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Concepts of “motherhood” in Japanese Literature
―A discussion contributing to future education ―
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Abstract：The objective of this article is to elucidate the ideas of motherhood of each era by reviewing the ideas 
of motherhood throughout Japanese literature, and shed lights on how education ought to grasp and deal with the 
motherhood in the diversifi ed society of today and on. In the fi rst place, the word, ‘motherhood’ has quite wide range of 
defi nitions, and the idea that ‘motherhood is an instinct innate to mothers to bring up children’ that has been disproved 
by science in today’s education is still going unchallenged. Japan’s traditional idea of ideal motherhood is said to be self-
sacrifi cing and devoted love to children. But,Collections of stories in Heian period did not value the self-sacrifi ces of 
mothers so much. Also, comedic novels in Edo period did not regard motherhood as sacred. In modern eras such as 
Meiji and Taisho, it was emphasized that the motherhood was the most virtuous nature of women with the idea of 
‘Ryosai-Kenbo’ (good wife and wise mother). Okamoto Kanoko’s novel, Boshi Jojoh (mother-child lyric) presented an idea 
of motherhood that deviated signifi cantly from the one in the same era that was represented as managing the household, 
and giving devoted love to their husbands and children. Koge (incense and fl owers), written by Ariyoshi Sawako during 
the Rapid Economic Growth after the World War II presented a new idea of motherhood that was not something to 
bear. It is thought to be ideal that the new idea of motherhood of today is to be based on the mother-child relationships 
that mothers retain their own life while facing children sincerely, valuing the simple love of mothers for their children. 
The idea of motherhood that Okamoto Kanoko presented and the casual motherhood in Edo period may be good 
examples for us today.

Keywords：motherhood, Japanese literature, Collections of stories, Comedic novels in Edo period, Ryosai-Kenbo(good 
wife and wise mother), Okamoto Kanoko, Ariyoshi Sawako
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は
じ
め
に

学
校
教
育
現
場
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
は
、「
家
庭
」
で
あ
り
、
そ
の
運
営
者

た
る
「
親
」
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
教
育
の
対
象
と
な
る
児
童
が
低
年
齢
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、「
親
」、

現
況
を
鑑
み
れ
ば
特
に
「
母
親
」
と
の
関
わ
り
は
密
接
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
教

育
現
場
で
は
す
で
に
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
の
子
ど
も
の
置
か
れ
た
家
庭
環
境
に
つ
い
て
考

え
る
場
合
、
高
度
経
済
成
長
期
の
一
九
七
〇
年
代
に
確
立
さ
れ
た
、
夫
婦
に
子
ど
も
二
人
、
母
は
専

業
主
婦
で
育
児
に
専
念
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
家
庭
像

注
１

は
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
は
相
変
わ
ら
ず
こ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
幅
を
利
か
せ
、

家
族
四
人
で
ド
ラ
イ
ブ
し
た
り
、
母
の
手
料
理
を
食
べ
た
り
す
る
姿
が
連
日
放
映
さ
れ
、
意
識
の
刷
り

込
み
を
行
っ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）。
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
は
な
い
、
昨
今
の
子
ど

も
の
現
状
に
即
し
た
望
ま
し
い
家
庭
環
境
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
き
出
せ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の

際
、
子
ど
も
の
い
る
家
庭
で
最
も
変
化
の
大
き
か
っ
た
「
母
親
」
の
あ
り
方
を
再
考
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
少
子
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
女
性
の
生
き
方
が
大
き
く
変
化
し
て

晩
婚
化
の
進
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
現
在
、
母
親
へ
の
育
児
支

援
の
制
度
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
少
子
化
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
の
も

現
状
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
就
学
期
の
女
子
学
生
に
、
学
校
や
社
会
が
、
魅
力
的
な
「
母
親
」
の
モ
デ

ル
タ
イ
プ
を
示
せ
て
い
な
い
の
も
、一
因
で
は
な
か
ろ
う
か
。現
在
の
日
本
で
も
、ま
だ
家
庭
で
の
家
事
・

育
児
負
担
は
母
親
に
比
重
が
大
き
く
、
も
し
母
子
家
庭
に
な
っ
た
場
合
は
、
父
子
家
庭
や
両
親
家
庭
よ

り
も
経
済
的
に
困
窮
す
る
こ
と
も
多
い
。
子
ど
も
に
何
か
問
題
行
動
が
あ
れ
ば
母
親
の
せ
い
に
さ
れ
、

父
親
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
保
育
園
の
騒
音
が
問
題

に
な
っ
た
り
、
公
共
の
乗
り
物
で
の
子
ど
も
の
泣
き
声
に
苦
情
を
申
し
立
て
る
乗
客
が
い
た
こ
と
が

話
題
に
な
っ
た
り
と
、
今
の
日
本
社
会
は
幼
児
と
そ
の
母
親
に
寛
容
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

注
２

。

こ
れ
で
は
自
分
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
真
剣
に
考
え
る
女
性
の
方
が
、
子
ど
も
を
も
つ
こ
と
に
た
め
ら
い

を
覚
え
か
ね
な
い
。
無
理
の
な
い
母
親
の
理
想
像
の
提
案
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
大
き
く
変
化
し
、
個
人
の
生
き
方
、
家
庭
の
あ
り
方
も
多
様
に

な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、
学
校
教
育
現
場
お
よ
び
日
本
の
社
会
は
、
一
人
の
女
性
の
「
母
親
」
と
し
て
の

あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
。
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
各
時
代
の
母
親
像
か
ら

望
ま
し
い
姿
を
抽
出
す
る
の
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、
古
代
か
ら
近
現

代
に
至
る
ま
で
の
日
本
文
学
に
お
け
る
「
母
性
」観
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
二
つ
の
問
題

に
対
す
る
ヒ
ン
ト
を
提
示
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
で
「『
母
性
』観
」
と
し
た
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
母
性
」
と
い
う
言

葉
自
体
が
抽
象
的
で
揺
ら
ぎ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
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一
、
母
性
の
定
義
に
つ
い
て

　

は
じ
め
に
、「
母
性
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
と
、
そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

「
母
性
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
で
は
、「
女
性
が
、
子
ど
も
を

守
り
育
て
よ
う
と
す
る
母
親
と
し
て
持
つ
本
能
的
な
性
質
や
機
能
」
と
し
、『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）

で
は
、「
母
と
し
て
持
つ
性
質
。
ま
た
、
母
た
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
日
常
会
話
で
も
、「
あ
の
人
は

母
性
的
な
人
だ
」
な
ど
と
人
の
性
格
を
言
う
の
に
用
い
る
場
合
は
、
そ
こ
に
は
相
手
に
限
り
な
い
愛
情

を
注
ぎ
包
容
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
る
。
一
方
で
、
医
学
用
語
で
は
、
広
義
に
は
女
性
が

妊
娠
し
う
る
可
能
性
を
有
す
状
態
、
狭
義
で
は
妊
娠
・
分
娩
・
産
褥
期
を
指
す
の
で
あ
り
、
本
能
云
々

に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

す
で
に
、
教
育
心
理
学
の
分
野
で
大
日
向
雅
美
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
母
性
と
い
う
言
葉
の

概
念
は
こ
の
よ
う
に
「
不
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
領
域
や
用
い
る
人
に
よ
り
多
義
的
」
で
あ
る

注
３

。

そ
も
そ
も
、「
母
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
大
正
時
代
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
唱
え

た
「m

oderskap

」（
英
語
で
「m

otherhood

」）
を
平
塚
ら
い
て
う
が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る

注
４

。
女

性
が
育
児
を
行
う
こ
と
が
家
庭
お
よ
び
社
会
で
の
女
性
の
役
割
の
重
要
さ
を
世
の
中
に
知
ら
し
め
、
地

位
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
ケ
イ
の
主
張
は
、
現
代
か
ら
見
れ
ば
奇
異
に
映
り
、
同
時
代
で
も
反

動
的
と
の
山
川
菊
栄
の
批
判
も
あ
っ
た
が
、
当
時
と
し
て
は
女
性
の
地
位
向
上
を
意
図
し
て
の
も
の
で

あ
っ
た

注
５

。
紹
介
者
の
平
塚
も
同
じ
こ
と
を
意
図
し
て「
母
性
」と
の
訳
を
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
言
葉
は
当
時
の
良
妻
賢
母
主
義
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
母
親
と
し
て
の
女
性
の
役
割
を
至
上
の
も
の

と
す
る
「
母
性
至
上
主
義
」
へ
と
変
容
し
て
い
く

注
６

。
ま
た
、
ケ
イ
が
母
性
を
後
天
的
な
も
の
で
あ

る
と
考
え
た
の
に
対
し
、
日
本
婚
姻
史
の
草
分
け
で
あ
り
、
法
的
な
結
婚
に
は
重
き
を
お
か
な
い
「
新

女
性
主
義
」
の
提
唱
者
で
も
あ
っ
た
高
群
逸
枝
は
、
母
性
は
女
性
の
本
能
的
な
部
分
が
大
き
い
と
し

た
注
７

。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ケ
イ
や
平
塚
の
い
う
「
母
性
」
の
原
義
と
は
、「
子
ど
も
を
産
み
育
て

よ
う
と
す
る
こ
と
、
母
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
」
を
言
い
、
そ
れ
が
本
能
的
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
大
日
向
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、本
来
の
「
母
性
」

と
は
「
育
児
性
」
に
該
当
す
る
意
味
合
い
の
言
葉
で
あ
ろ
う

注
８

。
本
稿
で
も
、原
義
と
し
て
の
「
母
性
」

は
こ
の
意
味
に
従
い
、
基
本
的
に
は
「
母
親
と
し
て
の
あ
り
方
」
と
の
意
味
で
使
用
す
る
。

二
、
平
安
説
話
文
学
に
お
け
る
母
性

以
上
、「
母
性
」
に
つ
い
て
の
定
義
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
日
本
文
学
に
お
け
る
母
性
観

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

古
代
か
ら
順
に
代
表
的
な
例
を
抽
出
し
て
分
析
を
加
え
る
が
、
近
代
以
前
に
つ
い
て
は
、
庶
民
階
層

の
文
学
を
主
な
対
象
と
す
る
。
近
代
以
前
の
子
育
て
は
、身
分
の
高
い
母
親
は
直
接
的
に
は
関
わ
ら
ず
、

乳
母
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
で
も
母
親
と
し
て
の
愛
情
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
様
々
な
文
学
作
品
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が

注
９

、

母
親
が
授
乳
し
養
育
す
る
の
が
主
流
の
現
代
の
育
児
と
は
比
較
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
庶
民
階
層
を

描
く
文
学
、
特
に
説
話
文
学
を
主
な
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
安
時
代
初
期
に
僧
景
戒
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
善
行
、
悪
行
を
積
む
こ
と
と

そ
の
報
い
を
主
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、例
え
ば
二
人
の
対
照
的
な
母
親
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
巻
第
十
三
話「
女
人
好
風
声
之
行
食
仙
草
以
現
身
飛
天
縁
」（
本
文
は
中
田
祝
夫
注『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
10　

日
本
霊
異
記
』小
学
館
・
１
９
９
５
に
拠
っ
た
）
は
、
漆
部
造
麿
の
妾
が
善
行
を
積
ん
だ

結
果
、
仙
女
と
な
っ
て
天
を
飛
ぶ
に
い
た
る
話
で
あ
る
。
こ
の
妾
に
は
七
人
の
子
が
い
た
が
、
貧
し
く

着
物
や
食
事
に
も
事
欠
く
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
着
物
や
食
事
も
工
夫
を
し
て
工
面
し
、
毎
日
沐
浴

を
し
て
家
の
中
も
こ
ざ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
た
。
食
事
の
時
に
は
子
ど
も
た
ち
を
き
ち
ん
と
座
ら
せ
て
、

一
家
団
欒
の
中
、
自
身
も
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
で
食
事
を
し
た
。
こ
う
し
た

「
風み

さ
を流

」、
高
潔
な
心
が
け
と
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
、
妾
は
特
に
仏
法
は
修
め
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず

神
仙
と
な
っ
た
の
だ
と
す
る
。
妾
が
神
仙
と
な
っ
た
理
由
は
、
本
人
の
人
間
性
に
あ
る
が
、
母
と
し
て

の
あ
り
方
も
当
然
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
だ
満
足
に
食
べ
ら
れ
な
い
人
間
も
多
か
っ
た
当

時
、
子
等
の
衣
食
住
を
事
欠
か
な
い
よ
う
に
し
、
愛
情
を
注
い
で
育
て
る
母
親
が
理
想
と
さ
れ
た
の
だ

ろ
う

注
10

。
西
野
悠
紀
子
氏
は
、
八
、九
世
紀
の
文
献
で
理
想
の
母
親
の
形
容
と
し
て
、「
賢
母
」
は
殆

ど
な
く
「
慈
母
」
が
多
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
日
本
で
は
「
子
を
教
育
し
指
導
す
る
母
よ
り
も
、
よ
り

本
源
的
な
子
を
愛
し
苦
労
し
て
育
て
る
」母
が
理
想
と
さ
れ
た
こ
と
、「
そ
う
し
た
社
会
段
階
で
あ
っ
た
」
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こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

注
11

。

そ
の
よ
う
な
母
親
観
の
形
成
に
は
、
当
時
の
仏
教
的
価
値
観
も
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
巻

第
四
十
二
話「
極
窮
女
憑
敬
千
手
観
音
像
願
福
分
以
得
大
富
縁
」
は
、
子
を
満
足
に
養
え
な
い
こ
と
を

嘆
く
母
親
が
観
音
に
祈
っ
た
こ
と
で
功
徳
を
得
る
話
で
あ
る
が
、話
の
結
び
で
は
、『
涅
槃
経
』
の
一
節
、

「
母
、
子
を
慈

う
つ
く
し

び
、
因
り
て
自
ら
梵
天
に
生
る
」
を
引
き
、
子
を
慈
し
ん
で
育
て
る
母
が
、
仏
に
匹

敵
す
る
こ
と
を
い
う
。
当
時
の
仏
法
で
は
、
仏
が
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
心
を
母
の
慈
愛
に
な
ぞ
ら
え

て
説
明
す
る
の
が
常
套
で
あ
っ
た
。

一
方
、
下
巻
第
十
六
話「
女
人
濫
嫁
飢
子
乳
故
得
現
報
縁
」
は
、
乳
児
で
あ
る
我
が
子
に
乳
を
与
え

る
時
間
も
惜
し
ん
で
、
男
と
の
情
交
に
ふ
け
っ
た
母
親
が
、
死
後
、
報
い
を
受
け
て
乳
を
腫
ら
し
痛
み

に
苦
し
む
話
で
あ
る
。
子
を
飢
え
さ
せ
て
世
話
を
怠
っ
た
報
い
で
乳
の
痛
み
に
苦
し
む
母
親
は
僧
侶
の

夢
に
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
尋
ね
る
僧
に
対
し
、
我
が
子
が
こ
の
こ
と
を
知
っ

た
な
ら
ば
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
答
え
る
。
僧
は
夢
の
と
お
り
、
そ
の
息
子
に
会
い
に
行
き
、
夢

の
内
容
を
告
げ
る
。
話
を
聞
い
た
子
ど
も
た
ち
が
母
の
供
養
を
し
た
結
果
、
女
は
僧
の
夢
に
再
び
現

れ
、
罪
が
償
わ
れ
成
仏
で
き
た
こ
と
を
告
げ
る
。
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に

注
12

、
邪
淫
の
た
め
に

養
育
を
怠
る
母
は
、
中
巻
第
二
話「
見
烏
邪
淫
厭
世
修
善
縁
」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
ひ
な
鳥
を
捨
て

て
そ
の
父
烏
で
は
な
い
他
の
雄
の
烏
と
通
じ
て
飛
び
去
っ
て
行
く
母
烏
が
登
場
す
る
。
こ
の
両
話
か
ら

は
、
情
交
に
耽
っ
て
子
の
養
育
を
怠
っ
た
母
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
下
巻
十
六
話
の
母
親
は
養
育
を
怠
っ
た
こ
と
で
、
生

前
に
社
会
的
制
裁
を
被
っ
た
形
跡
は
な
い

注
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。
ま
た
、
女
の
子
ど
も
た
ち
が
、「
我
、
怨
に
思
は
ず
。

何
ぞ
慈
母
の
君
、
是
の
苦
し
び
の
罪
を
受
け
た
ま
ふ
（
自
分
た
ち
は
母
の
こ
と
を
恨
み
に
は
思
い
ま
せ

ん
。
ど
う
し
て
、
優
し
い
母
が
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
の
罪
を
受
け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
）」
と
発
言

し
、
母
の
供
養
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
孝
子
と
し
て
の
子
の
理
想
像
が
あ
る
の
だ
ろ
う

が
、「
慈
母
」
と
の
言
葉
か
ら
、
生
前
こ
の
女
が
愛
情
深
い
母
親
で
あ
っ
た
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
が
母

を
恨
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
説
話
か
ら
は
、
当
時
の
社
会
が
、
母
親
に
、
子
へ
の
養
育
義

務
と
愛
育
を
求
め
な
が
ら
も
、
母
親
が
子
の
養
育
だ
け
に
生
き
る
べ
き
だ
と
考
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
か
ら
読
み
取
れ
る
母
性
は
、
現
代
の
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
育
児
観
と
も
共
通
し
て

お
り

注
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、
我
々
か
ら
見
て
も
さ
ほ
ど
違
和
感
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
次
に
示
す
『
今

昔
物
語
集
』巻
二
十
九
第
二
十
九
話「
女
被
捕
乞
勾
棄
子
逃
語
」
の
母
親
像
は
、
現
代
か
ら
す
れ
ば
そ
の

善
悪
の
判
断
が
難
し
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

幼
児
を
背
負
っ
た
若
い
母
親
が
、
人
気
の
な
い
山
中
で
二
人
の
乞こ

つ

勾が
い

に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
る
。
窮
地

に
陥
っ
た
母
は
、
用
を
足
し
に
行
っ
て
か
ら
男
た
ち
の
要
求
に
応
じ
よ
う
と
答
え
る
。
乞
勾
ら
が
母
親

の
要
求
を
は
ね
の
け
る
と
、
母
は
我
が
身
以
上
に
愛
し
く
思
っ
て
い
る
我
が
子
を
人
質
に
置
い
て
ゆ
く

と
言
う
。
乞
勾
ら
は
、
ま
さ
か
子
を
捨
て
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
、
女
の
要
求
を
飲
む
が
、
女
は

用
を
足
す
と
見
せ
か
け
て
子
を
捨
て
て
逃
げ
た
の
だ
っ
た
。
逃
げ
る
途
中
で
出
会
っ
た
武
士
ら
に
女
は

助
け
を
求
め
、
子
の
と
こ
ろ
に
戻
る
が
、
乞
勾
は
怒
っ
て
子
ど
も
の
四
肢
を
引
き
裂
い
て
逃
げ
た
あ
と

だ
っ
た
。
こ
う
し
た
女
の
決
断
に
対
し
て
、
物
語
で
は
、

「
子
ハ
悲
ケ
レ
ド
モ
、
乞
勾
ニ
ハ
否え

ち
か
づ
か

不
近
付
ジ
」
ト
思
テ
、
子
ヲ
棄
テ
逃
タ
ル
事
ゾ
、
此
武
者
共

讃
メ
感
ジ
ケ
ル
。

然
レ
バ
下
衆
ノ
中
ニ
モ
此
ク
恥
ヲ
知
ル
者
ノ
有
也
ケ
リ
。
此
ナ
ム
語
リ
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
は
小
学
館
新
編
古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
）

と
し
て
、
武
士
た
ち
が
「
我
が
子
は
愛
し
い
が
、
乞
勾
に
は
身
を
ま
か
せ
ま
い
」
と
し
て
我
が
身
を

守
っ
た
女
に
感
心
し
た
こ
と
を
述
べ
、
女
の
判
断
を
褒
め
て
い
る
。

日
本
文
化
論
の
中
で
は
、
日
本
的
な
母
性
観
の
特
性
と
し
て
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
献
身
的
に
我
が

子
へ
と
愛
情
を
注
ぐ
母
親
像
が
あ
る
と
い
う

注
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が
、
こ
の
話
の
母
親
は
、
こ
う
し
た
母
性
観
か
ら
は

反
す
る
。
同
物
語
に
は
、
我
が
子
を
守
る
た
め
に
一
晩
中
、
狼
を
角
で
串
刺
し
に
し
て
つ
い
に
は
こ
れ

を
殺
す
母
牛
の
話（
巻
二
十
九
第
三
十
八
話「
母
牛
突
殺
狼
語
」）も
あ
る
。だ
が
、こ
こ
で
も
、母
牛
は「
放

ツ
ル
物
ナ
ラ
バ
、
我
レ
ハ
被く

ひ
こ
ろ
さ
れ

咋
殺
ナ
ム
ズ
（
こ
の
角
を
放
し
た
ら
、
自
分
が
食
い
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
）」

と
思
っ
た
か
ら
、
角
を
一
晩
中
突
き
立
て
て
い
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
同
話
で
称
賛
さ
れ
る
の
も
、

こ
の
母
牛
の
「
獣
ナ
レ
ド
モ
魂
有
リ
賢
キ
（
獣
で
あ
っ
て
も
肝
が
す
わ
り
、
賢
い
）」点
な
の
で
あ
る
。

当
時
、
七
歳
ま
で
の
幼
児
の
存
在
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

注
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や
、
子
よ
り
も
母
性
優
先
で
あ
っ

た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
よ
う

注
17

が
、『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
何
よ
り
も
命
が
大
切
と
い
う
同
時
代



五

の
価
値
観

注
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と
、
生
き
抜
く
た
め
の
「
最
も
基
本
的
な
条
件
は
、「
思
量
リ
」（
状
況
判
断
力
な
い
し

洞
察
力
）
で
あ
る
」
と
の
編
者
の
人
生
観

注
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が
通
底
し
て
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
十
九

話
の
例
は
極
端
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
母
性
観
が
、
母
親
に
自
己
犠
牲
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
、
ま
ず
個
と
し
て
の
判
断
が
評
価
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

以
上
、
平
安
説
話
文
学
か
ら
、
当
時
の
母
性
観
を
見
て
き
た
。
子
の
養
育
と
愛
情
深
さ
を
重
視
し
な

が
ら
も
、
時
に
は
子
を
犠
牲
に
す
る
判
断
で
も
評
価
す
る
考
え
方
か
ら
は
、
子
を
持
つ
女
性
を
母
性
だ

け
で
は
捉
え
て
は
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。『
日
本
霊
異
記
』上
巻
第
十
三
話
の
妾
が
神
仙
と
な
っ
た
の

も
、
ま
ず
彼
女
の
人
間
性
が
評
価
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
当
時
の
母
性
観
が
、
女
性
を
ま
ず
個
と
し

て
捉
え
、
そ
こ
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
母
性
を
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意
し
た

い
。こ

う
し
た
個
と
し
て
の
自
分
を
持
っ
た
母
親
像
を
肯
定
す
る
感
覚
は
、
時
代
が
中
世
に
な
る
と
薄
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
脇
田
晴
子
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
中
世
で
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
子
を
持
つ
女

性
は
母
親
と
し
て
の
み
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
母
子
を
一
体
と
す
る
見
方
や
、
母
親
の
子
へ
の
愛

を
盲
愛
と
す
る
捉
え
方
が
広
ま
る
と
い
う

注
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。
女
性
の
地
位
低
下
に
伴
い
、
母
性
観
が
異
質
な
も
の

に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
宣
教
師
な
ど
の
報
告
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

注
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、
堕
胎
や

嬰
児
殺
し
が
横
行
し
、
子
の
命
が
軽
視
さ
れ
母
親
が
優
先
さ
れ
る
社
会
で
あ
っ
た
。

三
、
江
戸
戯
作
文
学
の
母
性

こ
れ
ま
で
の
教
育
史
・
社
会
史
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
の
子
ど
も
観
お
よ

び
教
育
観
に
大
き
な
変
容
が
あ
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
あ
る

注
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。
江
戸
時
代
は
、
子
ど
も
が
「
子
宝
」

と
し
て
そ
の
存
在
の
重
要
性
が
初
め
て
社
会
に
意
識
さ
れ
、そ
の
教
育
が
重
視
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

親
子
の
関
係
も
一
体
感
を
伴
っ
た
、
よ
り
濃
厚
な
愛
情
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

注
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。

そ
の
よ
う
な
社
会
で
、
母
子
の
結
び
つ
き
お
よ
び
母
性
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
第

三
章
で
は
、都
市
の
庶
民
生
活
を
描
い
た
戯
作
文
学
、『
浮
世
風
呂
』
を
中
心
に
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

式
亭
三
馬
の
滑
稽
本『
浮
世
風
呂
』
は
、
銭
湯
の
男
湯
と
女
湯
で
の
人
々
の
会
話
を
通
し
て
、
当
時
の

庶
民
の
日
常
生
活
を
描
き
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。「
瑣
末
な
庶
民
の
行
動
を
、
人
物
の
言
葉
か
ら
な
ま

り
ま
で
特
殊
な
発
音
表
記
ま
で
用
意
し
て
克
明
に
描
」
く
も
の
で
風
俗
史
や
国
語
学
の
資
料
と
し
て
よ

く
利
用
さ
れ
る

注
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。
そ
こ
に
は
何
組
か
の
親
子
が
銭
湯
の
客
と
し
て
登
場
す
る
が
、
我
が
子
を
あ
や

し
な
が
ら
風
呂
に
入
れ
る
父
親
や
母
親
の
姿
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
母
子
と
の
関
係
を

あ
ぶ
り
出
す
た
め
に
、
そ
う
し
た
父
子
の
関
係
の
描
写
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
、
男
湯
の
場
面
で
は
、
六
歳
ば
か
り
の
男
の
子
と
三
歳
ぐ
ら
い
の
女
の
子
を
連
れ
た
父
親
が
出

て
く
る
。
父
親
は
湯
の
中
で
手
際
よ
く
女
の
子
の
体
を
き
れ
い
に
し
て
や
り
、
早
く
湯
か
ら
出
た
が
る

兄
を
歌
で
あ
や
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
と
湯
に
入
っ
て
い
る
。
父
親
の
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
言
葉

か
け
の
以
下
の
二
例
を
引
用
す
る
と
、
幼
児
語
で
ほ
め
て
あ
や
し
な
が
ら
の
も
の
が
多
く
、
現
代
の
父

親
の
幼
児
に
対
す
る
態
度
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

（
一
）
ヲ
ヽ
、
ヲ
ヽ
、
兄
さ
ん
も
強
い
。
ソ
リ
ヤ
、
耳
の
脇
に
ば
ゞ
ツ
ち
い
の
溜
ら
ぬ
や
う
に
、

ア
よ
い
と
、目メ

エ

つ
ぶ
つ
て
な
。
ソ
コ
デ
鼻
の
下
の
お
掃
除
を
し
て
虫

ち
い
〳
〵

の
食
付
ね
へ
や
う
に
、

ヤ
レ
、
能い

い
こ子

に
な
つ
た
ぞ
。
ア
レ
、
他
所
の
お
ぢ
さ
ん
が
お
誉ほ

め

だ
よ
。
ソ
リ
ヤ
、
お
舌
を
べ

ろ
り
。
ヤ
レ
、
能い

い
こ子

に
な
つ
た
ぞ
。
ホ
イ
〳
〵
お
咳
が
出
る
。
ヲ
、
ヲ
、
悪
い
お
と
つ
さ
ん

だ
の
。
あ
ん
ま
り
お
舌
を
洗
つ
た
か
ら
、
腹

ぽ
ん
〳
〵

の
方
は
灸
が
あ
る
か
ら
よ
し
ま
せ
う
。
灸

あ
つ
つ

ウ
誰
が
す
え
た　

妹「
お
つ
か
ア　

金「
ホ
ヽ
ツ
、
お
つ
か
ア
か
。
に
く
い
母

お
つ
か
ア

め
だ
の
。
う

な
〳
〵
を
し
て
や
ろ
う
。
可か

わ
い
ゝ
ぼ
う

愛
坊
に
灸
ウ
す
え
て

（
二
）
サ
ア
、
あ
が
り
ま
し
よ
。
ハ
イ
、
出
ま
す
も
の
、
子
ど
も
〳
〵
。
お
つ
か
ア
が
待
て
ゐ
る

だ
ら
う
ぞ
。
お
芋
か
、
餅あ

ん
も

か
、何
で
も
能
子
に
な
つ
た
御
褒
美
に
待ま

ち

〳
〵
し
て
居
る
だ
ら
う
。

 

（
本
文
は
岩
波
書
店
古
典
文
学
大
系『
浮
世
風
呂
』
に
拠
っ
た
。）

（
二
）
の
父
親
の
言
葉
か
ら
は
、
母
親
が
夫
に
子
ど
も
の
風
呂
の
世
話
を
頼
ん
で
家
で
待
っ
て
い
る

状
況
が
窺
え
、
育
児
の
役
割
が
母
親
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
父
親
も
時
に
役
割
を
分
担
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る

注
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。
銭
湯
で
行
き
会
っ
た
知
り
合
い
に
「
子が

き

が
出
来
ち
や
ア
み
じ
め
だ
ゼ
」
と
ぼ
や
く
父

親
の
言
葉
か
ら
は
、
こ
の
父
親
が
育
児
に
関
わ
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
れ
に

「
能い

ゝ

お
た
の
し
み
だ
ア
」
と
答
え
る
周
囲
の
者
の
発
言
か
ら
は
、
父
親
達
が
子
育
て
に
関
わ
る
こ
と
を
、



六

江
戸
の
庶
民
社
会
が
幸
せ
な
こ
と
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、（
一
）で
母
親
が
し
つ
け
で
娘
に
据
え
た
灸
を
見
て「
か
わ
い
い
坊（
江
戸
で
は
女
児
に
も「
坊
」

と
言
っ
た
）
に
お
灸
を
す
え
て
悪
い
お
母
さ
ん
だ
、
あ
と
で
怒
っ
て
や
ろ
う
ね
」
と
言
っ
た
り
、（
二
）

で
「
お
風
呂
に
上
手
に
入
っ
て
き
れ
い
に
な
っ
た
ご
褒
美
に
芋
や
餅
を
用
意
し
て
お
母
さ
ん
が
待
っ
て

い
る
よ
」
と
言
っ
た
り
す
る
父
親
の
言
葉
か
ら
は
、幼
い
娘
を
可
愛
が
り
甘
や
か
す
父
親
像
が
窺
え
る
。

女
湯
の
場
面
で
も
、
父
親
に
ね
だ
っ
て
寺
子
屋
の
手
習
い
を
さ
ぼ
っ
た
娘
や
、
寺
子
屋
に
弁
当
を
持
っ

て
い
き
た
い
娘
が
、
母
親
に
「
だ
っ
て
お
父
さ
ん
が
い
い
っ
て
言
っ
た
か
ら
」
と
言
い
訳
す
る
場
面
が

見
え
、
父
親
は
娘
に
甘
い
も
の
と
い
う
作
者
の
見
解
が
読
み
取
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
熱
い
湯
嫌
い
の
子
ど
も
を
風
呂
に
入
れ
る
の
に
苦
労
し
た
、
当
時
の
親
が
子
ど
も
の
好

き
な
お
や
つ
を
ご
褒
美
に
し
て
つ
ろ
う
と
し
て
い
た
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の
は
、
前
出
の
父
親
だ
け
で
な
く
女
湯
に
来

た
母
と
三
歳
の
娘
の
次
の
会
話
か
ら
も
窺
え
る
。

ヲ
ヽ
〳
〵
、
坊
も
上
手
に
お
洗あ

ら
ひだ

ぞ
。
コ
レ
サ
〳
〵
、
そ
れ
が
わ
る
い
は
な
。
天て

ん

窓〳
〵

か
ら
お
湯ぶ

う

を
浴
て
は
今
の
や
う
に
目
へ
染し

み

ま
す
。
さ
う
、
さ
う
。
能
く
云
ふ
事
を
お
聞
だ
ぞ
。
坊
は
聞
訳
が

能
か
ら
御
褒
美
を
や
り
ま
せ
う
。
餅
が
よ
か
ろ
。
薄
皮
か
、
お
焼
芋
か　

小
児「

は
ち
い
あ
ん
、
は

ち
い
あ
ん
が
能
よ　

お
た
こ「

は
ち
い
あ
ん
と
は
何
だ
の　

小
児「

は
ち
あ
ん
お
芋
が
能
い
よ　

ト
な

き
声　

お
た
こ

「
ヲ
ヽ
〳
〵
。
お
芋
〳
〵
。
ㇺ
ヽ
八
里
半
か
。
ヲ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
此
子
は
マ
ア
誰
が
云
て

聞
せ
た
か
。
を
つ
な
事
を
覚
て
さ
、
ヲ
ホ
ヽ
ヽ
ヽ

　
「
き
れ
い
に
な
っ
た
ご
褒
美
に
お
餅
が
い
い
か
な
、
薄
皮
餅
が
い
い
？
そ
れ
と
も
焼
き
芋
か
な
？
」

と
い
う
母
に
対
し
、
幼
児
が
ま
わ
ら
ぬ
舌
で
「
は
ち
い
あ
ん
お
芋
が
い
い
よ
」
と
言
う
。
こ
の
八
里
半

と
は
、「
栗（
九
里
）」
に
近
い
甘
さ
と
い
う
こ
と
で
焼
き
芋
を
「
八
里
半
」
と
言
っ
た
当
時
の
洒
落
で

あ
る
。
そ
の
後
、
こ
れ
を
更
に
も
じ
っ
て
「
栗（
九
里
）
よ
り
（
四
里
）
う
ま
い
十
三
里
」
と
言
っ
て
、

焼
き
芋
屋
が
川
越
産（
川
越
は
江
戸
か
ら
十
三
里
）
の
芋
を
売
っ
た
り
し
た
。
子
ど
も
は
大
人
た
ち
の

言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
か
じ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
幼
児
の
思
わ
ぬ
発
言
に
「
ま
あ
、
ど
こ
で
聞
い

た
の
か
し
ら
」
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
こ
と
は
、
現
代
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
育
児
の
一
場
面
が
活
写

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
子
へ
の
話
し
か
け
方
、
接
し
方
は
前
出
の
父
親
と
大
き
く

変
わ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
七
歳
未
満
の
幼
児
で
あ
る
た
め
か
、
基
本
的
に
ほ
め
て

あ
や
し
な
が
ら
の
育
児
で
あ
る
。
江
戸
の
庶
民
階
層
で
は
、
夫
婦
し
て
子
ど
も
を
可
愛
が
り
、
父
親
も

協
力
し
な
が
ら
子
育
て
を
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、
銭
湯
の
親
子
の
周
囲
に
は
、
そ
の
子
を

か
ま
っ
た
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
親
に
話
し
か
け
た
り
と
、
彼
等
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
他
人
が
登
場

す
る
。
江
戸
庶
民
の
子
育
て
が
、
父
母
と
子
の
家
族
関
係
だ
け
で
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
も
そ
れ

を
温
か
く
見
守
り
な
が
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
江
戸
庶
民
の
世
界
で
は
、「
母
親
が
子
ど
も
の
世
話
や
し
つ
け
を
す
る

べ
き
だ
」「
父
親
た
る
も
の
、
子
に
対
し
て
は
威
厳
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
明

治
・
大
正
期
の
母
性
と
父
性
の
役
割
を
厳
然
と
分
別
す
る
考
え
方
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
も
そ

も
、
当
時
は
明
治
・
大
正
期
と
異
な
り
、
母
親
が
子
の
教
育
に
全
面
的
に
あ
た
る
と
い
う
考
え
が
な
く
、

武
士
の
世
界
で
は
、
息
子
の
教
育
は
父
親
が
、
娘
の
教
育
は
母
親
が
行
っ
て
い
た
。
庶
民
で
も
同
性
の

親
が
教
育
に
あ
た
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
浮
世
風
呂
』
で
も
、
御
殿
奉
公
へ
上

が
る
た
め
、
母
親
に
し
か
ら
れ
て
手
習
い
、
三
味
線
、
踊
り
、
琴
を
習
い
に
行
き
、
帰
宅
後
も
そ
の
お

さ
ら
い
で
一
日
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
少
女
が
登
場
す
る
。
母
親
が
娘
の
教
育
に
や
っ
き
に
な
る
の
に
対

し
、
娘
は
「
さ
つ
っ
ぱ
り
遊
ぶ
隙
が
な
い
か
ら
、
否い

や

で
〳
〵
で
な
ら
な
い
」
と
こ
ぼ
し
、
友
人
に
次
の

よ
う
に
話
す
の
で
あ
る
。

わ
た
し
の
お
と
つ
さ
ん
は
、
い
つ
そ
可か

わ
い
が愛

つ
て
気
が
よ
い
か
ら
ネ
。
お
つ
か
さ
ん
が
さ
ら
へ

〳
〵
と
お
云
ひ
だ
と
、
何
の
そ
ん
な
に
や
か
ま
し
く
い
ふ
事
は
な
い
。
あ
れ
が
気
儘
に
し
て
置
て

も
、
ど
う
や
ら
斯か

う

や
ら
覚
る
か
ら
打う

つ
ち
や
つ遣

て
置
く
が
い
ゝ
。
御
奉
公
に
出
る
為
の
稽
古
だ
か
ら
、
些ち

つ

と
計

ば
か
し

覚
れ
ば
能
と
お
云
ひ
だ
け
れ
ど
ネ
。
お
ツ
か
さ
ん
は
き
つ
い
か
ら
ね
。
な
に
稽
古
す
る
位
な

ら
身
に
染
て
覚
ね
へ
ぢ
や
ア
役
に
立
ま
せ
ん
。
女
の
子
は
私
の
う
け
取
だ
か
ら
、
お
ま
へ
さ
ん
お

構
ひ
な
さ
い
ま
す
な
。
あ
れ
が
大
き
く
な
つ
た
と
き
と
う
か
い
と
や
ら
を
い
た
し
ま
す
。
お
ま
へ

さ
ん
が
そ
ん
な
事
を
お
つ
し
や
る
か
ら
、
あ
れ
が
、
わ
た
し
を
馬
鹿
に
し
て
、
い
ふ
事
を
き
ゝ
ま

せ
ん
。
な
ん
の
か
の
と
お
云
ひ
だ
よ
。

父
親
が
娘
か
わ
い
さ
に
「
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
の
に
対
し
、
母
親
が
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そ
れ
を
は
ね
の
け
、「
女
の
子
の
教
育
は
私
の
担
当
だ
か
ら
、
お
前
さ
ん
は
か
ま
わ
な
い
で
」
と
言
い

返
し
て
い
る
家
庭
内
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
少
女
の
言
葉
か
ら
は
、
娘
の
教
育
は
母
親
が
行
う
も

の
と
の
考
え
が
庶
民
に
も
あ
る
程
度
浸
透
し
て
い
た
こ
と
、
娘
の
教
育
の
最
終
の
決
定
権
が
母
親
に
あ

る
家
庭
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
当
時
の
、
女
性
蔑
視
の
考
え
方
も
反
映
し
て
の
こ
と
と
推
測
さ
れ

る
が
、
と
も
か
く
子
ど
も
に
遊
ぶ
隙
も
与
え
な
い
教
育
マ
マ
を
作
者
は
批
判
的
に
描
く
。
そ
し
て
、
続

け
て
、
娘
の
発
言
で
、
母
親
が
「
山
だ
の
、
海
だ
の
と
あ
る
所
の
遠

と
を
ヲ
くの

方
で
お
産う

ま
れだ

か
ら
、
お
三し

や
む
せ
ん絃

や

何な
に

角か

も
」習
う
機
会
が
な
か
っ
た
た
め
に
、「
せ
め
て
あ
れ
に
は
、
芸
を
仕
込
ね
へ
ぢ
や
ア
な
り
ま
せ
ん

と
、」一
人
で
気
負
っ
て
い
る
の
だ
と
冷
静
に
分
析
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
我
が
子
に
自
分
の
挫
折
し

た
願
望
を
託
し
、そ
れ
が
子
に
と
っ
て
重
荷
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
現
代
も
ま
ま
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

現
代
で
は
成
人
し
た
娘
と
母
の
関
係
で
注
目
さ
れ
て
い
る
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。
こ
の
母
娘
の
関
係
も
現
代
に
通
底
す

る
も
の
が
あ
り
、
江
戸
庶
民
の
子
育
て
と
現
代
の
子
育
て
が
質
的
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。
母
性
に
は
、
子
ど
も
の
自
立
を
許
さ
ず
、
子
ど
も
を
飲
み
こ
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
負
の
側

面
も
あ
る
こ
と
が
、
現
代
の
心
理
学
で
指
摘
さ
れ
て
も
い
る

注
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。
作
者
の
式
亭
三
馬
も
、
母
性
を
絶

対
善
と
し
て
無
欠
の
も
の
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
思
い
入
れ
で
子
の
意
思
を
無
視
し
て
強
制

す
る
母
親
像
を
批
判
的
に
描
き
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
子
ど
も

を
愛
育
す
る
の
は
母
親
だ
け
で
な
く
父
親
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
母
性
は
特
別
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。

如
上
、
見
て
き
た
江
戸
時
代
の
庶
民
の
育
児
は
、
現
代
と
も
類
似
し
た
性
質
を
持
つ
が
、
母
性
観
に

つ
い
て
は
異
な
る
。
母
の
愛
は
時
に
父
親
の
そ
れ
よ
り
も
無
分
別
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
評
価
が
高

く
な
い
。
武
士
階
級
で
も
貝
原
益
軒
の
『
和
俗
童
子
訓
』
に
も
「
姑
息
の
愛
」
の
例
と
し
て
、
母
親
の

甘
や
か
し
が
誡
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
価
値
観
に
は
、
母
性
愛
を
否
定
的
に
捉
え
る
側

面
も
あ
り
、
後
世
の
よ
う
に
「
母
性
」
を
神
聖
視
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
近
代
の
母
性
観　

―
岡
本
か
の
子『
母
子
叙
情
』
と
の
対
比
か
ら

明
治
維
新
の
後
、
西
洋
思
想
の
影
響
を
受
け
て
、
母
親
の
、
子
の
養
育
・
教
育
に
対
す
る
決
定
権
が

次
第
に
定
着
化
す
る
。
明
治
七
年（
一
八
七
四
）発
表
の
森
有
礼「
妻
妾
論
」、
明
治
八
年（
一
八
七
五
）発

表
の
中
村
正
直「
善
良
な
る
母
を
造
る
説
」
に
は
、
良
き
妻
で
賢
い
母
が
、
子
ど
も
の
良
い
教
育
者
た

り
う
る
と
い
う
主
張
が
述
べ
ら
れ
、
良
妻
賢
母
思
想
の
原
型
が
表
れ
て
い
る
。
当
初
の
良
妻
賢
母
思
想

は
、
良
き
母
を
造
る
た
め
に
女
子
教
育
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、「
子
育
て
に
お
け
る

母
親
の
精
神
的
感
化
力
」
を
「
強
調
」
す
る
こ
と
か
ら
、
や
が
て
「
母
親
を
育
児
の
主
体
」
へ
と
押
し

上
げ
よ
う
と
す
る
力
が
あ
っ
た
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。
大
正
期
に
さ
し
か
か
る
に
つ
れ
て
、
母
親
を
家
政
の
主
宰
者
と

す
る
考
え
が
芽
生
え
母
性
は
美
化
さ
れ
出
す
。
昭
和
の
初
頭
に
は
「
次
世
代
育
成
要
員
と
し
て
「
母
性
」

を
ひ
た
す
ら
内
へ
内
へ
と
自
己
犠
牲
規
範
の
鑑
と
す
る
こ
と
」
が
「
求
め
ら
れ
」
る

注
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よ
う
に
な
る
。

家
政
を
良
く
し
て
家
庭
を
守
り
、
国
や
社
会
に
貢
献
す
る
よ
う
な
子
を
育
て
る
こ
と
が
母
に
と
っ
て
の

責
務
で
あ
り
、
子
の
た
め
に
献
身
的
で
自
己
犠
牲
的
な
愛
情
を
注
ぐ
の
が
、
当
時
の
望
ま
し
い
母
親
像

で
あ
っ
た
。第
四
章
で
は
、こ
の
よ
う
な
母
性
観
を
否
定
す
る
よ
う
な
作
品
、『
母
子
叙
情
』を
取
り
上
げ
、

当
時
の
一
般
的
な
母
性
観
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
ま
た
、
同
作
品
が
、
当
事
者
の
母
親
で
あ
る
女
性

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
選
定
の
理
由
で
あ
る
。

岡
本
か
の
子
の
『
母
子
叙
情
』
は
、
昭
和
十
二（
一
九
三
七
）年
に
『
文
学
界
』三
月
号
に
発
表
さ
れ

た
。
作
者
、
か
の
子
と
そ
の
夫
で
あ
る
岡
本
一
平
、
息
子
の
岡
本
太
郎
を
投
影
し
た
と
見
ら
れ
る
、
作

中
人
物
が
登
場
し
、
ほ
ぼ
実
話
に
基
づ
く
か
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
の
か
の
女
は
、
漫
画
家

の
夫
、
逸
作
が
よ
き
理
解
者
と
な
っ
て
、
仏
道
研
究
と
文
学
に
ま
い
進
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
二

人
の
間
に
生
ま
れ
た
一
人
息
子
の
一
郎
は
洋
画
家
志
望
で
、
二
人
が
洋
行
し
た
際
に
学
業
の
途
中
で
同

行
し
、
そ
の
ま
ま
パ
リ
に
残
り
芸
術
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
親
の
膝
下
か
ら
離
れ
て
自
立
し
つ
つ
あ
る

息
子
に
対
す
る
、
母
と
し
て
の
寂
し
い
思
い
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
愛
情
が
作
品
の
主

題
で
あ
る
が
、
一
郎
を
恋
し
く
思
う
あ
ま
り
に
主
人
公
が
、
後
ろ
姿
に
息
子
の
面
影
を
見
た
春
日
規
矩

男
と
い
う
青
年
に
対
し
て
異
性
愛
に
似
た
感
情
を
抱
く
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
で
あ

る
。
結
局
、
か
の
女
は
、
息
子
へ
の
母
と
し
て
の
愛
情
を
完
遂
す
る
た
め
に
春
日
と
の
絶
交
を
決
意
す

る
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
一
郎
の
自
立
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
の
女
は
、
春
日
に
も

広
い
母
性
愛
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
に
至
る
。
物
語
は
、
新
た
な
自
分
の
人
生
を
生
き
よ
う
と

す
る
、
か
の
女
の
姿
を
暗
示
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

か
の
女
と
一
郎
は
、
か
つ
て
の
逸
作
の
放
蕩
と
い
う
苦
し
い
時
期
を
共
に
生
き
抜
き
、
現
在
は
共
に

芸
術
に
生
き
よ
う
と
す
る
身
で
あ
る
。
二
人
の
母
子
関
係
は
、
同
志
に
近
い
も
の
が
あ
り
、「
巴
里
」

は
二
人
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。
逸
作
の
放
蕩
期
、
か
の
女
が
「
あ
ー
あ
、
今
に
二
人
で
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巴
里
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
、
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
―
で
馬
車
に
乗
り
ま
し
ょ
う
ね
」（
本
文
は
昭
和
文
学
全
集

５
・
小
学
館
に
拠
る
）
と
半
ば
自
分
に
、
半
ば
息
子
に
言
い
聞
か
せ
た
口
癖
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
巴
里
」

と
は
現
実
の
巴
里
で
は
な
く
、「
極
楽
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
」
で
あ
り
、
宗
教
的
な
意
味
と
も
異
な
る
、

苦
境
を
脱
し
た
状
態
を
言
う
の
で
あ
っ
た
。実
際
の
パ
リ
で
母
子
が
マ
ロ
ニ
エ
の
花
を
眺
め
て
い
た
時
、

一
郎
は
「
お
母
さ
ん
、
と
う
と
う
巴
里
に
来
ま
し
た
ね
」
と
言
う
。
そ
れ
は
「
母
と
子
の
過
去
の
運
命

に
対
す
る
恨
み
の
償
却
の
言
葉
で
あ
り
、
あ
の
都
に
対
す
る
か
の
女
と
む
す
子
と
の
愛
の
ひ
め
言
」
で

も
あ
っ
た
。
母
子
に
と
っ
て
の
「
巴
里
」
と
は
、
母
子
の
強
い
精
神
的
紐
帯
と
、
二
人
が
新
た
な
関
係

性
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
を
象
徴
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
パ
リ
の
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
カ
フ
ェ

に
母
子
は
出
か
け
る
が
、
現
地
の
芸
術
仲
間
や
女
性
た
ち
と
対
等
に
渡
り
合
い
、
の
び
の
び
と
パ
リ
で

ふ
る
ま
う
息
子
を
見
て
、
か
の
女
は
彼
が
大
人
に
な
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
。
一
方
で
、「
僕
、
お
か

あ
さ
ん
に
対
す
る
感
情
の
負
担
だ
け
で
も
当
分
一
人
前
は
た
っ
ぷ
り
あ
る
ん
だ
か
ら
な
あ
」
と
真
実
の

述
懐
を
す
る
息
子
に
、
母
親
と
し
て
の
愛
情
を
感
じ
る
。
そ
こ
に
は
、
互
い
に
一
個
の
独
立
し
た
人
間

と
し
て
本
音
で
向
き
合
っ
て
、
そ
の
存
在
を
認
め
合
う
母
子
の
関
係
が
窺
わ
れ
る
。

ま
た
、
逸
作
と
一
郎
、
そ
し
て
か
の
女
自
身
も
、
か
の
女
の
母
と
し
て
の
過
多
な
ま
で
の
愛
情
を
冷

静
に
認
識
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
文
章
の
各
所
で
示
さ
れ
る
。「
嫌
な
夫
や
馬
鹿
な
子

供
な
ん
か
の
生
活
構
成
の
な
か
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
あ
な
た
だ
っ
た
ら
」
こ
ん
な
に
好
き
に
な
ら
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
言
う
春
日
に
対
し
な
が
ら
、
自
分
と
一
郎
と
の
「
母
子
情
」
に
つ
い
て
、

か
の
女
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

私
の
原
始
的
な
親
子
本
能
以
上
に
、
私
の
む
す
子
に
対
す
る
愛
情
が
、
私
の
詩
人
的
ロ
マ
ン
性
の

舞
台
に
ま
で
登
場
し
、
私
の
理
論
性
の
範
囲
に
ま
で
組
織
さ
れ
込
ん
で
い
る
。
ぜ
い
た
く
な
母
子

情
だ
。
こ
の
私
の
母
子
情
が
、
果
た
し
て
好
い
も
の
か
悪
い
も
の
か
…
だ
が
、
す
べ
て
本
質
と
い

う
も
の
は
本
質
そ
の
も
の
で
好
い
の
だ
。
他
と
違
っ
て
い
る
か
ら
と
云
っ
て
好
い
も
悪
い
も
あ
り

は
し
な
い
。

か
の
女
は
、
自
分
の
母
性
愛
が
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
結
び
つ
い
て
自
己
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
、
そ
れ
を
「
本
質
」
と
捉
え
、
肯
定
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
大
学
へ
の
進
学
を
躊
躇
し
て
い

る
息
子
を
危
ぶ
み
、「
何
と
か
し
て
あ
の
子
を
、
勤
め
先
の
は
っ
き
り
し
た
会
社
員
か
何
か
に
し
て
、

素
性
の
い
い
嫁
を
貰
っ
て
身
を
固
め
さ
し
て
や
り
度
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
大
学
だ

け
は
是
非
出
て
貰
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
、
春
日
の
母
親
は
、
か
の
女
と
は
対
照
的
な
存
在
で

あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
か
の
女
は
失
望
と
嫌
悪
感
を
覚
え
る
。
そ
こ
に
は
、「「
夫
の
た
め
に
」「
子
供
の
た

め
に
」
と
い
う
大
義
名
分
の
た
め
に
、
そ
の
権
力
を
発
揮
す
る
よ
う
な
」〈
役
割
母
性
〉注

31
へ
の
反
発

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
母
に
会
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
春
日
に
対
し
て
か
の
女
は
、
前
よ
り
も
い
っ
そ
う

信
愛
の
情
を
抱
く
。
春
日
へ
の
愛
情
に
異
性
愛
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
か
の
女
は
、「
本

能
的
に
も
よ
り
本
能
的
な
る
母
の
本
能
」
か
ら
、
子
へ
の
愛
を
汚
し
た
く
な
い
と
思
い
、
春
日
と
絶
交

す
る
。
か
の
女
の
描
く
「
母
性
」
は
、
た
だ
た
だ
子
へ
の
深
い
愛
情
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
他
者
に
向
か
え
ば
異
性
愛
に
転
じ
う
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
相
手
を
深
く
愛
す
る
と
い
う

点
に
お
い
て
は
、
母
性
愛
も
異
性
愛
も
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
、
す
で
に
、
岡
本
か
の

子
の
文
学
の
特
徴
と
し
て
、「
恋
人
と
母
性
の
両
面
を
そ
な
え
、
他
の
存
在
を
も
引
き
受
け
る
よ
う
な
」

〈
純
粋
母
性
〉
の
あ
る
こ
と

注
32

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
春
日
へ
も
母
性
愛
を
注
げ
る
と
思
う
、

か
の
女
の
「
母
性
」
は
、作
家
自
身
が
大
乗
仏
教
を
研
究
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、「
世
間
中
の
子
供
、

さ
ら
に
は
生
き
て
い
る
も
の
す
べ
て
に
渡
っ
て
ゆ
く

注
33

」、
救
済
的
・
信
仰
的
愛
へ
と
昇
華
さ
れ
て

い
く
。
あ
ら
ゆ
る
愛
情
を
包
含
す
る
、「
慈
愛
」
と
も
い
う
べ
き
母
性
観
が
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
岡
本
か
の
子
の
母
性
観
は
、
同
時
代
の
「
良
妻
賢
母
」
に
基
づ
く
母
性
観
か
ら
は
大
き
く

外
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
母
の
愛
を
仏
の

慈
愛
に
な
ぞ
ら
え
る
母
性
観
に
近
い
。
し
か
し
な
が
ら
、『
母
子
叙
情
』
で
の
、
か
の
女
の
母
性
は
、

我
が
子
に
個
と
し
て
の
存
在
を
認
め
る
点
に
お
い
て
近
代
的
な
性
格
を
持
つ
。
パ
リ
の
新
聞
の
学
芸
欄

で
一
郎
が「
世
界
先
鋭
画
壇
の
有
望
画
家
の
十
指
の
一
人
」に
選
ば
れ
て
い
る
の
を
見
て
、か
の
女
は「
芸

術
と
い
う
難
航
の
世
界
」
で
活
躍
し
、「
舵
を
正
し
く
執
り
つ
つ
あ
る
」息
子
を
、
同
じ
芸
術
に
生
き
る

者
と
し
て
嬉
し
く
誇
ら
し
く
思
う
。
ま
た
、
パ
リ
か
ら
の
一
郎
の
手
紙
は
、
芸
術
家
気
質
で
ナ
ル
シ
ス

ト
の
母
に
対
し
て
、「
し
っ
か
り
と
し
た
性
根
と
、
抵
抗
力
の
あ
る
心
の
皮
膚
を
鍛
え
し
む
る
よ
う
心

懸
け
て
い
る
」
こ
と
が
読
み
取
れ
、
そ
れ
が
ま
た
彼
自
身
に
も
共
通
す
る
弱
点
で
あ
る
こ
と
を
本
人
が

自
覚
し
て
い
る
故
の
文
面
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、「
お
前
は
よ
く
も
、
そ
こ
に
気
が
つ
い
た
」
と
、
息
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子
が
た
く
ま
し
く
成
長
を
遂
げ
た
証
拠
と
し
て
、
か
の
女
は
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
や
は
り

母
と
し
て
子
の
自
立
に
戸
惑
い
も
感
じ
た
か
の
女
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
「
や
っ
ぱ
り
自
分
の
求

め
る
通
り
む
す
子
に
踏
み
込
め
ば
い
い
、
あ
の
子
は
あ
の
子
で
あ
る
こ
と
に
絶
対
に
変
り
は
な
い
」
と

自
分
の
母
性
の
あ
り
方
に
も
自
信
を
持
つ
に
至
る
。

感
情
の
揺
れ
を
と
も
な
い
な
が
ら
、同
志
で
あ
る
息
子
の
自
立
を
受
け
入
れ
て
ゆ
く
、か
の
女
の
「
母

性
」
は
、
一
郎
に
独
立
し
た
個
人
と
し
て
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
自
己
に
陶
酔
す

る
自
ら
の
母
性
愛
を
冷
静
に
捉
え
て
も
お
り
、
客
観
的
に
自
己
を
認
識
で
き
る
自
覚
的
な
「
母
性
」
で

も
あ
る
。
こ
う
し
た
か
の
女
の
母
性
の
在
り
方
は
、
当
時
の
一
般
的
な
社
会
通
念
の
母
性
と
も
、
大
正

期
の
女
性
解
放
運
動
で
の
母
性
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
正
期
の
女
性
解
放
運
動
で
の
延
長
線

上
に
行
わ
れ
た
、
母
性
保
護
論
争
で
も
、
母
性
の
性
格
内
容
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

岡
本
か
の
子
の
母
性
の
特
異
性
と
先
鋭
的
性
格
が
浮
か
び
上
が
る
。

五
、
戦
後
の
母
性
観　

―
有
吉
佐
和
子『
香
華
』

終
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
影
響
を
受
け
て
、
男
女
平
等
が
法
的
に
認
め
ら
れ
日
本
の
家
族

観
も
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
後
の
高
度
経
済
成
長
の
時
代
下
で
は
、
家
庭
で
の
母
親

の
役
割
は
家
事
・
教
育
で
あ
る
と
の
考
え
が
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
戦
前
の
庶
民
家

庭
で
は
殆
ど
存
在
し
得
な
か
っ
た
専
業
主
婦
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
が
、
一
億
総
中
流
化
の
も
と
、
一

般
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
父
親
は
外
で
企
業
戦
士
と
し
て
働
い
て
家
庭
の
収
入
お
よ
び
直

接
的
な
社
会
貢
献
を
分
担
し
、
家
庭
で
の
父
親
不
在
が
進
む
。
既
成
の
食
事
や
衣
服
を
子
ど
も
に
与
え

る
の
は
母
親
と
し
て
母
性
の
発
達
不
全
と
さ
れ
、
母
親
は
家
庭
に
入
り
教
育
に
専
念
す
べ
き
だ
と
の
社

会
通
念
が
固
定
す
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る

注
34

。
一
方
で
、
す
で
に
戦
前
の
山
の
手
の
中
産
階
級
で
も

表
れ
て
い
た
よ
う
に
、父
親
を
排
除
し
た
母
子
の
密
着
し
た
関
係
が
表
面
化
し
、問
題
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
注
35

。
第
五
章
で
は
、
母
性
に
新
た
な
観
点
を
提
示
し
た
作
品
、『
香
華
』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の

小
説
が
、
女
性
の
立
場
か
ら
母
性
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
母
と
娘
の
関
係
に
注
目
し
た
先
蹤
的
な
作

品
で
あ
る
こ
と
が
選
定
の
理
由
で
あ
る
。

高
度
経
済
成
長
期
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
有
吉
佐
和
子
は
、
し
ば
し
ば
母
性
を

テ
ー
マ
と
す
る
小
説
を
発
表
し
た
。
紀
州
の
素
封
家
を
舞
台
に
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
時
代
を
生
き

た
祖
母
・
母
・
孫
三
代
の
女
系
の
系
譜
を
描
く
『
紀
ノ
川
』（
昭
和
三
十
四
年
）、
母
と
娘
の
愛
憎
を
描

く
『
香
華
』（
昭
和
三
十
七
年
）、芸
に
魅
せ
ら
れ
た
男
を
一
途
に
思
う
娘
を
母
が
支
え
る
『
一
の
糸
』（
昭

和
四
十
年
）、
母
と
娘
が
一
人
の
男
を
め
ぐ
っ
て
争
う
『
母
子
変
容
』（
昭
和
四
十
九
年
）
な
ど
で
あ
る
。

母
娘
の
葛
藤
は
、『
紀
ノ
川
』
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
紀
ノ
川
』
が
世
代
間
の
価
値
観
の
対

立
と
し
て
そ
れ
を
描
く
の
に
対
し
、『
香
華
』
で
は
個
性
の
対
立
と
し
て
描
く
の
が
特
徴
で
あ
る
。

『
香
華
』
は
、
昭
和
三
十
六
年（
一
九
六
一
）
か
ら
翌
年
ま
で
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
主
人

公
朋
子
は
、
紀
州
の
地
主
の
家
に
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
亡
人
に
な
っ
た
祖
母
と
母
と
暮
ら
し
て
い
た
。

美
貌
の
持
ち
主
で
あ
る
、
母
の
郁
代
は
子
育
て
は
祖
母
に
ま
か
せ
き
り
で
、
最
終
的
に
は
朋
子
を
置
い

て
他
家
へ
と
望
ま
れ
て
嫁
ぐ
。
祖
母
は
母
の
こ
と
を
「
親
不
幸
」
と
の
の
し
り
な
が
ら
亡
く
な
り
、
朋

子
は
母
に
引
き
取
ら
れ
る
が
、
生
活
苦
か
ら
母
に
芸
者
に
売
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
の
母
も
夫
に

売
ら
れ
て
女
郎
と
な
っ
た
。
や
が
て
、
朋
子
は
東
京
で
芸
者
と
し
て
一
本
立
ち
す
る
が
、
そ
の
際
、
母

も
引
き
取
り
、
の
ち
に
旅
館
の
経
営
者
と
な
る
。
戦
後
に
は
一
流
料
亭
の
女
将
と
し
て
成
功
を
お
さ
め

る
に
至
る
朋
子
の
一
代
記
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
母
郁
代
と
の
愛
憎
が
絡
み
合
う
。

郁
代
は
、
朋
子
以
外
に
も
、
次
々
と
子
ど
も
を
産
み
な
が
ら
、
母
性
の
欠
落
し
た
、
徹
頭
徹
尾
、
性

愛
に
生
き
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
の
朋
子
は
子
ど
も
を
切
望
す
る
が
め
ぐ
ま
れ
ず
、
甥

を
養
子
と
す
る
に
い
た
る
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
母
性
の
強
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
。
全
く
タ
イ

プ
の
異
な
る
対
照
的
な
、
こ
の
母
子
の
関
係
が
、
こ
の
小
説
の
軸
で
あ
る
。

母
性
の
強
い
朋
子
は
、
郁
代
に
も
母
性
を
求
め
る
が
、
郁
代
は
常
に
そ
れ
を
裏
切
る
存
在
で
あ
る
。

朋
子
が
、
真
剣
に
結
婚
を
考
え
た
江
崎
と
の
恋
が
破
局
と
な
り
、
結
婚
を
一
度
も
し
な
い
の
に
対
し
て
、

母
の
郁
代
は
三
度
も
結
婚
を
す
る
。
朋
子
は
逆
上
し
、「
お
か
あ
さ
ん
が
、
私
の
分
ま
で
結
婚
を
す
る

も
の
だ
か
ら
、
私
は
、
結
婚
が
、
一
度
だ
っ
て
出
来
な
か
っ
た
」
と
郁
代
に
こ
れ
ま
で
の
思
い
を
ぶ
ち

ま
け
る
。
と
こ
ろ
が
、母
へ
甘
え
た
い
気
持
ち
も
あ
っ
て
心
情
を
吐
露
し
た
朋
子
に
対
し
、郁
代
は
、「
そ

れ
嫉へ

ん
ね
し妬

と
違
う
か
い
し
」
と
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
よ
う
な
言
葉
し
か
言
い
返
さ
な
い
。
戦
争
中
、
郁
代

は
、
三
度
目
の
夫
と
暮
ら
す
大
阪
の
家
を
飛
び
出
し
て
東
京
の
朋
子
の
家
へ
と
転
が
り
こ
む
が
、
あ
る

日
、
空
襲
で
母
娘
は
防
空
壕
へ
と
駆
け
込
む
。
不
安
が
る
母
の
手
を
握
り
な
が
ら
、
朋
子
は
母
と
こ
の

ま
ま
死
ぬ
こ
と
を
夢
見
る
。
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親
と
娘
と
、
相
抱
き
あ
っ
て
焼
け
死
ぬ
な
ど
と
い
う
の
は
、
一
度
も
親
ら
し
い
こ
と
の
な
か
っ
た

母
親
と
、
親
へ
の
苛
立
ち
と
憎
し
み
と
、
や
り
き
れ
な
さ
の
囚と

り
こで

し
か
な
か
っ
た
娘
に
と
っ
て
は
、

ま
さ
し
く
幸
運
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朋
子
は
、
次
第
に
恍
惚
境
に
引
き
入

れ
ら
れ
、
自
分
の
考
え
に
酔
い
始
め
て
い
た
。

 

（
本
文
は
新
潮
文
庫
に
拠
る
）

し
か
し
、
母
と
の
一
体
感
に
酔
い
し
れ
る
朋
子
に
対
し
、
郁
代
は
、
夫
の
い
る
「
大
阪
に
居
て
た
ら
、

よ
か
っ
た
」
と
口
に
す
る
。
朋
子
は
「
全
身
に
水
を
浴
び
た
よ
う
に
」思
い
、
自
分
の
思
い
が
少
し
も

母
に
通
じ
な
い
こ
と
に
逆
上
す
る
。

朋
子
は
、
母
に
、「
母
親
ら
し
い
こ
と
」、
母
性
を
求
め
る
が
、
郁
代
は
、
常
に
「
女
性
性
」
と
し
て

し
か
対
峙
し
よ
う
と
し
な
い
。
母
と
娘
の
気
持
ち
は
い
つ
も
ず
れ
、
朋
子
は
裏
切
ら
れ
た
よ
う
に
思
う

の
に
、
母
娘
の
血
の
つ
な
が
り
を
母
に
求
め
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
先
行
研

究
で
の
、

血
縁
へ
の
幻
想
を
持
つ
朋
子
は
、
母
親
と
の
一
体
感
を
何
度
も
夢
見
て
は
裏
切
ら
れ
る
。
こ
こ
に

は
、
産
む
こ
と
と
母
性
を
持
つ
こ
と
は
別
だ
と
言
う
考
え
が
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

と
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
ろ
う

注
36

。
有
吉
は
昭
和
三
十
四
年（
一
九
五
九
）
に
『
婦
人
公
論
』

に
発
表
し
た
『
新
女
大
学
』
で
、「
子
供
を
産
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
で
も
、
女
で
さ
え
あ
れ
ば
必
ず
母

性
を
備
え
て
い
る
も
の
」
と
述
べ
、
母
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

私
は
、
母
性
を
、
女
の
持
つ
唯
一
に
し
て
最
高
の
徳
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
女
性
も
男
性
も
、

そ
れ
ぞ
れ
不
徳
な
も
の
を
多
分
に
持
っ
て
い
ま
す
が
、
母
性
と
は
、
徳
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ

れ
は
事
象
を
認
識
す
る
よ
り
は
抱
擁
し
、
判
定
す
る
よ
り
は
許
容
し
ま
す
。
こ
れ
に
抗
い
、
こ
れ

に
叛
き
、
こ
れ
を
傷
つ
け
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

（
本
文
は
『
新
女
大
学
』（
中
央
公
論
社
・
１
９
６
０
）
に
拠
っ
た
）

自
身
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
っ
た
有
吉
は
、
こ
の
後
、
聖
母
マ
リ
ア
の
愛
に
な
ぞ
ら
え
て
母
性

に
つ
い
て
説
明
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
母
性
を
「
抱
擁
し
、
許
す
性
」
と
し
て
、
そ
の
性
質
を
肯
定

的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。朋
子
が
郁
代
を
憎
み
な
が
ら
も
い
つ
も
許
し
て
し
ま
う
態
度
は
、

ま
さ
に
こ
の
許
す
母
性
に
相
当
す
る
。
朋
子
と
郁
代
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
逆
転
し
た
母
子
関
係
が
指

摘
さ
れ
て
も
い
る

注
37

。

有
吉
は
『
新
女
大
学
』
に
お
い
て
、
こ
の
あ
と
も
女
性
は
誰
も
が
持
っ
て
い
る
母
性
を
強
め
ら
れ
る

よ
う
に
自
分
の
中
の
母
性
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
母
性
は
子
を
産
ん
だ
か
ら
と
言
っ

て
強
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
、
自
分
で
育
て
る
も
の
だ
と
考
え
る
有
吉
の
母
性
観
は
、
子
を
産
み
母
親

と
な
る
こ
と
を
、
女
性
の
至
上
の
任
務
と
捉
え
て
神
聖
視
す
る
戦
前
の
社
会
の
価
値
観
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
り
、
新
し
さ
を
評
価
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
母
性
を
女
性
の
本
能
と
捉
え
る
点
に
つ
い
て

は
、
同
時
代
の
母
性
信
仰
と
重
な
る
点
が
あ
り
限
界
が
見
ら
れ
る
。
事
実
、
母
性
と
い
う
女
徳
を
多
分

に
備
え
て
い
る
と
作
者
が
設
定
す
る
朋
子
は
、
芸
者
の
我
が
身
を
恥
じ
て
家
庭
の
主
婦
に
憧
れ
、「
子

供
を
産
む
」
こ
と
を
「
輝
か
し
い
こ
と
」
と
考
え
る
。
朋
子
も
「
家
族
神
話
を
絶
対
化
し
て
い
る
点
で
、

男
性
社
会
の
秩
序
の
信
奉
者
」
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
つ
ね
に
自
立
し
よ
う
と
し
、
上
昇
志

向
を
持
つ
勤
勉
」
さ
を
良
し
と
し
て
そ
れ
を
体
現
す
る
さ
ま
は
、
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
社
会
の
価

値
観
に
同
化
す
る
も
の
で
あ
る

注
38

。

一
方
、
社
会
の
規
範
か
ら
は
ず
れ
な
い
朋
子
に
対
し
、
母
性
を
も
た
な
い
郁
代
は
社
会
の
規
範
か
ら

自
由
で
、
性
愛
に
の
み
生
き
て
い
る
。
四
十
歳
を
過
ぎ
て
レ
ビ
ュ
ー
の
オ
リ
エ
津
坂
が
、
朋
子
の
実
父

に
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
夢
中
に
な
る
郁
代
に
対
し
、
朋
子
は
、「
浅
ま
し
い
」
と
の
感
想
し
か
抱

け
ず
不
快
感
し
か
な
い
。
自
分
が
芸
者
で
あ
る
こ
と
、
郁
代
が
女
郎
で
あ
っ
た
こ
と
を
恥
じ
る
朋
子
に

対
し
、
郁
代
は
、「
肩
身
が
狭
い
と
は
思
う
て
へ
ん
の
え
」
と
言
い
、「
女
や
も
の
、
男
さ
ん
を
選
り
好

み
で
き
る
自
由
が
あ
っ
た
あ
の
頃
は
、
何
が
辛
う
て
も
幸
せ
や
っ
た
」
と
述
懐
す
る
。
有
吉
自
身
が
、

芸
術
座『
香
華
』
の
舞
台
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
郁
代
に
つ
い
て
、
モ
デ
ル
に
な
る
よ
う
な
人
物
は
身
近

に
な
か
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
作
品
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
自
在
に
描
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る

注
39

。

こ
う
し
た
『
香
華
』
の
人
物
設
定
に
つ
い
て
、吉
田
精
一
が
有
吉
と
の
対
談
で
、「
母
性
的
な
も
の
と
、
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娼
婦
的
な
も
の
と
い
う
か
、
女
の
二
面
を
つ
か
ま
え
て
」、
両
者
の
「
型
」
を
朋
子
と
郁
代
が
そ
れ
ぞ

れ
担
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

注
40

。
こ
れ
に
対
し
、
有
吉
は
「
母
性
」性
と
「
娼
婦
」性
と
ど

ち
ら
も
女
性
は
持
っ
て
い
る
が
、
技
術
的
に
二
人
に
担
わ
せ
た
と
返
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
抱
擁
し

許
容
す
る
「
母
性
」
と
、
自
由
に
性
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
「
女
性
性
」
は
、
一
個
の
女
性
に
同
居
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
便
宜
上
、
分
け
て
二
人
の
人
物
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
郁
代
と
朋
子
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、二
人
で
一
体
で
あ
り
、そ
の
ゆ
え
に
母
子
で
あ
る
必
要
が
あ
っ

た
。母

性
と
女
性
性
と
を
一
個
の
女
性
の
中
に
同
居
す
る
も
の
と
見
る
点
に
お
い
て
、
有
吉
の
主
張
は
新

し
い
が
、
や
は
り
既
成
の
母
性
観
に
し
ば
ら
れ
た
点
も
見
ら
れ
る
。
作
中
で
、
こ
れ
ま
で
関
係
を
持
っ

た
男
た
ち
が
次
々
と
亡
く
な
り
、
つ
い
に
母
も
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
思
い
を
は
せ
た
朋
子
は
「
人
を
見

送
る
こ
と
に
は
、
も
う
飽
き
た
」
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
き
、「
私
は
、
こ
の
子
の
成
長
を
見
る
た
め
に

生
き
よ
う
」
と
甥
の
常
治
の
養
母
に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
幼
い
常
治
は
「
こ
れ
ま
で
に
同
衾
し
た

ど
の
男
た
ち
」
と
も
違
っ
て
、「
ど
こ
に
も
裏
切
ら
れ
る
懼
れ
が
な
く
、」愛
し
い
も
の
だ
っ
た
。
朋
子

の
常
治
へ
の
母
性
愛
が
、
こ
れ
ま
で
の
男
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
異
性
愛
の
代
替
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取

れ
る
。
母
性
と
女
性
性
は
一
個
の
女
性
に
同
居
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
対
立
す
る
要
素
で
あ
り
相
並

ぶ
も
の
で
は
な
い
と
す
る
作
者
の
意
識
が
窺
わ
れ
、
こ
こ
で
も
同
時
代
の
母
性
観
か
ら
は
完
全
に
自
由

で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
限
界
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
紀
ノ
川
』
で
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
有
吉
は
、『
香
華
』
に
い
た
り
、「
も

は
や
蒼
古
な
家
の
美
に
酔
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
自
ら
破
壊
す
る
側
に
立
と
う
と
し
て
い
る

注
41

」
と
述

べ
て
お
り
、
作
中
で
も
郁
代
の
遺
骨
を
受
け
入
れ
な
い
和
歌
山
の
人
々
に
対
し
て
、「
こ
の
保
守
頑
迷

の
国
に
生
れ
た
自
分
が
口
惜
し
い
ば
か
り
だ
っ
た
」「
あ
ん
な
家
は
、
一
度
火
を
点
け
て
燃
や
し
て
し
ま

え
ば
い
い
の
だ
」
と
怒
る
、
朋
子
の
気
持
ち
を
書
き
だ
し
て
い
る
。『
香
華
』
で
の
こ
う
し
た
視
点
が

新
た
な
作
風
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
は
指
摘
が
あ
る

注
42

が
、
有
吉
が
郁
代
の
「
女
性
性
」

を
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
も
、
新
し
い
女
性
の
生
き
様
が
提
示
さ
れ
て
お
り
注
目

さ
れ
る
。
高
度
経
済
成
長
期
の
急
成
長
か
ら
安
定
し
た
一
九
七
〇
年
代
、
成
長
期
を
支
え
た
母
親
の
生

き
方
に
つ
い
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
側
か
ら
新
た
な
生
き
方
の
提
示
が
な
さ
れ
た

注
43

。
郁
代
の
あ
り

方
は
こ
う
し
た
社
会
の
変
革
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
興
味
深
い
。

ま
と
め

以
上
、
駆
け
足
で
は
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
か
ら
戦
後
の
昭
和
ま
で
の
日
本
文
学
を
通
し
て
、
そ
こ

に
表
れ
た
母
性
観
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
時
代
に
よ
っ
て
母
性
観
は
変
容
し
て
お
り
、
い
ま
だ
現
代
社

会
で
も
根
強
い
、
自
己
犠
牲
を
伴
っ
た
母
性
へ
の
信
仰
が
、
古
来
か
ら
根
付
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
証
明
で
き
た
。
説
話
集
の
母
性
観
は
、
子
へ
の
愛
情
を
重
視
し
な
が
ら
も
自
分
の
命
を
一
番
に

考
え
る
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
は
非
情
に
感
じ
ら
れ
も
す
る
側
面
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
時

代
の
戯
作
文
学
か
ら
は
、
取
り
立
て
て
父
性
と
母
性
を
対
立
的
な
も
の
と
し
て
分
別
し
な
い
、
気
負
わ

な
い
母
性
観
が
見
ら
れ
た
。
父
子
・
母
子
に
向
け
ら
れ
た
、
周
囲
の
温
か
い
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
も
、

興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
期
か
ら
戦
前
の
昭
和
初
期
に
な
る
と
、
現
在
の
母
性
信
仰
の

完
成
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
固
定
的
な
社
会
の
母
性
観
に
あ
っ
て
、
異
性
愛
を
母
性
と
対
立
し
た

も
の
と
捉
え
な
い
、
岡
本
か
の
子
の
母
性
観
は
、
独
自
で
自
由
で
あ
る
。
ま
た
、
お
互
い
を
個
と
し
て

認
め
合
う
母
子
関
係
も
特
異
で
あ
る
。
か
の
子
自
身
が
、
母
親
だ
け
の
役
割
に
終
わ
ら
ず
、
自
分
の
世

界
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
、高
度
経
済
成
長
期
に
い
た
り
、母
性
信
仰
は
「
母

の
愛
」
の
名
の
も
と
に
強
固
な
も
の
と
な
る
が
、一
方
で
閉
じ
ら
れ
た
病
理
的
な
母
子
関
係
を
生
ん
だ
。

有
吉
佐
和
子
の
母
性
観
は
女
性
の
生
き
方
を
も
含
め
た
も
の
で
注
目
さ
れ
る
。
有
吉
の
母
性
観
は
既
存

の
価
値
観
に
縛
ら
れ
た
面
も
あ
る
が
、「
母
親
」
を
絶
対
視
し
な
い
点
で
重
要
で
あ
る
。
女
性
の
生
き

方
が
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
提
示
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
先
見
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
女
性
お
よ
び
男
性
の
生
き
方
、
家
族
の
あ
り
方
も
多
様
化
し
た
現
代
、

ど
の
時
代
の
母
性
観
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
子
ど
も
の
発
達
の
面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
子
ど

も
は
、
親
な
ど
の
養
育
者
か
ら
の
愛
情
を
受
け
て
愛
情
、
信
頼
と
い
う
も
の
を
覚
え
、
周
囲
の
人
々
の

愛
情
か
ら
社
会
へ
の
信
頼
や
関
わ
り
方
を
学
ぶ
。
養
育
者
の
愛
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
大
勢
の
人
の
愛

情
に
見
守
ら
れ
て
育
つ
こ
と
が
、
健
や
か
な
育
ち
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
説
話
集
の
、
子

の
養
育
そ
の
も
の
（
衣
食
住
の
世
話
と
い
う
基
本
的
な
こ
と
）
と
、
お
だ
や
か
な
愛
情
を
重
視
す
る
と

こ
ろ
は
、
母
性
観
の
基
盤
に
す
べ
き
も
の
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
。
父
も
母
も
気
負
う
こ
と
な
く
、
子

の
成
長
に
喜
び
を
感
じ
な
が
ら
愛
情
深
く
養
育
に
関
わ
っ
て
い
く
江
戸
庶
民
の
あ
り
方
も
参
考
に
な
る
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と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
周
囲
と
の
温
か
い
関
係
の
中
で
、
こ
の
親
子
関
係
が
築
か
れ
て
い
る
点
は
特

に
注
目
し
た
い
。
血
縁
、
地
縁
を
ひ
た
す
ら
厭
い
避
け
る
方
向
で
来
た
現
代
の
我
々
は
、
家
庭
内
で
閉

じ
ら
れ
た
育
児
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
過
去
の
庶
民
生
活
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
、
周
囲
の

人
々
が
親
子
関
係
を
温
か
く
見
守
り
応
援
す
る
こ
と
は
、
も
う
一
度
見
直
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

一
方
で
、
江
戸
時
代
ま
で
の
母
性
観
で
は
、
母
親
の
「
個
」
に
対
す
る
対
応
が
で
き
な
い
。
そ
う
し

た
時
、
岡
本
か
の
子
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
「
個
」
を
持
ち
相
手
の
そ
れ
を
尊
重
す
る
母
子
関
係
は

参
考
に
な
ろ
う
。
有
吉
佐
和
子
の
女
性
観
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
己
の
「
個
」
を
大
切
に
し
自
由
に
生

き
よ
う
と
す
る
女
性
の
願
望
は
一
個
の
人
間
と
し
て
当
然
の
権
利
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
養
育

者
と
の
関
係
に
お
い
て
人
間
関
係
の
基
盤
を
作
る
子
の
健
全
な
発
達
の
た
め
に
は
、
子
を
自
分
の
生
活

の
中
心
に
据
え
て
考
え
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
大
事
に
な
っ
て
く
る
。
か
の
子
の
自
分
の
世
界
を
持
ち

な
が
ら
も
、
子
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
そ
れ
を
子
に
伝
え
る
姿
勢
は
、
大
い
に
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

そ
し
て
、
親
の
手
に
よ
っ
て
生
命
の
危
険
に
も
さ
ら
さ
れ
る
子
ど
も
が
い
る
と
い
う
社
会
の
現
実
と

向
き
合
う
に
は
、
母
性
は
子
を
産
ん
だ
か
ら
と
言
っ
て
強
ま
る
も
の
で
は
な
い
、
育
て
る
も
の
だ
と
い

う
有
吉
佐
和
子
の
母
性
観
が
重
要
な
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
研
究
で
も
証
明
さ
れ
て
い

る
注
44

と
お
り
で
あ
り
、
母
性
へ
の
過
信
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
、
母
は
子
を
か
わ
い
が
る
も
の
だ
と

い
う
社
会
通
念
を
変
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
稿
者
自
身
、
一
児
の
母
と
し
て
自
戒
す
る
と
こ

ろ
で
は
あ
る
が
、
母
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
そ
の
女
性
に
起
こ
っ
た
現
象
を
表
す
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
彼
女
が
養
育
者
と
し
て
の
適
性
を
そ
な
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
観
点
か

ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
に
は
、「
母
性
」
と
冷
静
に
向
き
合
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
一
番
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
子
育
て
の
責
務
は
す
べ
て
母
親
に
あ
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
は
母
親
一
人
が
産
ん
だ
の
で
は
な
い
。
父
親
の
存
在
も
あ
っ
て
は
じ
め

て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
親
以
外
の
人
間
と
も
関
わ
り
な
が
ら
育
つ
。
今

後
、
我
々
は
、
母
性
の
あ
り
方
を
問
い
つ
つ
も
、
た
と
え
離
別
後
で
あ
っ
て
も
子
が
養
育
段
階
に
あ
る

間
は
、
父
親
の
あ
り
方
を
問
う
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
肉
親
の
あ
り
方
、
社
会
の
あ
り
方
を
も
問

う
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

《
主
要
引
用
・
参
考
文
献
》

１　

蔵
澄
裕
子「「
母
性
」
と
家
族
像
―
近
代
女
子
道
徳
教
育
と
日
本
的
家
族
像
形
成
へ
の
道
―
」（『
東

京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科　

教
育
学
研
究
室　

研
究
室
紀
要
』35
号
・
２
０
０
９
年
）

２　

大
日
向
雅
美『
母
性
の
研
究　

そ
の
形
成
と
変
容
の
過
程
：
伝
統
的
母
性
観
へ
の
反
証
』（
川
島
書

店
・
１
９
８
８
年
）

３　

沢
山
美
果
子「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
母
性
」
の
強
調
と
そ
の
意
味
」、
人
間
文
化
研
究
会
編『
女

性
と
文
化
』所
収（
白
馬
出
版
・
１
９
７
９
年
）

４　

加
藤
裕
子「『
母
性
』
の
誕
生
と
変
容
」（『
中
央
大
学
大
学
院
年
報
』28
号
・
１
９
９
９
年
）

５　

森
山
茂
樹
・
中
江
和
恵『
日
本
子
ど
も
史
』（
平
凡
社
・
２
０
０
２
年
）

６　

西
野
悠
紀
子「
律
令
制
下
の
母
子
関
係
―
八
、九
世
紀
の
古
代
社
会
に
み
る
」、
脇
田
晴
子
編『
母
性

を
問
う　

歴
史
的
変
遷（
上
）』所
収（
人
文
書
院
・
１
９
８
５
年
）

７　

山
村
賢
明『
日
本
人
と
母
』（
東
洋
館
出
版
社
・
１
９
７
１
年
）

８　

柴
田
純『
日
本
幼
児
史　

子
ど
も
へ
の
ま
な
ざ
し
』（
吉
川
弘
文
館
・
２
０
１
３
）

９　

服
藤
早
苗『
平
安
朝
の
母
と
子　

貴
族
と
庶
民
の
家
族
生
活
史
』（
中
公
新
書
・
１
９
９
１
年
）

10　

高
橋
貢「
作
ら
れ
た
世
間
話　

―
『
今
昔
物
語
集
』巻
二
十
九
第
三
十
八
話「
母
牛
突
二
殺
狼
一
語
」

考
―
付
、『
今
昔
』
の
母
と
子
」（『
専
修
国
文
』第
七
五
号
・
２
０
０
４
年
９
月
）

11　

池
上
洵
一「『
今
昔
物
語
集
』
の
精
神
世
界
―
「
思
量
リ
賢
キ
」
こ
と
」（『
日
本
学
』
１
号
・

１
９
８
３
年
５
月
）

12　

横
田
隆
志「「
悪
行
」篇
の
世
界
―
『
今
昔
物
語
集
』巻
二
十
九
の
た
め
に
―
」（『
国
文
論
叢
』

１
９
９
７
年
３
月
）

13　

脇
田
晴
子「
母
性
尊
重
思
想
と
罪
業
観
―
中
世
の
文
芸
を
中
心
に
」、
脇
田
晴
子
編『
母
性
を
問
う

　

歴
史
的
変
遷（
上
）』所
収（
人
文
書
院
・
１
９
８
５
年
）

14　

ル
イ
ス
フ
ロ
イ
ス
著
・
岡
田
章
雄
訳
注『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
』（
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
・

２
０
１
２
年
）

15　

太
田
素
子『
子
宝
と
子
返
し　

近
世
農
村
の
家
族
生
活
と
子
育
て
』（
藤
原
書
店
・
２
０
０
７
年
）

16　

神
保
五
彌『
新
潮
古
典
文
学
ア
ル
バ
ム
24　

江
戸
戯
作
』（
新
潮
社
・
１
９
９
１
年
）

17　

太
田
素
子『
江
戸
の
親
子　

父
親
が
子
ど
も
を
育
て
た
時
代
』（
中
公
新
書
・
１
９
９
４
年
）
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18　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
著
・
山
口
光
朔
訳『
大
君
の
都　

幕
末
日
本
滞
在
記（
上
）』（
岩
波
文
庫
・

１
９
６
２
年
）

19　

木
本
尚
美「
江
戸
時
代
の
子
ど
も
―
『
浮
世
風
呂
』
か
ら
み
た
日
常
生
活
―
」（『
日
本
教
育
心
理
学

会
総
会
発
表
論
文
集
』（
29
）・
１
９
８
７
年
８
月
25
日
発
表
。）

20　

河
合
隼
雄『
母
性
社
会
日
本
の
病
理
』（
中
央
公
論
社
・
１
９
７
６
年
）

21　

与
那
覇
恵
子「
岡
本
か
の
子
―
〈
純
粋
母
性
〉
と
〈
役
割
母
性
〉
―
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』

45
、
１
９
８
０
年
４
月
）

22　

江
藤
淳『
成
熟
と
喪
失
―
母
の
崩
壊
―
』（
初
版
河
出
書
房
新
社
・
１
９
６
７
年
、
の
ち
に
講
談
社

文
芸
文
庫
・
１
９
９
３
年
）

23　

宮
内
淳
子「
父
親
の
い
な
い
幸
福　

―『
香
華
』『
芝
桜
』」（
井
上
謙　

半
田
美
永　

宮
内
淳
子
編『
有

吉
佐
和
子
の
世
界
』翰
林
書
房
・
２
０
０
４
年
）

24　

半
田
美
永「
有
吉
佐
和
子『
香
華
』
を
読
む　

―
終
章〈
第
二
十
五
章
〉
に
お
け
る
《
片
男
波
》
の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
皇
学
館
論
叢
』24
巻
３
号
、
１
９
９
１
年
６
月
）

25　

有
吉
佐
和
子
・
吉
田
精
一
対
談「
時
代
に
生
き
る
女
性
像
」（『
国
文
学
』15
巻
９
号
、
１
９
７
０
年

７
月
）

26　

有
吉
佐
和
子「
私
の
文
学　

あ
あ
十
年
！
」『
わ
れ
ら
の
文
学
15　

阿
川
弘
之
・
有
吉
佐
和
子
』（
講

談
社
・
１
９
６
６
年
）

27　

斎
藤
美
奈
子『
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
論　

女
の
子
に
は
出
世
の
道
が
二
つ
あ
る
』（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
・

２
０
０
０
年
。
の
ち
に
文
春
文
庫
に
て
文
庫
化
）

《
注
》

１　

蔵
澄
２
０
０
９

２　

た
と
え
ば
、A

ERA

（
２
０
１
４
年
2
月
3
日
号
）
が
「
保
育
所
に
『
う
る
さ
い
』苦
情
増
加　

進
む
『
子
ど
も
排
除
』」
と
い
う
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

３　

大
日
向
１
９
８
８
、
p. 

9

４　

沢
山
１
９
７
９
、
加
藤
１
９
９
９

５　

蔵
澄
２
０
０
９
。
な
お
、
こ
の
「
母
性
」
に
つ
い
て
は
、
与
謝
野
晶
子
も
、
女
性
は
母
性
の
み
に

よ
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
い
と
批
判
し
て
お
り
、
平
塚
、
与
謝
野
、
山
川
ら
の
母
性
保
護
に
つ
い
て

の
論
争
へ
と
発
展
し
て
い
る
。

６　

蔵
澄
２
０
０
９

７　

蔵
澄
２
０
０
９

８　

大
日
向
１
９
８
８
、
p. 

61

９　

た
と
え
ば
、「
母
性
愛
の
文
学
」
と
さ
れ
る
古
典
文
学
に
は
、『
蜻
蛉
日
記
』『
成
尋
阿
闍
梨
母
集
』

『
十
六
夜
日
記
』『
竹
む
き
が
記
』
な
ど
が
あ
る
。

10　

森
山
・
中
江
２
０
０
２
、
p. 

55
も
、「
こ
の
話
の
中
に
は
、
子
ど
も
の
母
と
し
て
、
あ
る
い
は
主

婦
と
し
て
理
想
の
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

11　

西
野
１
９
８
５
、
p. 

94
。

12　

中
田
祝
夫
注『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10　

日
本
霊
異
記
』（
小
学
館
・
１
９
９
５
）、
第
十
六
話

頭
注
。

13　

西
野
１
９
９
５
、
p. 

103

14　

現
代
の
母
性
研
究
を
代
表
す
る
大
日
向
１
９
８
８
、
p. 

197
で
は
、
実
証
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に

自
立
的
関
係
を
育
成
さ
せ
る
に
は
、
母
親
の
対
人
関
係
の
広
さ
と
同
時
に
、
母
親
が
自
身
の
生
活
の

中
心
的
位
置
に
子
ど
も
を
据
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

15　

大
日
向
１
９
８
８ 

、pp. 

44

－

48
、
山
村
１
９
７
１
、
p. 

5

16　

柴
田
２
０
１
３
、pp. 

33

－

53

17　

服
藤
１
９
９
１
、
p. 

9

18　

高
橋
２
０
０
４
、
p. 

16

19　

池
上
１
９
８
３ 

、
横
田
１
９
９
７
、
p. 

27

20　

脇
田
１
９
８
５
、pp. 

181
〜
183

21　

た
と
え
ば
、
堕
胎
は
き
わ
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
子
ど
も
を
育
て
て
い
け
な
い
女
性
が
嬰
児

殺
し
を
行
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
（
フ
ロ
イ
ス
２
０
１
２
、pp. 

50

－

51
）。
ま
た
、

主
に
武
家
階
級
の
子
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
の
子
ど
も
が
「
寵
愛
も
快
楽
も
な
く
育
て
ら
れ

て
い
る
」
こ
と
も
報
告
が
あ
る
（
フ
ロ
イ
ス
２
０
１
２
、
p. 

66
）。
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22　

森
山
・
中
江
２
０
０
２
や
太
田
２
０
０
７
、
柴
田
２
０
１
２
な
ど
。

23　

太
田
２
０
０
７
で
は
、
生
活
苦
か
ら
の
間
引
き
な
ど
の
嬰
児
殺
し
も
あ
る
一
方
で
、
農
村
に
い
た

る
ま
で
社
会
で
広
く
子
ど
も
が
大
事
に
愛
情
深
く
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

24　

神
保
１
９
９
１
、
p. 

42 

25　

太
田
１
９
９
４
。
こ
う
し
た
育
児
の
役
割
を
母
親
と
分
担
す
る
こ
と
は
、
下
級
武
士
な
ど
に
も
見

え
、幕
末
の
外
国
人
が
残
し
た
記
録
、た
と
え
ば
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
（
１
９
６
２
、p. 

201
）
に
は
、夕
方
、

子
守
り
を
す
る
父
親
た
ち
が
路
上
の
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

26　

木
本
１
９
８
７
で
は
、「
幼
児
連
れ
は
、
昼
前
の
湯
屋
場
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
児
は
入
浴
後
に

昼
食
を
取
る
習
慣
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
素
直
に
文
面
通
り
、
ご
褒
美
の
お

や
つ
と
解
釈
し
た
い
。

27　

 

た
と
え
ば
、
信
田
さ
よ
子『
母
が
重
く
て
た
ま
ら
な
い　

墓
守
娘
の
嘆
き
』（
春
秋
社
・
２
０
０
８

年
）
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
化
。
こ
の
現
象
は
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

28　

河
合
１
９
７
６
、
p. 

8

29　

太
田
１
９
９
４
、
p. 

235

30　

蔵
澄
２
０
０
９
、
p. 

102

31　

与
那
覇
１
９
８
０

32　

与
那
覇
１
９
８
０

33　

与
那
覇
１
９
８
０

34　

大
日
向
１
９
８
８
、
p. 

57

35　

江
藤
１
９
６
７
（
１
９
９
３
年
版
、p. 

37
）
で
は
、特
に
日
本
の
母
と
息
子
の
関
係
の
濃
密
さ
と
、

母
の
息
子
に
及
ぼ
す
影
響
力
の
強
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

36　

宮
内
２
０
０
４
、
p. 

209

37　

半
田
１
９
９
１

38　

宮
内
２
０
０
４
、
p. 

210

39　

宮
内
２
０
０
４

40　

有
吉
・
吉
田
１
９
７
０

41　

有
吉
１
９
６
６
、
p. 

470

42　

半
田
１
９
９
１

43　

斎
藤
２
０
０
０
、pp. 

263

－

286

44　

大
日
向
１
９
８
８

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
（
Ｂ
）「
鎌
倉
時
代
後
期
の
宮
廷
に
お
け
る
王
朝

文
化
継
承
と
新
文
化
創
出
の
再
検
討
―
伏
見
院
の
宮
廷
を
中
心
に
」（
課
題
番
号15k16691

）
に
よ
る

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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