を

生

み
出
す

業
」

を
や

っ
て

の
け

る

の
だ
。

そ
し

て
雑

貨
店

を
始

め

て
か
ら
、
綾

子

の
食
欲

は
増
し

、
次
第

に

体
力

も

つ
い
て

い
っ
た

〈
二
十
三
〉。

さ
ら

に
、
綾

子

は
林
田
律

子
と

い
う

ペ

ン
ネ

ー

ム
で
手
記

「
太
陽

は
再

び
没

せ
ず

」
を
執
筆

す

る
。

神

が

い
か

に
よ

き
助
け
手

を
送

っ
て
く

れ
た

か
、

信
仰
を

与
え

て
く

れ
た
か
、

光
世

と

い
か

に
し

て
結
婚

す

る
に
至

っ
た
か

を
書

い
た

そ

の
手
記

が
、

主
婦

の
友

に
掲
載

さ
れ
、
大

き
な
反
響

を

よ
ん

だ

〈二
十
四
〉。

こ

の
こ
と

に
よ

っ
て
綾

子

は
、

大
衆

の
読

む
雑

誌

に
発

表

さ

れ

る

こ

と

の
大

切

さ

を
痛

感

し
、

ま

た

ク
リ

ス

チ

ャ
ン
は
外

に
向

か

っ
て
語
り

か
け

ね
ば
な
ら

な

い
と
切
実

に
思

う

の
で
あ

る
。
ま

た
、

教
え

子
M

に
自
殺

さ
れ

た
綾

子
は
、
雑

貨
店

に
や

っ
て
く

る
少
年

た

ち

に
特

に
気

を

つ
か
う

よ
う

に
な

る

〈二
十
六
〉。

綾

子
に

と

っ
て
彼

ら
は
客

と

い
う

よ
り
、
教

え
子

に
も
似

た
愛
す

べ
き
存
在

だ

っ
た
。

し

か
し
、

そ

の
中

に
た

だ

一
人
、
実

に
暗

い
、

も

の
ひ
と

つ
言
わ
な

い
少
年

が

い
た
。
綾

子

は
そ

の
少
年

に
歩

み
寄

ろ
う

と
試

み

る
が
、

拒
否
的

な
態
度

の
少
年

の
、
深

く
閉

ざ
さ
れ

た
心
を
開

く

こ
と
は

つ
い
に
で
き
な

か

っ
た
。

「
こ
の
少

年

の
、
閉

ざ
さ
れ

た
心
を

ひ
ら
く
も

の
は
誰

か
。
そ
れ

は
雑
貨
店

の

一
主

婦

の
わ

た
し

で
は
不

可
能

な

こ
と
な

の
だ
。

わ
た
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し
は
彼

を
見

る
度

に
そ
う
思

い
、
憂
欝

だ

っ
た
」
。
の
ち

に
小

説
を
書

く

よ
う

に
な

っ
た

と
き
、
人
生

を
誤

っ
た
多

く

の
青

少
年

た
ち

か
ら
感

動

の
手
紙

を
も

ら

っ
た
。

「
あ

の
暗

い
少
年

は
果

た
し

て
わ

た
し

の
小
説

を
読

ん

で
く

れ

て

い
る
だ
ろ
う

か
。

読

ん
で

い
て
く
れ

た
ら
と
、

わ

た
し

は
切
実

に
思
う
」
。

こ
う

し
た

こ
と

か
ら
考

え

る

と
、

子

ど
も

の

い
な

い
綾

子

に

と

っ
て
、

こ

の
世

に
果

た
す

べ
き
役

割

と

は
、

人

々
の
幸

せ
を

阻

む
社
会

に
向

か

っ
て
、
ま

た
揺

れ

動

く
若
者

た

ち

に
向

か

っ
て
、
歩

む

べ
き
道

を
指

し
示

す

「
も

の
」
を
生

み
出

し
、

そ

の
こ
と
を
通
し

て
彼
ら

を
導
く

こ
と

で
は
な

か

っ
た
か
。

そ

の
使

命
を
綾

子

は
自
ら

に
見
出

し

た

の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う

。

そ
し

て
、
歩

む

べ
き
道

を
指

し
示
す

「
も

の
」

と
は
、
ま

さ

に

「
小

説
」

で
あ

っ
た
。
幼

い
頃

か
ら
、
祖

母

の

お
と

ぎ
話

を
聞

い
て
育

っ
た
綾

子
は
、

幼
少
期

に

は

「
本
き

ち
が

い
」

の
異
名

を

と

っ
た

ほ
ど

で
あ

る
。

十

一
歳

で
は
じ

め

て

の
小

説

「
ほ
と

と
ぎ
す
泣

く
頃
」

を
書
き

、
読

む

こ
と
、
書

く

こ
と

は
元

来
好

き
だ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

こ
う

し

た
綾

子

が
、

中
嶋
牧

師

に
勧
め
ら

れ

て
、

「
声
」

(六
条
教

会

で
出
し

て

い
た
月
報

)

に
原
稿
を
書

き
、
そ

の
こ
と
が
、
手
記

「
太

陽

は
再

び
没

せ
ず

」
を
出

す
き

っ
か
け

と
も
な

っ
て

い
る

〈
二
十

一
〉。

ま

た
、

朝

日
新
聞

の
懸

賞
小

説
募
集

の
記
事

を
母

に
見

せ
ら

れ

た
と
き
、
書
け

る
わ
け

が
な

い
と
言

い
な

が
ら

も

、

】
晩

で
長
編

小

説

の
略
筋

を
作

っ
て

い
る
。
綾

子

は
、
療

養

中

に
遠

縁

の
者

が
殺

さ

れ

た
事

件

を

思

い
出

し
、

「
も

し
、

自
分

の
肉
親

が
殺

さ

れ

た
ら
?
」
、

そ
う

思

っ
た
と

た
ん
、

こ
れ

だ

と
ア
イ

デ

ア
が
浮

か

ん

だ
と

い
う

〈二
十
八
〉。

三
浦

光
世

「
綾

子

へ
」

の
中

で
、

光

世

は

「
私

に
縁

の
な

い

こ
と

と
笑

っ
て
帰

っ
て
き

た
綾

子

が
、

一
晩

で
小
説

の
荒
筋

が
出
来

た
と
言

い
、

翌

日
に
は
私

に

『
書

い
て
も

い
い
?
』

と
問
う

た

こ
と

は
忘

れ
得
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(l2

)

な

い
」

と
述

べ
て

い
る
。

綾

子

は
小
説

の
書

き
方

も
知
ら

な
か

っ
た

が
、
手

紙

か
日
記

で
も
書

く

よ
う

に
す

ぐ

に
書

き
始

め
た
。
光

世

の

就
床

後

が
小
説
を
書

く
時
間

で
、

午
前

二
時

頃
ま

で
書
き
続

け

た
。

病
弱

で
あ

っ
た
綾

子
が
昼
間
、
雑

貨
店

を
し

な

が
ら
長

編
小
説

を
書

く
と

い
う

こ
と

は
、

よ

ほ
ど

の
努

力

で
あ

っ
た

こ
と

だ
ろ
う

。

「
自
分

が
し
た

い
こ
と
を

す

る
と

い
う

の
は
、
決

し
て
辛
く

も
な
く

、
悲
壮
感

も

な

か

っ
た

(中
略
)
。

そ
れ

で
も
わ

た
し

は
時
折

、

(
い

つ

ま

で

つ
づ
く

だ
ろ
う

か
)

と
、
思
う

こ
と

が
あ

っ
た
」
。

こ
う

し

た
綾

子

の
執

筆
活

動
を
陰

で
支
え

た

の
は
、

言
う

ま

で
も
な

く
夫

の
光

世

で
あ

る
。

そ
れ

と
同
時

に
、

「
訴
え

ね
ば
な

ら

ぬ
」

と

い
う

使
命
感

だ

っ
た
。

「
も

し
好

き
な

だ
け

な
ら
、

わ

た
し
は

こ
の
辺

で
、

ペ

ン
を

投

げ
出

し
て
し
ま

っ
た
で
あ
ろ
う

。

だ
が
、

わ

た
し

は
、

書
き

な
が
ら
、

人
間

の
社
会

は
な

ぜ
こ
ん
な

に
も
幸
福

に

な
り

に
く

い
の
か
、

一
体

そ

の
原
因

は
何

か
と
考
え

る
時
、

や

は
り
教

会

で
教
え
ら

れ
て

い
る
罪

の
問

題

に
、

つ

き
当

た
ら
ず

に

は

い
ら
れ
な

か

っ
た
。

こ

の
、

罪

の
問
題
を

、
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
と
し

て
訴
え

ね
ば
な

ら

ぬ
と
思

っ

た
」
。

こ
う

し

て
、

昭
和

三
十
八

年
十

二
月
三

十

一
日
午
前

二
時
、

つ
い
に
小
説

「
氷
点

」
を
完

成

さ
せ

る

の
で
あ

る
。そ

の
年

が
明
け
、
光

世

は
肺
炎

で
床

に
伏

し

て
し
ま
う
。

綾

子
も
ま

た
、

看
病
疲

れ

か
ら
階
段
を

三
段
踏

み
外

し
、
し

ば
ら
く
臥
床

生
活

と
な

る
。

そ

の
綾

子

に
光
世

の
母

は
、

「
綾

子
さ

ん
は
確

か

に
女

の
仕
事

は
上
手

と

は

言
え
な

い
け

れ
ど
、

で
も
ね
、
神

さ
ま

は
そ

の
人
そ

の
人

に
、

ち
が

っ
た
使
命
を

与
え

て

い
る

の
で
す

か
ら
ね
。

与
え
ら

れ

た
才
能

を
使
命

と
思

っ
て
進

ん

だ
ち

い
い
と
思

い
ま
す

よ
」

と
言
葉

を
か
け

て
く
れ

た

〈三
十
二
〉。
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懸
賞
小
説

に
応
募

し

た

こ
と
を
誰

に
も
言

っ
て

い
な

い
状
況

の
中

で

の
、

し
か
も
当
時

の
、
嫁

は
家
事

、
育

児

に
励

む

べ
し

と

い
う

風
潮

の
中

で

の
、

こ
う

し

た
言
葉

、

そ
れ
を
言

っ
て

の
け

る
姑

の
存
在

は
、

「
小

説
」

を
書

く

こ
と
を
通

し

て
、

そ

の
使
命

を
果

た
し

て

い
こ
う

と
す

る
綾

子
を
後

押
し

し

て
く

れ
た

に
ち
が

い
な

い
。

昭
和
三
十
九

年
七
月

十

日
、

つ
い
に
小
説

「
氷
点

」
は
、
朝

日
新
聞

一
千
万

円
懸
賞

小
説

に

一
位
入

選
と
な

っ

た

〈三
十
二
〉。

以

上

の
よ
う

な
綾

子

の
生

き
様
を

見
る

と
、

「
生

殖
性
」

の
も

っ
と
も
直
接

的
な

形
態

で
あ

る
、
子

を
生

み
育

て
、

親

に
な

る

と

い
う

こ
と
は
綾

子

の
人
生

に
お

い
て

一
度

も
な

か

っ
た

こ
と
が
わ

か
る
。
し

か
し
、

エ
リ

ク

ソ

ン
が

「
生
殖
性

」
と

い
う

言

葉

に
よ

っ
て
、
親

で
あ

る

こ
と

(
p
a
r
e
n
t
h

o
o
d)
以
上

の
意
味

を
付
与

し

た
よ
う

に
、

綾

子
は

こ

の
時

期
、

「
創
造
性

」

の
あ
る
、
社

会

に
開

か
れ

た
活
動

に
携
わ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

「
生
殖

性
」

と

い
う

発
達
課

題

の
達
成

に
向
け

て
進

ん

で

い

っ
て

い
る

こ
と
が
わ

か
る
。

新

居

に
雑
貨
店

を
開
店

し
、

そ
れ

ま

で

の
閉

鎖
的

だ

っ
た
生

活
を
変

え
よ
う

と
試

み
る

こ
と
、

信
仰

と
愛

の
告

白

で
あ
る
手
記

の
雑
誌

掲
載
、

そ
し

て
小
説

「
氷
点
」

の
執
筆

と

一
位

入
選
。

こ
う
し

た
活
動

の

一
つ

一
つ
が
、

新
し

い
も

の
を

世

に
生

み
出
す

営

み
そ

の
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う

。

ま

た
、

こ
う

し

た
活
動

に
綾

子
を

突
き

動
か
し

た
も

の
は
、
幸
福

に
な
り

に
く

い
社
会

に
身
を

置
く
人

々
に
、

そ

の
歩

む

べ
き
道

を
指
し

示
し

た

い

と

い
う

使
命
感

で
あ

り
、

そ
れ

は
次

の
世
代

を
導
く

こ
と

へ
の
関

心

で
あ

っ
た
と
言

え
る

だ
ろ
う

。

す

な
わ

ち
、
綾

子

は
成

人

期

の
対

立

命

題

で
あ

る

「
生

殖
性

対

停
滞

」
を
、

「
生

殖

性
」

に
傾

け

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

そ

の
時
期

の
基
本

的
な

力

で
あ

る

「
世
話

(
c
a
r
e
)
」
を
獲
得

し
、

そ

の
歩

み
を
、
個

を
越

え

た
世
代

継
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承
的

サ
イ

ク

ル

へ
と

シ

フ
ト

さ

せ
て

い
く

こ
と
が

で
き
た

の
だ
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

も

ち
ろ
ん
、

こ

の
時
期

の
綾

子

に
と

っ
て
、

光
世

の
存
在

が
大
き

か

っ
た

こ
と
は
言
う

ま

で
も
な

い
。

綾

子
は

結

婚
生
活

を
通

し

て
光
世

と

の

「
親
密
」

な
関
係

を
築

き
、
そ

の
関
係
性

に
支

え
ら
れ

た

こ
と
に
よ

っ
て
、
次
な

る
課
題

で
あ

る

「
生
殖
性

」

に
関

心
を
向

け
、

課
題
達

成

に
向

け

て
奔
走

す

る

こ
と

が
で
き

た
も

の
と
解

釈

で
き

る

だ
ろ
う

。
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五
、
信
仰
と
人
格
発
達

さ
て
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、

「
こ
の
土
の
器
を
も
」
に
流
れ
る
、
結
婚
生
活

の
中

で
人
格
発
達

を
遂
げ
て
い
く
テ
ー

マ
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
が
小
説
と
し
て
の
感
動
を
生
ん
で
い
る
と
言
え
る
が
、

こ
の
作
品

に
は
さ
ら
に
深
く
流
れ
る
テ
ー

マ
が
あ
る
。
先

に
も
述

べ
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
信
仰
で
あ
る
。
そ
れ
も

ま
た
、
人
格
発
達
と

の
関
連
で
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

前
述

の
よ
う

に
、
あ

の
過
酷
な

「青
春
」
の
中

で
綾
子
を
虚
無
感
か
ら
救

っ
た
の
は
信
仰

で
あ

っ
た
。
そ
し
て

敬
虔

な
ク
リ

ス
チ

ャ
ン
で
あ
る
光
世
と

の
結
婚
生
活
、
家
庭

の
中

に
は
常

に
信
仰
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
綾
子

の
生

き
方
を
決
定
づ
け
、
ク
リ
ス
チ

ャ
ン
と
し

て
の
使
命

が
小
説
を
生

み
出
す
原
動
力
に
も
な

っ
た
と
い
う
意
味
に
お

い
て
は
、
信
仰
が
綾
子
の
人
格
発
達

に
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た

一
連

の
流
れ
を



顧

み
る
と
、
そ

の
背

後

に
は
人
智

を
越
え

た
大

い
な

る
も

の
の
存

在
を

予
感

さ

せ
、
そ
れ

は
あ

た
か
も
綾

子

の
人

格
発

達

の
た
め

に
準

備
さ

れ
て

い
た
も

の

の
よ
う

に
も
感
じ

ら
れ

る
。

と
も
あ
れ
、

こ
の
時

期

の
綾

子

は
、

一
時

的

に
臥
床

生
活
を

送

る

こ
と
は
あ

っ
て
も
〈三
十
二
〉、
肺
結

核

の
再
発

も
な

く
過

ご
し

て

い
る
。

死

の
病

と
さ
れ

た
結

核
も
、

抗
結
核

剤

の
輸

入
や
国

産
化

に
よ

っ
て
、
昭
和

三
十
年

を

ヤ

マ
に
下
火

に
む

か

い
、
誠

実

な
光

世

と

の
結

婚
生

活

は
、

綾

子

に
と

っ
て
至
福

の
と

き

で
あ

っ
た

こ
と

だ
ろ

う

。

そ
れ

に
も

か
か
わ

ら
ず
、
綾

子

は
日
常

を
安

易

に
惰

性

で
生
き

る

の
で
は
な
く
、

い
ろ

い
ろ
な
出

来
事

の
中

に
信
仰
を
求

め
、

そ
れ

と
ま

っ
と
う

に
向

き
合

っ
て
生

き

て

い
る
。

そ
れ

は

「
家
庭

も

ま

た
教
会

で
な

け
れ

ば
な

り

ま

せ
ん
」

と

い
う

信
仰

の
先
輩
、

菅
原

氏

の
言

葉

に
沿

お
う

と
す

る
も

の
で
あ

り
、

よ
り
所

と
す

る
信

仰
、

そ

の
聖
書

に
基

づ

い
た
言
葉
を

問

い
続

け
、

そ

の
連

続

が
綾

子

の
生

き
方
そ

の
も

の
で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ

う
。そ

の
中

で
も

、
綾

子

の
信
仰

の
あ

り
方
を

根
底

か
ち
揺

さ
ぶ

る
出
来

事

が
起

こ

っ
た
。

そ
れ

は
光
世

が
盲

腸
炎

で
重
症

に
な

っ
た
と

き

の
こ
と

で
あ

る
〈二
十
二
〉。
腹
痛

と

吐
き
気

で
苦

し

む
光

世

に
、
初
診

の
医
師

は
三

日
ほ

ど

診
断
を

つ
け

る

こ
と

が

で
き
な

か

っ
た
。

内

科
医

の
柴

田

が
伴

っ
て
き
た
外
科

医

の
石
田

に
よ

っ
て
、

や

っ
と
盲

腸
炎

と
診
断
さ

れ
、
手
術

と
な

っ
た

の
で
あ

る
。
さ
ら

に
術
後

の
衰

弱
が
著
し

い
と
き

に
、
看

護
婦

は

ビ

ン
の
内

側

に
髪

の
毛

が
貼
り

つ
い
た
不

潔

な
点

滴
を

し

た
。

そ

の
直
後

に
、

激

し

い
悪
寒

が
光

世
を

お

そ

い
、

綾

子

は

「
:
・…
耳
採
血

し
な

か

っ
た
初

診

の
医
師

も
、
不
潔

な
点
滴

を
し

た
看
護
婦
も

、
わ

た
し

は
共

に
許

せ
な

い
と
思

っ

た
。
も

し

こ

の
ま
ま
三

浦

が
死
ん

だ
ら

、
わ

た
し

は

一
生

こ
の
二
人
を
恨

み

つ
づ
け
ず

に
は
お

か
な

い
と
思

っ
た
」
。
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(
13

)

当
時
、

医
療

は
第

一
次
医

療
技

術
革
新

期

に
あ
り
、
手

術

の
安

全
性

は
高

ま
り

つ
つ
あ

っ
た
が
、
盲
腸

炎

(虫

垂
炎
)

の
診
断

に
関
し

て
は
、
今

日

の
よ
う

な

精
度

の
高

い
血
液

検
査

や

エ

コ
ー
、
C

T

ス
キ

ャ

ン
は
な

く
、

ほ

と

ん
ど
が
症
状

と
理
学

所
見

に
頼

っ
て

い
た
。

そ

の
た
め
、
的
確

な
診

断

は
、

経
験
豊
富

な
外
科

医

の
診
察

に
よ

る

と
こ
ろ

が
大

き

か

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

点
滴
静

注

に

つ
い
て
は
、

昭
和

二
十

年
代
後

半

か
ら

行
わ

れ

て

い
た
が
、
当
時

、
輸

液
ラ
イ

ン
や
点
滴

製

品

が

完
全

に
清
潔

と
は
言
え
ず

、
点
滴

に
よ

っ
て
悪

寒
戦
標

を
覚

え
る
病

人

が
多

か

っ
た
。

ま

た
輸
液

に
用

い
ら

れ

る

器
具

の
ほ
と

ん
ど
―

イ

ル
リ
ガ
ー
ト

ル
、
ガ
ラ

ス
活

栓

つ
き

ガ
ラ

ス
d
r
i
p
 
c
h
a
m
b
e
r

、
タ

コ
管

(穿
刺

針
連

結

部
)
―

が
ガ
ラ

ス
で
、
そ

の
間
を
黒

い
不

透
明

の
ゴ

ム
管

が

つ
な

ぎ
、
そ

れ
ら
を
何

回
も
煮

沸
消
毒

し

て
用

い

て

い
た
。

一
九

六
〇
年

代
以

降

の
石
油
化
学

の
進
歩

と
普

及

に
よ

っ
て
、
輸
液

器
具

は
プ

ラ

ス
テ

ィ

ッ
ク

の
デ

ィ

ス
ポ
ー

ザ
ブ

ル
に
な

っ
た
が
、

そ

れ
以

前

の
輸

液

器
具

に
は
、
安
全
性

、
衛
生

面

で
問
題

が
あ

っ
た
。

当
時

の
こ
う

し

た
医

療
状
況

を
踏

ま
え

つ

つ
も
、
光

世
を

愛
し

て

い
る
綾

子

で
あ

っ
た
だ
け

に
、

そ

の
と
き

の

怒
り

は
押
さ

え
よ
う

も

な

い
、
内

か
ら
込

み
上
げ

て
く

る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と

だ
ろ
う

。
し

か
し
、

そ

の
と
き

ふ

と
、
聖
書

の
言
葉

が
浮

か
ん
だ
と
綾

子
は
言
う

。

「
吾

ら

に
罪

を
犯
す

者

を
、
吾

ら

が
許

す

ご
と
く

、
吾

ら

の
罪
を

も

許

し
給

え
」

と

い
う

祈

り

の
言

葉

だ

っ
た
。
毎

日
、

わ
た
し

た
ち

が
祈

る

「
主

の
祈

り
」

の

一
節

で
あ

っ
た
。

ふ
だ
ん
は
何

の
抵
抗
も

な
く

と
な

え

て

い
た

こ

の
言
葉

が
、

い
き
な
り

わ

た
し

の
前

に
立
ち

は
だ
か

っ
た
よ
う

な
気

が
し
た
。

わ
た
し

は
そ

の
時

、
自

分

が

い
か

に

い
い
加
減

な
信
者

で
あ

る
か
を
思

い
知
ら

さ
れ

た
。

自
分

に
許
さ
な

け
れ

ば
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な
ら

ぬ
相

手

の

い
な

い
時

は
、
何

の
問
題
も

感
じ

な

い
言
葉

だ

っ
た
。

(中

略
)
今

、
三
浦

の
苦
し

み
を

前

に
し

て
、

そ
し

て
あ

る

い
は
死

ぬ
か
も

し
れ
な

い
と

い
う

恐
怖

の
中

で
、

許
し

と

い
う
問

題

が
や

っ
と

(
14
)

自

分
自
身

の
問
題

と
し

て
迫

っ
て
来

た

の
だ

っ
た
。

こ
の
出
来

事

は
、

後

に
小

説

「
氷

点
」
を
書

く

と
き

の
重

大
な

ヒ

ン
ト

に
な

っ
た
と
さ

れ
る

が
、

い

つ
か
牧
師

に
言
わ
れ

た
、

「
聖

書

の
言

葉
は
、

自
分

の
問
題
を

ひ

っ
さ
げ

て
読

ま
ね

ば
な
ら

ぬ
」

と

い
う

こ
と
を
意
味

ぶ
か

く
受

け
止

め
る
契
機

と
な
り

、
綾

子

に
大
き

な
教
訓

を
与

え
た
。

そ
れ

は
ま
た
、

そ

の
後

の
信

仰

の
あ

り
方
、
生

き
方

を
決
定

づ
け

る
出
来
事

で
あ

っ
た
と

い
う

意
味

に
お

い
て
も
、

綾
子

の
人
格

の
発
達

に
寄

与
し

た
と
も

言
え

る

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

と

こ
ろ

で
、

こ
の
作
品

の
タ
イ
ト

ル

「
こ

の
土

の
器
を
も
」

は
、

小
説

「
氷

点
」

で
文
壇

デ

ビ

ュ
ー

す

る

こ
と

に
な

っ
た
綾

子
に
光

世

が
言

っ
た
言
葉

に
由
来

す

る
。

「
綾

子
、
神

は
わ

た
し

た
ち

が
偉

い
か
ら
使

っ
て
く

だ
さ

(
15

)

る

の
で
は
な

い
の
だ
よ
。

聖
書

に
あ

る
と
お
り

、
吾

々
は

土
か
ら
作

ら
れ

た
、

土

の
器

に
す
ぎ

な

い
。

こ
の
土

の

器
を

も
、
神

が
用

い
よ
う

と

し
給
う
時

は
、
必
ず

用

い
て
く

だ
さ

る
。

自
分

が
土

の
器

で
あ

る

こ
と
を
、

今
後
決

し

て
忘

れ
な

い
よ
う

に
」
。

一
位

入
選

の
喜

び

に
わ
く
綾

子
を
前

に
、
光

世

の
何

と
も
謙
遜

な
言
葉

で
あ

る
。

し

か
し
、
絶

望

の
果

て
に
あ

の
虚
無
的

生
活

を
経
験

し

て
き

た
綾

子

で
あ

っ
た

だ
け

に
、
自

分
を
取

る

に
足
ら

な

い
弱
き
小

さ
な
人
間

で
あ

る
と
認

め
、

全
面

的

に
自

ら
を
神

に
委

ね
る

の
で
あ

る
。
自

分

の
弱
さ
、
醜

さ
を
神

の
光

の
前

に
さ
ら
け
出
す

と

い
う

姿
勢

は
、
作

品

の
中

で
も

一
貫

し

て
お
り
、

タ
イ

ト

ル
の
由
来

も

こ

こ
に
あ

る

と
思

わ
れ

る
。
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綾

子

は

こ

の
言

葉

の
中

に
、
傲

慢

に
生

き

る

の
で
は
な

く
、
神

を
畏
れ
、

祈
り

、
謙
遜

に
生
き

る

こ
と
、

そ
し

て
、
命
あ

る
限
り

与
え
ら

れ

た
使

命
を
全
う

で
き
る
よ
う

、
苦
し

み
を
も

喜

び
と
し

て
歩

い
て

い
く

こ
と

の
大
切

さ
、
そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
人

生

が
展
開

し

て

い
く

こ
と
を
告

げ

て
作

品

は
幕

を

閉

じ

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

は
ま

た
、
今
後

の
綾

子

の
人
格

と
し

て

の
発
達
、

新

た
な
歩

み

の
始
ま

り
を
予
感

さ

せ
る
も

の
で
も
あ

る
。
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六

、

お

わ

り

に

こ
の
章

で
は
、

自
伝
小

説

「
こ

の
土

の
器
を

も
」

に
み

る
三
浦
綾

子
を

、

エ
リ
ク

ソ

ン
の
人
格

発
達

モ
デ

ル
を

手

が
か
り

と
し

て
考
察

し

た
。

「
夫

婦

の
、

愛

と
信
仰

の
告
白
」

を

テ
ー

マ
と
す

る

こ

の
作

品

は
、

成

人
期

に

あ

っ
た
綾

子

の
五

年
間

に
お
よ

ぶ
結
婚
生

活

が
描
か
れ

て
お
り
、

夫

・
光

世

と
夫
婦

に
な

っ
て

い
く
姿
や

、
そ

の

愛

に
支

え

ら
れ

て
小

説

「
氷

点
」

を
世

に
生

み
出

し

て

い
く
姿

は
、

エ
リ

ク

ソ

ン

の

モ
デ

ル

で
言

う

と

こ
ろ

の

「
親

密
」
、

「
生
殖

性
」
と

い
う
、

成

人
期

の
発
達

課
題

を
獲
得

し

て

い
く
過

程

で
あ

る
と
解
す

る

こ
と
が

で
き
た
。

過
酷

な

「
青
春

」
を
乗

り
切

っ
て
き

た
綾

子

で
あ

っ
た

だ
け

に
、

こ

の
新

た
な
歩

み
は
、
読

み
手

に
小

説
と
し

て

の
感

動
を
与
え

て

い
る

の
だ
と
言
え

る
。

ま

た
、

こ

の
作
品

に
は

さ
ら

に
深

く
流

れ
る
テ
ー

マ
が
あ

っ
た
。

そ

れ
は
信
仰

で
あ

り
、
綾

子

の
結
婚

生
活

や
生
き
方

に
信
仰

が
深
く

組

み
込
ま
れ
、

人
格

を
形
成

し
、

そ

の
発
達

に

大

い
に
寄
与

し
て

い
る

こ
と
を
も
示

し
た
。



今
回
は
、
自
伝
小
説

「
こ
の
土

の
器
を
も
」

に
限
定
し
て
、
成
人
期
に
あ

っ
た
綾
子
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た

が
、
三
浦
綾
子
の
人
格
発
達
を
さ
ら

に
理
解
す
る
た
め
に
は
、

「生
涯
を
通
し
た
」
発
達
と
い
う
視
点

で
、
そ
の

他

の
自
伝
小
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
分
析
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
世
に
生
み
出
さ
れ
た
綾
子
の
文
学
作
品
な
ど
の

分
析
を
通
し

て
、
小
説
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
を
読
み
解
き
、
三
浦
綾
子
と
い
う

一
人
の
人
間
を
深

く
理
解
す
る
た
め

の

一
助
と
し
て
い
く
こ
と
も
必
要

で
あ
る
。

―註―

(1
)
使
用
テ
キ

ス
ト
は
新
潮

社

(新
潮
文
庫
)
、
三
浦
綾
子

『
こ
の
土

の
器
を
も
　

道
あ
り
き
第
二
部
　

結
婚
編
』

(昭
和

五
六
年
)
を
用

い
る
。

(2
)

E

・
H

・
エ
リ
ク
ソ

ン
、
J

・
M

・
エ
リ
ク

ソ
ン
、
村
瀬
孝
雄

・
近
藤
邦
夫
訳

『ラ
イ

フ
サ
イ
ク

ル
、
そ

の
完
結

〈
増

補
版
〉
』
み
す
ず
書
房
、

二
〇
〇

一
年
。

(
3
)
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
(
l
i
f
e
 
c
y
c
l
e
;

人
生
周
期
)
と

い
う
用
語

は
も

と
も
と
生
物
学

の
用
語
で
、
個
体
と
し

て
の
生
物
が
、

受
精

か
ら
死
に
至
る
規
則

正
し

い
生
活
を
め
ぐ

っ
て

一
生
を
終
え

る
様
相
を
さ
し
て
い
る
。
エ
リ
ク
ソ
ン
は
、
人
間
も

同
様

に
、
個
体
と
し
て
そ

の
人
格
は
、
新
生
児
か
ら
死
に
至
る
生
涯
を
ラ
イ

フ
サ
イ
ク

ル
の
規
則

に
従

っ
て
経
過
し
て

い
く
と
考
え
た
。

(4
)
結
核
性
脊
椎
炎

の
こ
と
。
主

に
肺
結
核
よ
り
血
行
性
に
脊
椎
骨
結
核
を
生
じ
、
病
変

は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
椎
体
よ
り
始
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ま
る
。
臨
床
的
に
は
罹

患
部
棘

突
起

の
叩
打
痛
、
脊
柱

の
硬
直
、
姿
勢
異
常
な
ど
を
示
す
。
か
つ
て
の
治
療
は
、
ギ
ブ

ス
ベ

ッ
ド
臥
床

に
よ
る
安
静

と
抗
結
核
薬

の
使
用
で
あ

っ
た
が
、
近
年
で
は
病
巣
掻
爬
、
椎
体
固
定
術
な
ど
の
手
術
が

行
わ
れ
る

(内
薗
耕

一
・
小
坂
樹
穂
監
修

『看
護
学
大
辞
典
　

第
五
版
』
メ
ヂ
カ

ル
フ
レ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
二
年
)
。

(
5
)
川
上
武
編

『戦
後
日
本
病
人
史
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
、
六
三
頁
。

(
6
)
ギ
プ

ス
ベ
ッ
ド
と
は
、
患
者

の
身
体
に
ピ
ッ
タ
リ
合
う

よ
う

に
、
ギ
プ

ス
包
帯
で
か
た
ど

っ
て
乾
燥
さ
せ
、
内
側

に
青

梅
綿
を
平
に
の
ば
し
、
ス
ト

ッ
キ
ネ

ッ
ト
を
か
ぶ
せ
て
作

っ
た
ベ
ッ
ド
の
こ
と
。
安
静
を
保

つ
た
め
に
用

い
、
一
般
に

は
背
部
側
と
胸
腹
部
側

の
二
面
を
作
る
。
患
者

の
身
体
を
き
ち
ん
と
合
わ

せ
、
ベ
ッ
ド

の
両
側
を
砂

の
う

で
固
定
し
、

腰
や
肩
が
圧
迫
さ
れ
な

い
よ
う

に
保
持
す
る

(内
薗
耕

一
・
小
坂
樹
穂
監
修
、
前
掲
書
)
。
寝

返
り
を
う

つ
こ
と
さ
え

許
さ
れ
な

い
仰
臥
し

た
ま
ま

の
生
活
が
強

い
ら
れ
る
た
め
、
七
年
間
も
ギ
ブ

ス
ベ

ッ
ド
で
過

ご
し
た
綾

子
の
苦
痛

が

ど
れ
ほ
ど

の
も

の
で
あ

っ
た
か
が
推
察

で
き
る
。

(7
>
三
浦
光
世

『綾
子

へ
』

(角
川
書
店
、

二
〇
〇
二
年
)
に
よ
れ
ば
、
当
時

の
光
世

の
微
熱
に

つ
い
て
、
「営
林
署
勤
務

時
代

の
激
務
の
疲
れ
が
、
四
年
も
経

っ
て
出
て
き
た
ら
し
く
も
あ

っ
た
。
事
実
、
同
様

の
激
務
を
体
験
し

て
、
ふ
だ
ん

頑
健
で
あ

っ
た
人
が
早

死
さ
れ
た
例
も
あ

る
。

こ
れ
は

一
人
二
人
で
は
な
か

っ
た
。
今
で

い
う
過
労
死
で
あ
る
」
二

四
二
頁
)
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
結
核

の
再
発
も
懸
念
し
て
病
院

で
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
も
ら

っ
た
が
、
入
院

す
る
必
要

は
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

っ
た
。
光
世
は
十
七
歳

の
と
き
、
腎
臓
結
核

で
片
腎
摘
出
し
て
い
る
。

(8
)
ポ

ッ
ク
リ
病
と
は
青

壮
年
突
然
死
症
候
群
の
こ
と
で
あ
る
。
青
壮
年

の
屈
強
な
男
性
が
、
夜
半
や
明
け
方
、
寝
床

で
捻

り
声
を
あ
げ
て
死
亡
す
る

こ
と
が
あ

る
。
原
因
は
刺
激
伝
達
系
異
常
、
精
神
的

ス
ト
レ
ス
、
遺
伝
性
等
が
疑
わ
れ
た
が
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不
詳
の
ま
ま

で
あ

る

(
内
薗
耕

一
・
小
坂
樹
穂
監
修
、
前
掲
書
)
。

(9
)
旭
川
営
林
署
所
管
、
外
国
樹
種
見
本
林
。

一
八
九
八
年

(明
治
三
十

一
年
)
以
来
、
約
五
十
種

の
外
国
針
葉
樹

が
植
樹

さ
れ
て
き
た
。

(10
)
E

・
H

・
エ
リ
ク

ソ
ン
、
J

・
M

・
エ
リ
ク
ソ

ン
、
村
瀬
孝
雄

・
近
藤
邦
夫
訳
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

(11
)
上
掲
書
、
八
八
頁
。

(12
)
三
浦
光
世

『綾
子

へ
』

前
掲
、
六
六
頁
。

(13
)
川
上
武
・小
坂
富
美
子

『戦
後
医
療
史
序
説
』

(
勁
草
書
房
、

一
九
九
二
年
)
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
時
期

の
技
術

の
特
徴

を

一
言
で
い
え
ば
、
第

一
次
医
療
技
術
革
新
期
で
あ
る
。
抗
生
剤
、
抗
結
核
剤
、
そ

の
他

ス
テ

ロ
イ
ド
が
販
売

さ
れ
た

時
期

で
あ
り
、
外
科
手
術

で
は
輸
血
、
全
身
麻
酔
が
普
及
し
、
安
全
性
が
高
ま
る
。
戦
前
は
手
術
す
る

こ
と
自
体
が
生

死
に
か
か
わ

っ
た
が
、

こ
の
時
期
に
な
る
と
国
民

が
安
心
し
て
手
術
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
」

(
一
三
頁
)
と
記

さ
れ
て

い
る
。

(14
)
三
浦
綾
子

『
こ
の
土
の
器
を
も
』
前
掲
、

一
五
五
頁
。

(15
)

「
わ
た
し
た
ち
は
、
こ

の
宝
を
土

の
器

の
中
に
持

っ
て
い
る
。
そ
の
測
り
し
れ
な

い
力
は
神

の
も

の
で
あ

っ
て
、
わ
た

し
た
ち
か
ら
出
た
も
の

で
な

い
こ
と
が
、
あ
ら
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
」

(新
約
聖
書
、

コ
リ

ン
ト
人

へ
の
第

二
の
手
紙

第
四
章
七
節
)。

本

田

多

美

枝
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