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小
川
洋
子
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
が
描
く
一
九
七
二
年

―
―
〈
模
像
〉
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

佐
々
木　

亜
紀
子

は
じ
め
に

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』

（
１
）
は
二
〇
〇
五
年
二
月
十
二
日
か
ら
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
、
翌
年
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
、

同
年
「
平
成
十
八
年
度
谷
崎
潤
一
郎
賞
」
を
受
賞
し
た
。

　
「
選
評
」（
２
）を

読
む
限
り
で
は
、
満
場
一
致
で
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
高
く
評
価
し
た
の
は
井
上
ひ
さ
し
と
筒
井
康
隆
で
あ
る
。
井

上
は
「
物
語
に
よ
る
物
語
の
関
節
外
し
の
実
験
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
、
よ
く
で
き
た
小
説
で
も
あ
る
」
と
述
べ
、
筒
井
も
「
独
特
の
文
学
的

世
界
の
構
築
が
素
晴
ら
し
い
」
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
池
澤
夏
樹
は
「
諸
手
を
あ
げ
て
賛
成
で
は
な
か
っ
た
」
と
最
初
に
述
べ
た
う

え
で
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
の
「
偏
在
」
を
指
摘
し
、「
文
学
に
も
っ
と
野
放
図
な
も
の
を
期
待
す
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

そ
の
後
の
研
究
・
評
論
で
は
、
箕
野
聡
子
が
小
説
に
描
か
れ
た
芦
屋
と
い
う
舞
台
の
実
在
性
の
裏
づ
け
を
阪
神
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
見
出

そ
う
と
試
み（
３
）、

川
本
三
郎
は
「
お
伽
話
の
桃
源
郷
」（

４
）と

し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
井
上
評
と
池
澤
評
の
よ
う
に
両
極
に
評
価
が
わ
か
れ
る
小
説
で
あ
り
、
箕
野
論
と
川
本
論
が
指
摘
す

る
よ
う
な
実
在
性
と
「
お
伽
話
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
も
つ
小
説
な
の
で
あ
る
。
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本
論
で
は
、
岡
野
八
代
ら
の
ケ
ア
論
を
援
用
し
て
、
朋
子
の
母
と
ミ
ー
ナ
の
母
に
注
目
し
、
女
性
ば
か
り
が
住
む
「
洋
館
」
の
意
味
を
検
討

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
芦
屋
の
描
出
に
関
わ
る
評
価
の
根
本
に
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
と
い
う
方
法
が
関
わ
る
も
の
と
考
え
、
一
九
七
二

年
の
物
語
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
一
九
七
二
年
を
「
聖
」
な
る
時
間
と
し
て
語
る
二
〇
〇
五
年
の
朋
子
の
語
り
の
特
徴
か
ら
、
小
川
洋
子
の
小

説
の
方
法
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

一
．
二
人
の
母

　

小
川
洋
子
の
小
説
に
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
母
が
シ
ン
グ
ル
で
あ
る
理
由
は
、
死
別
、
離
別
、
非
婚

な
ど
様
々
で
あ
り
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
な
っ
た
あ
と
に
選
ぶ
道
も
様
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
」（『
シ
ュ
ガ
ー
タ
イ
ム
』

中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
）
で
は
、
航
平
の
母
は
主
人
公
の
父
と
子
連
れ
同
士
の
再
婚
を
し
、『
貴
婦
人
A
の
蘇
生
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
）

で
は
主
人
公
の
母
が
、亡
夫
の
勤
め
先
の
大
学
の
教
員
住
宅
を
出
て
息
子
と
二
人
で
亡
夫
の
実
家
へ
身
を
寄
せ
る
。
ま
た
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』

（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
）
の
主
人
公
「
私
」
は
、
非
婚
の
ま
ま
息
子
を
生
み
、
家
政
婦
に
な
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
。

　

厚
生
労
働
省
の
「
平
成
28
年
度 

全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査
結
果
の
概
要
」

（
５
）

に
よ
れ
ば
、
母
子
家
庭
数
は
一
二
三
・
八
万
世
帯
あ
り
、「
25

年
間
で
、
母
子
世
帯
は
1.5
倍
」
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
就
業
率
が
八
九
・
七
％
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
均
年
収
は
二
百
万
円
で
貧
困

率
が
高
い
。
赤
石
千
衣
子
は
そ
の
原
因
と
し
て
、
出
産
・
育
児
と
就
業
と
を
両
立
さ
せ
る
た
め
非
正
規
雇
用
な
ど
不
安
定
な
雇
用
が
多
く
、
住

宅
ロ
ー
ン
を
組
む
こ
と
も
で
き
ず
、「
住
ま
い
の
貧
困
」
を
抱
え
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る（
６
）。

　

小
川
の
描
く
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
は
、
母
子
家
庭
数
の
増
加
や
そ
の
生
活
苦
な
ど
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
亡
夫
の
実
家

の
庇
護
を
受
け
る
『
貴
婦
人
A
の
蘇
生
』
の
母
に
は
、
彼
女
が
抱
え
る
「
住
ま
い
の
貧
困
」
問
題
が
あ
る
。
ま
た
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
の

主
人
公
が
「
皆
が
敬
遠
す
る
面
倒
な
顧
客
を
押
し
付
け
ら
れ
て
も
、
組
合
長
に
不
平
な
ど
漏
ら
し
は
し
な
か
っ
た
」
と
従
順
に
「
家
政
婦
」
（
７
）
と
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い
う
仕
事
を
続
け
る
の
も
、
経
済
上
の
問
題
が
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
主
人
公
の
よ
う
に
、
結
婚
し
な
い
で
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
な
っ
た
人
は
、
先
の
調
査（
８
）で
は
、
七
・
八
％
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
死
別
に
よ
っ

て
「
ひ
と
り
親
」
に
な
っ
た
割
合
の
七
・
五
％
を
初
め
て
越
え
る
結
果
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
赤
石
に
よ
れ
ば
「「
寡
婦
控
除
」
と
い
う

死
別
ひ
と
り
親
や
離
婚
ひ
と
り
親
に
適
用
さ
れ
る
所
得
控
除
が
（
婚
姻
歴
の
な
い
）
非
婚
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
（
９
）
た
め
、
税

制
な
ど
で
不
利
で
あ
る
と
い
う
。
期
せ
ず
し
て
独
身
で
育
児
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
は
、
育
児
を
は
じ
め
と
す
る
生
活
上
の

パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
片
腕
に
子
ど
も
を
抱
い
た
ま
ま
、
生
産
の
競
争
に
参
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
現
実

的
に
は
そ
の
自
立
は
困
難
を
極
め
て
い
る
。

　

し
か
し
の
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
小
川
作
品
で
は
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
そ
の
子
ど
も
の
負
の
側
面
、
す
な
わ
ち
孤
立
、
貧
困
な
ど
を
リ

ア
ル
に
描
く
と
い
う
方
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
本
論
で
と
り
あ
げ
る
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
で
も
、
主
人
公
朋
子
の
母
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
で

あ
る
。
現
実
的
に
は
苛
酷
な
情
況
と
想
像
さ
れ
る
が
、
物
語
の
主
な
時
間
で
あ
る
一
九
七
二
年
は
、
川
本
の
い
う
「
桃
源
郷
」
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。

　

朋
子
の
母
は
、
夫
を
亡
く
し
た
後
、「
縫
製
工
場
の
勤
め
と
洋
裁
の
内
職
で
家
計
を
支
え
て
」、
小
学
一
年
生
だ
っ
た
朋
子
を
育
て
て
き
た
と

い
う
。
そ
し
て
朋
子
の
中
学
入
学
を
機
に
「
改
め
て
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
て
人
生
を
見
直
し
」、「
洋
裁
の
技
術
を
ア
ッ
プ
さ
せ
、
よ
り
安
定

し
た
仕
事
に
就
く
た
め
、
東
京
の
専
門
学
校
で
一
年
勉
強
す
る
決
心
」
を
す
る
。
一
人
娘
の
朋
子
が
「
一
九
七
二
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
一

年
あ
ま
り
」、
芦
屋
の
伯
母
の
家
で
過
ご
す
と
い
う
経
験
は
こ
う
し
て
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

朋
子
の
母
と
ミ
ー
ナ
の
母
は
、
一
年
違
い
で
娘
を
生
ん
だ
妹
と
姉
で
あ
る
が
、
富
裕
な
ミ
ー
ナ
の
母
に
比
べ
て
、
朋
子
の
母
は
経
済
的
に
逼

迫
し
て
い
る
。
主
な
原
因
は
も
ち
ろ
ん
母
子
家
庭
で
あ
っ
た
こ
と
だ
が
、
夫
が
存
命
の
こ
ろ
か
ら
こ
の
姉
妹
に
は
経
済
的
格
差
が
あ
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
芦
屋
の
豪
邸
に
住
む
ミ
ー
ナ
の
父
が
ベ
ン
ツ
に
乗
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
朋
子
の
父
は
「
古
ぼ
け
た
木
造
家
屋
」
の
「
借
家
」
に
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住
ま
い
、
自
転
車
の
「
荷
台
に
鞄
を
く
く
り
つ
け
、
役
所
へ
勤
め
に
出
掛
け
」、
休
日
は
娘
を
乗
せ
て
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
し
て
い
た
。
ま
た
朋
子

は
「
生
ま
れ
て
か
ら
一
度
も
、
動
物
園
と
名
の
つ
く
場
所
に
は
行
っ
た
こ
と
が
な
」
く
、
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
も
「
お
も
ち
ゃ
で
さ
え
、
岡
山

で
は
飾
っ
た
た
め
し
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
た
だ
し
時
代
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、
朋
子
の
岡
山
で
の
暮
ら
し
が
特
別
に
貧
し
か
っ
た
の
で
は

な
く
、
当
時
の
つ
つ
ま
し
い
暮
ら
し
の
範
疇
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

　

だ
が
夫
亡
き
後
は
こ
の
格
差
は
開
く
一
方
で
あ
っ
た
。
朋
子
の
母
は「
縫
製
工
場
の
勤
め
と
洋
裁
の
内
職
」と
い
う
ダ
ブ
ル
ワ
ー
ク
を
し
て
も
、

一
九
七
〇
年
の
万
国
博
覧
会
に「
仕
事
の
せ
い
で
」朋
子
を
連
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
東
京
へ
行
っ
て
か
ら
も
、「
十
円
玉
が
た
ま
っ
た
ら
」

電
話
を
す
る
と
い
う
倹
約
ぶ
り
。
ク
リ
ス
マ
ス
に
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
く
な
っ
た
」
の
も
、
あ
る
い

は
節
約
の
た
め
も
あ
っ
た
の
か
と
邪
推
し
た
く
な
る
。
夫
を
亡
く
し
、
支
援
の
乏
し
い
な
か
で
孤
軍
奮
闘
す
る
さ
ま
が
想
像
で
き
る
。
朋
子
の

語
り
か
ら
は
、
こ
の
母
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
な
情
報
し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
の
、
一
人
娘
と
の
暮
ら
し
を
一
時
手
放
さ
な
け
れ
ば
「
長
期
的
な

展
望
」
が
み
え
な
い
苦
境
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

こ
の
窮
状
に
あ
る
妹
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の
が
ミ
ー
ナ
の
母
で
あ
る
。
結
婚
を
経
て
、
住
む
場
所
も
環
境
も
隔
た
っ
た
妹
の
娘
、
そ
れ
も
一

度
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
姪
を
一
年
間
預
か
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
詳
し
く
は
語
ら
れ
な
い
。
だ
が
姉
妹
の
実
家
が
一
度
も
話
題
に
な
ら
な
い

以
上
、「
伯
母
さ
ん
の
好
意
に
甘
え
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
確
か
だ
。

　

伯
母
は
飲
料
会
社
の
三
代
目
社
長
の
妻
と
し
て
、「
芦
屋
の
山
裾
に
、
千
五
百
坪
の
土
地
」
に
建
て
ら
れ
た
「
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
の
洋
館
」

に
住
み
、
住
み
込
み
の
お
手
伝
い
さ
ん
を
お
い
て
裕
福
に
生
活
し
て
い
る
。
だ
が
幸
福
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
夫
は
「
も
う
一
つ
別
に
帰
る

べ
き
家
」
が
あ
り
、
社
交
的
な
息
子
は
ス
イ
ス
に
留
学
し
、
病
弱
な
娘
と
日
本
語
の
不
自
由
な
ド
イ
ツ
人
の
姑
と
と
も
に
、
ひ
っ
そ
り
と
豪
邸

に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伯
母
と
伯
父
と
の
結
婚
の
経
緯
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。　

　

飲
料
水
会
社
の
二
代
目
社
長
だ
っ
た
（
伯
父
の
…
引
用
者
注
）
お
父
さ
ん
は
、
二
十
代
の
半
ば
で
ベ
ル
リ
ン
大
学
へ
留
学
し
、
薬
学
を



― 135 ―

修
め
、ロ
ー
ザ
さ
ん
を
見
初
め
て
結
婚
し
た
。（
中
略
）
伯
父
さ
ん
の
人
生
も
お
お
む
ね
、お
父
さ
ん
の
歩
み
を
な
ぞ
る
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。

（
中
略
）
た、

だ、

一、

つ、

違、

っ、

た、

の
は
、
結
婚
相
手
を
ド
イ
ツ
で
見
つ
け
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
伯
父
さ
ん
は
工
場
の
開
発
室
で
ビ
ー
カ
ー
を

洗
っ
た
り
新
製
品
の
味
見
を
し
た
り
し
て
い
た
、
研、

、

、

、

、

究
補
助
員
の
伯
母
さ
ん
と
結
婚
し
た
。（
中
略
）
若
夫
婦
は
、
子
供
を
授
か
る
ま
で
十

二
年
も
待
つ
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
結
婚
式
の
七、

、

、

、

か
月
後
に
は
、
男
の
子
龍
一
が
生
ま
れ
て
い
た
。（
傍
点
は
引
用
者
に
拠
る
。

以
下
同
じ
）　

　

中
学
生
だ
っ
た
朋
子
が
知
り
得
る
表
現
で
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
伯
母
と
の
結
婚
を
め
ぐ
る
こ
と
だ
け
が
、
伯
父
が
そ
の
父
の
足
跡
を
辿
れ

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
伯
母
と
の
結
婚
は
、
龍
一
を
身
籠
っ
た
と
い
う
理
由
と
仄
め
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
伯
母

の
側
か
ら
言
え
ば
、
ビ
ー
カ
ー
を
洗
っ
て
い
た
「
研
究
補
助
員
」
が
、
社
長
の
御
曹
司
に
見
初
め
ら
れ
て
妊
娠
し
、
い
わ
ゆ
る
玉
の
輿
に
乗
っ

た
結
婚
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

朋
子
か
ら
見
て
そ
れ
ぞ
れ
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
伯
父
と
伯
母
で
は
あ
る
も
の
の
、そ
の
印
象
は
対
照
的
で
あ
る
。
伯
父
は
初
対
面
の
時「
皺

一
つ
な
い
グ
レ
ー
の
ス
ー
ツ
に
上
品
な
ネ
ク
タ
イ
」
を
し
、
い
つ
も
「
神
経
の
行
き
届
い
た
お
洒
落
な
格
好
」
を
し
て
い
る
。
自
分
の
身
な
り

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
朋
子
の
制
服
を
誂
え
る
時
に
も
、「
実
益
を
優
先
」
し
て
大
き
め
の
サ
イ
ズ
を
選
ぶ
こ
と
は
な
く
、「
き
ち
ん
と
身

体
に
合
わ
せ
」
て
作
る
よ
う
店
員
に
指
示
す
る
よ
う
な
人
で
あ
る
。
だ
が
伯
母
は
「
ほ
っ
そ
り
し
た
身
体
」
で
「
優
美
な
姿
勢
を
保
」
つ
こ
と

の
で
き
る
人
で
は
あ
る
が
、「
お
洒
落
や
外
出
に
縁
遠
い
の
は
明
ら
か
」
で
、ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
の
な
か
に
あ
る
数
の
乏
し
い
洋
服
は
「
主
張
が
な
く
、

目
立
た
な
い
で
い
る
こ
と
を
主
眼
に
作
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
」
で
あ
る
。「
人
を
朗
ら
か
に
す
る
達
人
」
の
伯
父
と
、「
底
が
深
」
い
「
静
け
さ
」

の
伯
母
。「
家
に
帰
っ
て
こ
な
い
く
ら
い
の
〈
お
出
か
け
好
き
〉」
の
伯
父
と
、「
出
不
精
」
な
伯
母
。

　

も
ち
ろ
ん
、
気
質
が
対
照
的
で
あ
る
こ
と
は
、
夫
婦
関
係
に
と
っ
て
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
現
に
伯
母
は
「
伯
父
さ
ん
の
冗
談
に

一
番
う
れ
し
そ
う
に
微
笑
む
」
人
で
も
あ
る
。
だ
が
、
喫
煙
と
飲
酒
に
沈
潜
し
て
「
誤
植
探
し
」
を
す
る
孤
独
な
姿
は
痛
々
し
い
。
朋
子
が
伯
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父
の
会
社
で
見
か
け
た
「
車
両
運
行
記
録
簿
」
に
は
、「
社
長
車
」
の
行
き
先
が
毎
日
「
江
坂
ロ
イ
ヤ
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
伯
父
が
「
平
凡
な
名
前
」
の
女
性
と
「
食
堂
や
雑
貨
屋
が
並
ぶ
通
り
の
裏
道
」
に
あ
る
う
ら
ぶ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
こ
と

が
公
然
の
秘
密
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
夫
の
会
社
の
元
社
員
で
あ
っ
た
伯
母
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
耐
え
難
い
屈
辱
で
あ
ろ
う
。

　

伯
父
は
別
宅
住
ま
い
で
あ
り
、龍
一
は
ス
イ
ス
へ
留
学
し
、「
洋
館
」は
も
は
や
女
性
だ
け
の
生
息
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
伯
母
が「
洋

館
」
に
住
み
続
け
る
の
は
、
母
親
と
し
て
病
弱
な
娘
ミ
ー
ナ
の
ケ
ア
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
が
あ
る
か
ら
だ
。
む
ろ
ん
ミ
ー
ナ
へ
の
ケ

ア
が
常
時
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
が
て
「
ロ
ー
ザ
お
ば
あ
さ
ん
」
と
い
う
日
本
語
が
不
自
由
な
高
齢
の
姑
の
ケ
ア
も
予
想
さ
れ
る
状
況

で
あ
る
。
伯
母
は
い
わ
ば
ケ、

、

、

、

、

、

、

ア
の
待
機
要
員
と
し
て
「
洋
館
」
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
夫
の
去
っ
た
家
で
、
そ
の
老
母
と
暮
ら
す
理

不
尽
に
耐
え
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
夫
へ
の
愛
情
な
の
か
意
地
な
の
か
、
あ
る
い
は
た
だ
「
洋
館
」
か
ら
出
て
ゆ
く
力
す
ら
も
は
や
な
い
か
ら

な
の
か
。
中
学
生
だ
っ
た
朋
子
の
語
り
は
、
伯
父
伯
母
の
不
幸
な
関
係
に
踏
み
込
む
こ
と
は
な
く
、
伯
母
の
苦
悩
の
内
実
に
迫
る
こ
と
も
な
い
。

あ
た
か
も
そ
れ
ら
の
負
の
側
面
を
忌
避
す
る
よ
う
に
、「
洋
館
」
の
幸
福
ば
か
り
を
語
り
続
け
て
い
る
。　

二
．
ケ
ア
の
場
と
し
て
の
「
洋
館
」

　

前
節
に
お
い
て
、
ミ
ー
ナ
の
母
を
ケ、

、

、

、

、

、

、

ア
の
待
機
要
員
と
述
べ
た
が
、〈
ケ
ア
〉
と
は
介
護
、
看
護
、
介
助
、
育
児
な
ど
、
意
味
す
る
領
域
は
広
い
。

こ
こ
で
は
岡
野
八
代
論）

（1
（

か
ら
、
特
に
ミ
ー
ナ
の
母
が
担
う
ケ
ア
の
物
語
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

岡
野
が
「
ケ
ア
の
倫
理
」
を
論
ず
る
な
か
で
批
判
的
に
考
察
す
る
の
は
、
公
私
二
元
論
で
あ
る
。
近
代
は
公
と
私
に
領
域
を
二
分
し
、
公
領

域
に
お
い
て
は
自
立
し
た
主
体
像
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
前
提
の
う
え
に
人
が
平
等
で
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
だ
が
人
間
は
一
生

の
う
ち
に
、
乳
幼
児
期
や
老
齢
期
な
ど
、
誰
か
の
ケ
ア
に
「
依
存
」
す
る
時
期
を
必
ず
持
つ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
依
存
」
は
不
可
視
化

さ
れ
、「
依
存
」
役
割
を
引
受
け
る
存
在
（
主
に
「
母
」
や
女
性
）
と
と
も
に
私
領
域
に
排
除
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
ケ
ア
と
い
う
行
為
、
言
い



― 137 ―

換
え
れ
ば
「
依
存
」
が
必
要
な
人
を
支
え
る
と
い
う
行
為
は
、
公
の
場
か
ら
押
し
出
さ
れ
て
私
事
化
さ
れ
、
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
私
事
化
さ
れ
て
い
る
育
児
は
、
単
純
な
公
と
の
二
分
で
は
な
く
、
実
は
公
領
域
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
。

　

た
と
え
ば
、「
洋
館
」
か
ら
は
伯
父
も
長
男
龍
一
も
去
り
、
そ
の
内
側
は
、
ケ
ア
を
受
け
る
者
と
ケ
ア
を
す
る
者
だ
け
が
住
ま
う
女
ば
か
り
の

私
領
域
で
あ
る
こ
と
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
夫
を
亡
く
し
た
朋
子
の
母
の
境
遇
を
み
れ
ば
、
私
領
域
の
育
児
を
手
放
さ
ず
に
公
領
域
の

経
済
活
動
に
参
入
す
る
こ
と
の
困
難
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
は
、「
依
存
が
不
可
避
な
人
を
ケ
ア
す
る
仕
事
」
を
「
依
存
労
働
」
と
し
、「
依
存
」
を
包
摂
す
る
理
論

構
築
の
必
要
性
を
論
じ
る
な
か
で
、「
依
存
労
働
」
が
公
的
領
域
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

（（
（

。
加
え
て
キ
テ
イ
は
、「
依
存
労
働
」

者
す
な
わ
ち
ケ
ア
を
す
る
人
が
、
公
領
域
に
支
配
さ
れ
る
私
領
域
で
、
経
済
的
依
存
や
精
神
的
依
存
を
被
り
、
弱
体
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
を
「
二
次
的
依
存
」「
派
生
的
依
存
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

　

伯
母
は
ケ
ア
の
待
機
要
員
と
し
て
、
夫
の
経
済
力
の
下
に
あ
る
私
領
域
の
「
洋
館
」
の
な
か
で
、
い
わ
ば
こ
の
「
二
次
的
依
存
」
状
態
に
陥
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ー
ナ
に
「
こ
ん
な
趣
味
の
悪
い
カ
ー
テ
ン
」
と
悪
態
を
つ
か
れ
る
部
屋
は
、
印
刷
物
の
誤
植
を
探
し
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ま

に
隠
れ
て
お
酒
を
飲
む
」
場
所
だ
。
伯
母
の
精
神
的
危
機
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
そ
の
部
屋
の
「
絨
毯
は
焼
け
焦
げ
だ
ら
け
」
で
あ
る
。
ス
イ

ス
へ
帰
る
龍
一
が
「
ミ
ー
ナ
を
頼
む
よ
」
と
朋
子
に
妹
を
託
し
た
と
き
、
朋
子
は
「
ミ
ー
ナ
が
味、

、方
を
必
要
と
す
る
と
き
（
中
略
）
伯
母
さ
ん

は
お
酒
に
酔
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
私
な
ら
、
い
つ
で
も
味、

、方
に
な
れ
ま
す
」
と
い
う
「
気
持
ち
を
込
め
て
、
う
な
ず
い
た
」

と
い
う
。
伯
母
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
待
機
す
る
だ
け
の
「
洋
館
」
の
な
か
で
、
ミ
ー
ナ
に
ケ
ア
が
必
要
な
と
き
に
、
本
来
の
役
割
が
危
ぶ
ま
れ

る
ほ
ど
飲
酒
癖
が
昂
じ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伯
母
が
姪
の
朋
子
を
預
か
っ
た
「
好
意
」
は
、
富
裕
な
姉
の
「
好
意
」
以
上
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
思
い
が
け
な
く
も
夫
を
亡
く
し
て
自
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
た
妹
に
、
夫
に
去
ら
れ
な
が
ら
も
「
二
次
的
依
存
」
状
態

か
ら
脱
出
で
き
な
い
自
分
自
身
の
夢
を
託
し
た
の
だ
。
朋
子
が
「
伯
母
さ
ん
の
横
顔
が
母
に
よ
く
似
て
い
る
と
感
じ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
姉
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妹
は
結
婚
す
る
前
は
、
ロ
ー
ザ
と
そ
の
双
子
の
姉
の
イ
ル
マ
と
同
じ
く
、
月
が
仲
良
く
並
ん
だ
「
朋
」
の
字
の
よ
う
な
姉
妹
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

箕
野
の
「
ミ
ー
ナ
は
、伯
父
さ
ん
の
子
で
は
あ
る
が
、伯
母
さ
ん
の
子
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」）

（1
（

と
い
う
指
摘
は
可
能
性
の
域
を
越
え
な
い
が
、

少
な
く
と
も
伯
母
の
結
婚
生
活
が
幸
福
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
朋
子
の
母
が
役
所
勤
務
の
堅
実
な
夫
と
結
婚
し
た
の
は
、
予
定
外
の

妊
娠
の
た
め
に
玉
の
輿
に
乗
っ
て
「
洋
館
」
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
姉
の
不
幸
な
結
婚
生
活
を
知
り
、
そ
の
轍
を
踏
ま
な
い
と
い
う
選
択
の
結

果
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
朋
子
の
母
は
そ
の
姉
と
は
対
照
的
な
結
婚
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、堅
実
と
思
わ
れ
た
役
所
勤
め
の
夫
は
、「
手
遅
れ
の
胃
が
ん
」
で
妻
と
小
学
一
年
生
の
娘
を
遺
し
て
亡
く
な
る
。
運
命
は
こ
の
姉
妹
か
ら
、

華
や
か
な
三
代
目
社
長
の
夫
も
堅
実
な
役
所
勤
め
の
夫
も
奪
っ
て
ゆ
く
。
だ
が
朋
子
は
こ
の
二
人
の
母
が
不
運
を
恨
む
様
子
を
語
ら
な
い
。
そ

れ
は
朋
子
が
一
九
七
二
年
の
中
学
一
年
生
と
し
て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
伯
父
の
不
在
は
こ
の
「
洋
館
」
に
と
っ
て
不
可
触
の
話
題
で
あ
る
。
新
神
戸
で
朋
子
を
出
迎
え
た
伯
父
は
、
三
日
後
に
は
朋
子
を

中
学
の
制
服
の
注
文
に
ベ
ン
ツ
で
連
れ
出
し
、「
ク
レ
ー
プ
・
シ
ュ
ゼ
ッ
ト
を
ご
馳
走
」
し
、
そ
の
翌
日
か
ら
不
在
と
な
る
。
す
る
と
伯
母
は
「
ま

す
ま
す
無
口
に
」
な
り
、「
彼
女
の
唇
は
煙
草
を
く
わ
え
て
い
る
か
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
で
濡
れ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
」
に
な
る
。
だ
が
「
誰
も
が

食
卓
に
で
き
た
一
人
分
の
空
白
に
気
づ
か
な
い
振
り
」
を
し
て
過
ご
し
て
い
る
。

　

伯
父
は
ミ
ー
ナ
が
深
夜
に
「
喘
息
の
発
作
」
で
病
院
に
運
ば
れ
て
も
帰
ら
ず
、
結
局
、
朋
子
の
入
学
式
に
な
っ
て
も
帰
ら
な
い
。
そ
の
伯
父

に
代
わ
っ
て
、
式
に
同
行
し
た
の
は
伯
母
だ
っ
た
。「
朋
子
を
一
人
で
行
か
せ
た
り
は
し
ま
せ
ん
」
と
「
い
つ
に
な
く
き
り
っ
と
し
た
様
子
」
の

伯
母
は
、飲
酒
と
喫
煙
を
し
て
い
る
「
あ
の
雰
囲
気
は
、ど
こ
か
に
上
手
に
隠
し
」
て
い
た
と
い
う
。
朋
子
の
入
学
式
に
帰
ら
な
い
伯
父
に
代
わ
っ

て
、
伯
母
は
待
機
要
員
と
し
て
、
立
派
に
そ
の
役
割
を
務
め
、
頼
も
し
い
一
面
を
見
せ
た
。

　

そ
の
後
、四
月
二
十
九
日
の
夕
方
に「
六
甲
山
ホ
テ
ル
」の
コ
ッ
ク
た
ち
を
引
き
連
れ
て
帰
っ
た
伯
父
は
、「
寝
室
で
は
な
く
」、書
斎
の
ソ
フ
ァ
ー

で
「
一
人
で
休
む
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
破
綻
し
た
夫
婦
関
係
を
見
て
み
ぬ
ふ
り
を
す
る
家
族
、
特
に
伯
父
の
母
で
あ
る
ロ
ー
ザ
の
心
痛
は

深
い
は
ず
だ
。
住
み
込
み
の
お
手
伝
い
で
あ
る
米
田
さ
ん
が
い
る
と
は
い
え
、
一
人
息
子
が
家
を
出
て
そ
の
妻
だ
け
が
と
り
残
さ
れ
て
い
る
状
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況
で
あ
る
。
や
が
て
ケ
ア
を
必
要
と
し
た
と
き
に
頼
る
の
は
、
こ
の
「
嫁
」
し
か
い
な
い
の
だ
。「
親
族
全
員
が
、
第
二
次
大
戦
中
に
ナ
チ
ス
の

強
制
収
容
所
で
亡
く
な
っ
た
」ロ
ー
ザ
に
帰
る
故
国
は
な
い
。
幼
い
朋
子
の
周
囲
で
話
題
に
な
る
と
き
添
え
ら
れ
た「
外
国
の
人
と
結
婚
し
た
…
」

と
い
う
憧
憬
の
一
句
の
裏
側
に
は
、
不
条
理
な
運
命
を
背
負
う
ロ
ー
ザ
の
人
生
が
あ
る
。

　

伯
父
が
不
在
の
間
、
修
理
品
が
書
斎
の
机
上
に
増
え
て
い
く
の
は
、
こ
の
「
洋
館
」
が
壊
れ
始
め
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
修
理
品

と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
家
族
の
訴
え
に
対
し
て
、
も
は
や
修
繕
で
終
わ
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
伯
父
は
綻
び
を
繕
う
こ
と
で
暫
定

的
に
現
状
を
保
持
し
て
い
る
。
泥
棒
事
件
で
も
伯
父
は
警
報
器
の
手
配
を
し
て
去
っ
て
ゆ
く
が
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
火
事
は
家
族
を
「
洋
館
」
か

ら
脱
出
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。「
洋
館
」
の
歴
史
と
と
も
に
あ
っ
た
コ
ビ
ト
カ
バ
の
ポ
チ
子
が
、
火
事
の
夜
に
ひ
っ
そ
り
と
最
期
を
迎
え
た
の
は
、

「
フ
レ
ッ
シ
ー
動
物
園
の
終
焉
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
洋
館
」
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
伯
父
の
不
在
と
い
う
状
況
へ
の
打
開
は
、
期
限
付
き
の
家
族
で
あ
っ
た
朋
子
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
だ
伯
父
の
会

社
の
「
フ
レ
ッ
シ
ー
」
の
広
報
誌
を
、「
伯
母
さ
ん
が
見
つ
け
た
誤
植
、ヌ
レ
ッ
シ
ー
、に
大
き
な
丸
を
つ
け
、ベ
ン
ツ
の
ワ
イ
パ
ー
に
は
さ
ん
だ
」

だ
け
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
ミ
ー
ナ
の
母
の
思
い
は
そ
の
夫
に
届
き
、
伯
父
は
帰
っ
て
来
る
。
そ
れ
以
降
、
ミ
ー
ナ
の
喘
息
は
快

方
に
向
か
う
。
思
え
ば
ミ
ー
ナ
の
喘
息
と
は
、
母
に
ケ
ア
の
待
機
と
い
う
役
割
を
授
け
、
母
を
引
き
留
め
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
二
年
後
に
米

田
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
翌
年
ロ
ー
ザ
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
ミ
ー
ナ
は
中
学
の
卒
業
式
す
ら
待
た
ず
に
「
ス
イ
ス
の
寄
宿
学
校
」
へ
出
発
す
る
。

こ
う
し
て
伯
母
は
、
ミ
ー
ナ
の
喘
息
や
姑
の
老
衰
へ
の
ケ
ア
に
備
え
る
必
要
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
洋
館
」
は
伯
父
伯
母
だ
け
に
な
り
、

閉
じ
ら
れ
た
ケ
ア
の
場
所
で
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

朋
子
が
伯
母
を
危
機
か
ら
救
え
た
の
は
、
朋
子
が
い
つ
か
こ
の
「
洋
館
」
か
ら
で
て
ゆ
く
期
限
付
き
の
家
族
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
伯
父

の
別
宅
へ
行
っ
た
も
と
も
と
の
理
由
は
、「
発
作
を
起
こ
し
、
甲
南
病
院
に
入
院
」
中
の
ミ
ー
ナ
が
仄
か
に
心
を
寄
せ
る
「
水
曜
日
の
青
年
」
の

動
向
を
探
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
根
本
の
原
因
は
伯
父
の
不
在
に
あ
る
こ
と
に
朋
子
は
無
意
識
の
う
ち
に
気
づ
く
の
だ
。
阪
神
尼
崎
駅

か
ら
梅
田
駅
。
そ
の
「
迷
路
」
の
よ
う
な
梅
田
駅
か
ら
地
下
鉄
で
江
坂
駅
。
そ
こ
か
ら
郵
便
局
、
接
骨
院
、
公
民
館
、
そ
し
て
「
江
坂
ロ
イ
ヤ
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ル
マ
ン
シ
ョ
ン
」へ
と
い
う
朋
子
の〈
歩
き
〉。
そ
れ
は
小
学
一
年
生
で
父
を
病
気
で
喪
っ
た
朋
子
が
、別
の
意
味
で
父
の
不
在
に
耐
え
て
い
る
ミ
ー

ナ
の
「
味
方
」
に
な
る
た
め
の
「
行
進
」
だ
っ
た
の
だ
。　

三
．
一
九
七
二
年
の
物
語

　

井
上
ひ
さ
し
は
先
述
の
「
選
評
」
で
、『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
を
「
物、

、

、

、

、

、

、

語
的
背
負
投
げ
の
傑
作
」
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。　

大
豪
邸
に
引
き
取
ら
れ
た
貧
し
い
母
子
家
庭
の
少
女
―
―
よ、

、

、

、

、

、

く
あ
る
設
定
だ
。
た、

、

、

、

、

、

、

い
て
い
の
場
合
、
物
語
的
圧
力
を
高
め
る
た
め
に
、「
私
」

は
意
地
の
悪
い
使
用
人
や
、
富
豪
の
ひ
ね
く
れ
た
娘
か
ら
苛
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
で
は
、
使
用
人
は
「
私
」

に
や
さ
し
く
、
病
弱
の
従
妹
の
ミ
ー
ナ
は
、「
私
」
を
じ
つ
の
姉
の
よ
う
に
思
っ
て
く
れ
る
。（
中
略
）
た、

、

、

、

、

、

、

い
て
い
の
物
語
で
は
、
こ
の
マ
ッ

チ
で
火
事
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ミ
ー
ナ
は
火
事
を
お
こ
さ
な
い
。（
中
略
）
た、

、

、

、

、

、

、

い
て
い
の
物
語
で
は
女
主
人
公
が
伯
父
さ
ん
に

意
見
を
す
る
と
こ
ろ
が
山
場
に
な
る
が
、「
私
」
は
な
ん
に
も
し
な
い
の
だ）

（1
（

。　

　

井
上
の
い
う
「
物
語
的
背
負
投
げ
」
と
は
、「
よ
く
あ
る
設
定
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
た
い
て
い
の
物
語
」
の
常
道
か
ら
は
外
れ
て
な
に
も
起

こ
ら
な
い
と
い
う
「
関
節
外
し
」
の
展
開
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
池
澤
夏
樹
は
、そ
の
「
関
節
外
し
」
で
あ
る
こ
と
を
、む
し
ろ
否
定
的
に
「
一

つ
一
つ
の
話
が
こ、

、

、

、

、

、

、

、

と
が
成
就
し
な
い
形
で
閉
じ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、「
屋
敷
を
出
た
と
こ
ろ
は
、
外
の
世
界
は
、
本、

、

、

、

、

、

、

、

当
の
一
九
七
二
年
な
の
だ

ろ
う
か
？　

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
こ
の
屋
敷
の
中
に
だ
け
偏
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
」）

（1
（

と
批
判
し
た
。

　

要
す
る
に
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
と
は
、「
よ
く
あ
る
設
定
」
や
「
こ
と
が
成
就
し
な
い
」
と
い
う
点
で
、
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
評
価
さ
れ

る
作
品
な
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
負
の
側
面
を
リ
ア
ル
描
く
と
い
う
方
法
を
と
ら
な
い
小
川
作
品
の
特
徴
に
関
わ
っ
て
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い
る
。
こ
こ
で
は
椹
木
野
衣
の
い
う
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
と
い
う
概
念
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

　

原
形
を
模
し
た
二
次
的
コ
ピ
ー
、
模
像
と
い
う
意
味
が
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
で
あ
る
が
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
と
は
、
そ
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー

ク
ル
の
自
己
増
殖
の
時
代
が
現
代
で
あ
る
と
規
定
し
た
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
理
論）

（1
（

を
、
芸
術
に
応
用
し
た
特
質
や
主
義
を
指
し
て
い
る
と
考
え

て
い
い
だ
ろ
う
。
椹
木
は
美
術
史
に
お
け
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
価
値
を
論
じ
、
そ
の
特
徴
を
「
初
め
て
み
た
は
ず
な
の
に
ど
こ
か
で

見
覚
え
が
あ
っ
て
、
一
種
の
デ
ジ
ャ-

ヴ
ュ
、
つ
ま
り
既
視
感
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
し
、「
入
念
に
意
図
さ
れ
た
人
工
的
な
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
」）

（1
（

と
定
義
す
る
。

　

小
川
洋
子
は
沼
野
充
義
と
の
対
談）

（1
（

で
、
子
供
の
こ
ろ
の
読
書
体
験
に
つ
い
て
「
子
ど
も
の
た
め
の
世
界
文
学
全
集
」
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
続

け
て
語
っ
て
い
る
。　

第
一
回
の
配
本
が
『
家
な
き
子
』
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
『
家
な
き
子
』
あ
た
り
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
お
話
の
世
界

に
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
き
（
中
略
）
バ
ー
ネ
ッ
ト
の
『
秘
密
の
花
園
』
を
読
み
、『
小
公
女
』
を
読
み
、『
長
く
つ
下
の
ピ
ッ
ピ
』
や
（
中
略
）『
ト

ム
は
真
夜
中
の
庭
で
』
に
至
る
、
と
い
う
具
合
で
す
。

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
よ
う
な
、
親
を
失
っ
た
、
あ
る
い
は
親
か
ら
離
れ
た
子
ど
も
の
物
語
に
似
通
っ
て
い
る
。
だ
が

朋
子
は
孤
児
状
態
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
結
末
で
は
母
が
約
束
通
り
迎
え
に
来
て
岡
山
の
も
と
の
暮
ら
し
に
戻
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
「
こ
と

が
成
就
し
な
い
」
点
で
、
井
上
の
い
う
「
物
語
の
関
節
外
し
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
と
は
、『
秘
密
の
花
園
』
な
ど
の
孤
児
物
語
の
意
図
的
な
〈
模
像
〉
で
あ
っ
て
、
起
源
へ
の
回
帰
や
超
越
が
目
指
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
孤
児
物
語
だ
け
で
な
く
、
見
知
ら
ぬ
親
戚
に
引
き
取
ら
れ
る
子
ど
も
、
豪
邸
で
の
歪
ん
だ
生
活
、
病
弱
な
美
少
女
、

子
ど
も
に
寄
り
添
う
動
物
、
マ
ッ
チ
で
火
を
と
も
す
少
女
な
ど
が
描
か
れ
た
児
童
文
学
や
少
女
小
説
な
ど
の
懐
か
し
い
物
語
を
、
念
入
り
に
混
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ぜ
合
わ
せ
て
編
集
し
、「
人
工
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

川
本
は
「
お
伽
話
の
桃
源
郷
」
と
評
し
、
池
澤
や
筒
井
は
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
）」）

（1
（

だ
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り

な
い
。『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
と
は
、
既
に
あ
る
お
伽
話
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
「
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
、
ズ
タ
ズ
タ
に
カ
ッ
ト
ア
ッ
プ
し
、
飽
く
こ
と

な
く
リ
ミ
ッ
ク
ス
」）

（1
（

し
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
〈
模
像
〉
な
の
で
あ
る
。

　
「
海
抜
二
百
メ
ー
ト
ル
の
あ
た
り
」
に
建
て
ら
れ
た
こ
の
「
洋
館
」
も
ま
た
、
海
抜
の
高
さ
分
、
現
実
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。「
洋
館
」
を
建

て
た
伯
父
の
父
は
、「
ベ
ル
リ
ン
大
学
へ
留
学
し
、
薬
学
を
修
め
」、「
健
胃
作
用
を
う
た
っ
た
ラ
ジ
ウ
ム
入
り
清
涼
飲
料
水
〈
フ
レ
ッ
シ
ー
〉
の

販
売
で
会
社
を
大
き
く
し
」
た
と
い
う
が
、
こ
の
「
洋
館
」
で
は
凡
そ
科
学
的
で
も
医
学
的
で
も
な
い
健
康
療
法
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。
家

族
総
出
で
ミ
ー
ナ
の
健
康
を
気
遣
い
な
が
ら
、「
何
と
言
っ
て
も
一
番
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
は
、
フ
レ
ッ
シ
ー
」
で
あ
る
。「
頭
が
痛
い
時
も
、

胸
が
む
か
む
か
す
る
時
も
、
憂
鬱
な
気
分
の
時
も
、
と
に
か
く
フ
レ
ッ
シ
ー
」。
他
に
も
「
光
線
浴
室
」
と
い
う
「
小
部
屋
」
が
あ
り
、
中
学
生

の
朋
子
で
す
ら
、「
効
果
あ
る
の
？
」
と
「
半
信
半
疑
で
」
ミ
ー
ナ
に
尋
ね
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
薬
学
の
学
問
的
神
髄
か
ら
は
程
遠
い
非
科
学
的

健
康
法
に
支
配
さ
れ
た
こ
れ
ら
「
独
特
の
健
康
観
」
は
、
こ
の
「
洋
館
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
空
虚
さ
に
通
じ
て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
「
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
様
式
の
洋
館
」、
ド
イ
ツ
の
「
メ
ル
セ
デ
ス
・
ベ
ン
ツ
」、「
ベ
ー
カ
リ
ー
B
」
の
バ
ケ
ッ
ト
パ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
洋

菓
子
「
ク
レ
ー
プ
・
シ
ュ
ゼ
ッ
ト
」
な
ど
、
西、

、

、
洋
風
な
だ
け
の
類
型
的
ブ
ル
ジ
ョ
ア
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
俗
悪
で
陳
腐
だ
と
嫌

悪
す
る
よ
う
な
批
評
意
識
は
中
学
生
の
朋
子
に
は
な
い
。
池
澤
夏
樹
が
「
異
常
に
魅
力
的
な
伯
父
の
謎
め
い
た
不
在
の
理
由
が
か
く
も
凡、

、庸
な

も
の
で
あ
る
」）

11
（

と
批
判
し
た
と
お
り
、
確
か
に
伯
父
は
「
凡
庸
」
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
伯
父
を
「
異
常
に
魅
力
的
な
伯
父
」
と
し
て
、
空
疎

な
「
洋
館
」
の
魅
力
と
同
じ
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
抽
象
化
さ
れ
た
憧
れ
の
西、

、

、
洋
風
の
要
素
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
い
る
の
だ
。

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
、
日
本
文
学
の
本
歌
取
り
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
奥
行
き
と
し
て
そ
の
美
意
識
を
継
承
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
「
す
べ
て
は
た
が
い
に
等
価
で
、
配
置
と
編
集
が
可
能
な
一
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
化
し
」）

1（
（

て
お
り
、
キ
ッ
チ
ュ
な
〈
模
像
〉
で
あ
る
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こ
と
が
特
徴
な
の
だ
。
そ
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
キ
ッ
チ
ュ
化
を
可
能
に
す
る
の
が
、
一
九
七
二
年
の
中
学
生
朋
子
と
い
う
隠
れ
蓑
を
着

て
語
る
と
い
う
こ
と
だ
。
空
疎
な
「
洋
館
」
や
「
凡
庸
」
な
伯
父
を
、「
人
工
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
の
〈
模
像
〉
と
し
て
描
き
出
す
方
法
な
の

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
芦
屋
と
い
う
場
所
も
、
中
学
生
の
朋
子
に
よ
っ
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
方
法
で

語
ら
れ
て
い
る
。
小
川
自
身
が
「
芦
屋
と
の
出
会
い
が
な
け
れ
ば
、
書
け
な
い
小
説
だ
っ
た
」）

11
（

と
述
べ
た
よ
う
に
、『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
に
は
ふ

ん
だ
ん
に
実
在
の
場
所
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
を
片
手
に
、
芦
屋
の
町
を
歩
く
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
〈
歩
き
〉
は
「
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
」）

11
（

に
近
似
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
聖
地
巡
礼
」
と
は
コ
ン
テ
ン
ツ
・
ツ
ー

リ
ズ
ム）

11
（

の
ひ
と
つ
と
い
わ
れ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
の
フ
ァ
ン
に
よ
る
文
化
現
象
で
あ
る
。

　

そ
の
〈
歩
き
〉
は
、
文
学
散
歩
と
も
い
わ
れ
る
小
説
の
舞
台
を
探
訪
す
る
と
い
う
振
る
舞
い
や
、
小
説
を
「
都
市
空
間
の
解
読
か
ら
逆
照
射

す
る
」）

11
（

前
田
愛
の
試
み
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
名
所
旧
跡
を
辿
る
こ
と
や
、
松
尾
芭
蕉
が
「
白
河
の
関
越
え
む
」
と
旅
立
つ
と
い
っ

た
従
来
型
の
〈
歩
き
〉
と
も
異
な
る
。
そ
れ
は
ア
ニ
メ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
コ
ン
テ
ン
ツ
よ
っ
て
作
ら
れ
た
に
土
地
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
出
発
し
て
、
そ
の
地
を
「
聖
地
」
と
し
て
楽
し
む
〈
歩
き
〉
で
あ
る
。
由
谷
裕
哉
に
よ
れ
ば
、「
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
」
は
「（
１
）
自
己
言
及

的
な
記
念
行
為
を
含
む
こ
と
、（
２
）
苦
行
性
、（
３
）
反
復
性
、（
４
）
祈
願
を
伴
う
場
合
が
あ
る
と
こ
ろ
」）

11
（

に
お
い
て
「
巡
礼
」
を
継
承
し
て

い
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ダ
ス
河
へ
向
か
う
仏
教
徒
や
ル
ル
ド
の
泉
を
訪
れ
る
カ
ソ
リ
ッ
ク
信
者
の
「
巡
礼
」
と
は
切
実
さ
に
お
い
て

次
元
が
異
な
り
、
信
仰
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
「
聖
地
」「
巡
礼
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
通
り
、
あ
る
種
の
神
格
化
と
惑
溺
を
伴
う
よ
う
だ
。

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
そ
の
よ
う
な
感
性
を
惹
き
つ
け
る
。
読
者
は
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
の
「
人
工
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
性
を
十
分
に
納
得

し
た
う
え
で
、
こ
の
小
説
で
作
ら
れ
た
芦
屋
と
い
う
町
の
イ
メ
ー
ジ
を
味
わ
う
の
で
あ
る
。「
A
と
い
う
名
の
洋
菓
子
屋
さ
ん
」
を
ア
ン
リ
・
シ
ャ

ル
パ
ン
テ
ィ
エ
と
し
、「
ベ
ー
カ
リ
ー
B
」
を
ビ
ゴ
の
店
と
し
て
「
聖
地
」
化
す
る
。
そ
し
て
洋
菓
子
店
で
演
じ
ら
れ
る
ク
レ
ー
プ
・
シ
ュ
ゼ
ッ

ト
の
ゆ
か
し
い
作
り
方
を
、
神
社
で
お
祓
い
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
神
妙
に
拝
し
て
味
わ
う
。
そ
れ
は
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
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ン
よ
っ
て
作
ら
れ
た
に
イ
メ
ー
ジ
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
出
発
し
、
そ
の
の
ち
芦
屋
と
い
う
現
実
の
町
を
再
認
す
る
と
い
う
倒
錯
し
た
感
性
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
土
地
の
歴
史
の
重
み
も
重
厚
な
真
実
も
志
向
さ
れ
て
は
い
な
い
。
独
特
の
軽
さ
、
薄
さ
、
チ
ー
プ
で
キ
ッ
チ
ュ
な
〈
摸

像
〉
と
し
て
描
か
れ
た
芦
屋
を
、「
聖
地
」
に
見
立
て
て
「
巡
礼
」
す
る
陶
酔
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。

　

芦
屋
が
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出
発
し
た
〈
模
像
〉
の
「
聖
地
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
も
ま
た
〈
模
像
〉
の
「
聖
」
な
る
時
間
で
し
か

な
い
。
先
に
引
用
し
た
「
選
評
」
で
、
池
澤
が
「
屋
敷
を
出
た
と
こ
ろ
は
、
外
の
世
界
は
、
本、

、

、

、

、

、

、

、

当
の
一
九
七
二
年
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
の
一
九
七
二
年
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
塗
り
潰
さ
れ
た
一
九
七
二
年
と
い
う
物
語
時
間
で
し
か
な
い
。
山
陽
新

幹
線
が
開
通
し
、
川
端
康
成
が
自
殺
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
「
黒
い
九
月
」
に
よ
る
事
件
、
そ
し
て
ジ
ャ
コ
ビ
ニ
流
星
雨
と
い
っ

た
「
外
の
世
界
」
は
、
歴
史
的
意
味
な
ど
を
深
く
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
に
物
語
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
「
本
当
の
一
九
七
二
年
」
な
ど
志
向
せ
ず
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
一
九
七
二
年
に
彩
ら
れ
、
朋
子
は
そ
れ
を
あ
く
ま
で

「
聖
」
な
る
時
間
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
聖
」
と
は
、「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
お
も
ち
ゃ
」
の
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の

よ
う
な
キ
ッ
チ
ュ
な
〈
模
像
〉
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
あ
る
。

　

だ
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
一
九
七
二
年
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
で
少
女
た
ち
は
成
長
を
遂
げ
る
。
井
上
が
「
関
節
外
し
」
と
指
摘
し
た

よ
う
に
、「
た
い
て
い
の
物
語
」
の
よ
う
な
こ
と
は
「
な
に
一
つ
成
立
し
な
い
」
の
だ
が
、
少
女
た
ち
は
「
洋
館
」
の
な
か
で
ひ
そ
や
か
に
そ
こ

か
ら
の
脱
出
の
準
備
を
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、川
端
康
成
の
死
が
契
機
と
な
っ
て
、朋
子
は
「
芦
屋
市
立
図
書
館
へ
通
う
よ
う
に
」
な
り
、「
黒
い
九
月
」
の
事
件
か
ら
「
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
の
写
真
集
」
を
、ミ
ー
ナ
の
代
理
で
は
な
く
「
自
分
自
身
の
た
め
に
初
め
て
借
り
」
る
。
あ
る
い
は
図
書
館
の
「『
大
阪
・
神
戸
詳
細
マ
ッ

プ
』
と
い
う
本
」
を
片
手
に
、
朋
子
は
伯
父
の
別
宅
を
探
し
当
て
る
。
そ
れ
は
「
ま
だ
一
人
で
芦
屋
の
外
へ
出
た
こ
と
が
な
い
」
と
心
配
す
る

朋
子
に
、
図
書
館
司
書
の
「
と
っ
く
り
さ
ん
」
が
言
っ
て
く
れ
た
「
君
な
ら
大
丈
夫
。
ど
こ
へ
で
も
、
行
き
た
い
場
所
へ
行
け
る
」
と
い
う
こ

と
ば
が
後
押
し
と
な
っ
て
い
る
。「
は
る
ば
る
ド
イ
ツ
か
ら
海
を
渡
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
、
真
鍮
製
総
レ
ー
ス
張
り
の
乳
母
車
」
に
乗
っ
て
い
た
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朋
子
が
、「
父
の
自
転
車
」
の
荷
台
に
乗
り
、
父
亡
き
あ
と
、
一
九
七
二
年
の
「
山
陽
新
幹
線
新
大
阪
―
岡
山
間
が
開
通
」
し
た
翌
日
に
新
幹
線

に
一
人
で
乗
っ
て
「
新
神
戸
の
駅
に
降
り
立
」
ち
、
い
つ
し
か
阪
神
尼
崎
駅
か
ら
梅
田
、
そ
こ
か
ら
地
下
鉄
に
乗
る
。
そ
し
て
「
七
二
年
の
ジ
ャ

コ
ビ
ニ
の
時
」
は
「
生
ま
れ
て
初
め
て
夜
を
明
か
し
た
日
」
と
な
り
、「
自
分
が
も
う
子
供
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
」
る
に
到
る
。

　

ま
た
、
朋
子
と
同
様
に
ミ
ー
ナ
も
少
し
ず
つ
成
長
す
る
。
小
林
さ
ん
の
孫
で
あ
る
赤
ん
坊
を
預
か
っ
た
日
、「
尻
込
み
し
て
い
る
米
田
さ
ん
」

に
代
わ
っ
て
赤
ん
坊
に
「
上
手
に
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
る
」
ミ
ー
ナ
は
、
も
は
や
ケ
ア
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
ケ
ア
を
与
え
る
者
と
な
っ
て

い
る
。

　

二
人
の
少
女
が
「
洋
館
」
か
ら
脱
出
し
て
「
行
進
」
す
る
準
備
は
こ
う
し
て
整
え
ら
れ
た
の
だ
。　

四
．
二
〇
〇
五
年
の
な
か
の
一
九
七
二
年

　

以
上
の
よ
う
に
、「
洋
館
」
も
芦
屋
も
「
聖
」
な
る
一
九
七
二
年
と
い
う
時
間
の
な
か
で
、〈
模
像
〉
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
も
っ

と
も
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
存
在
で
あ
る
カ
バ
の
ポ
チ
子
の
死
か
ら
、『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
現
実
へ
と
急
降
下
す
る
。
伯
父
は
「
洋
館
」
に
帰
り
、

ミ
ー
ナ
は
入
院
す
る
こ
と
な
く
冬
を
越
え
、
三
月
に
は
朋
子
の
母
が
「
洋
館
」
に
や
っ
て
き
て
、
朋
子
は
一
緒
に
岡
山
へ
帰
っ
て
ゆ
く
。

　

そ
れ
か
ら
三
十
年
以
上
経
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
朋
子
の
語
り
へ
と
帰
還
し
た
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
、〈
模
像
〉
と
し
て
語
ら
れ
た
芦
屋
の
「
洋

館
」
の
浮
遊
性
に
、
二
〇
〇
五
年
の
現
実
の
重
石
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
五
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
を
越
え
、
朋
子
は
四
十
歳
代
半
ば

と
な
り
、
図
書
館
で
働
い
て
い
る
。「
一
番
下
」
の
息
子
は
高
校
生
で
あ
る
。
朋
子
が
歩
く
芦
屋
に
あ
る
の
は
、「
洋
館
」
で
は
な
く
、「
化
学
会

社
の
寮
と
、マ
ン
シ
ョ
ン
」
だ
。
そ
し
て
ケ
ル
ン
で
過
ご
す
ミ
ー
ナ
も
、「
旧
東
ベ
ル
リ
ン
の
地
区
」
で
「
今
で
は
他
人
の
家
」
に
な
っ
て
い
る
ロ
ー

ザ
一
家
が
暮
ら
し
て
い
た
ア
パ
ー
ト
を
見
つ
け
る
。
こ
の
二
人
の
〈
歩
き
〉
は
、「
聖
地
巡
礼
」
で
は
な
く
、
現
実
の
芦
屋
と
ベ
ル
リ
ン
に
降
り

て
き
た
よ
う
だ
。



― 146 ―

　

既
に
母
と
な
っ
て
い
る
朋
子
は
、
か
つ
て
の
自
分
の
母
が
一
人
娘
を
一
年
間
姉
に
託
し
た
と
き
の
思
い
も
、
夫
に
去
ら
れ
な
が
ら
病
弱
な
娘

と
老
齢
の
姑
と
暮
ら
す
伯
母
の
気
持
ち
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
自
然
災
害
の
前
に
、
為
す
術
も
な
か
っ
た
人
間

の
営
み
の
脆
弱
さ
も
身
に
染
み
て
い
る
。
ミ
ー
ナ
も
ま
た
、「
黒
い
九
月
」
に
よ
る
事
件
か
ら
、ロ
ー
ザ
の
過
去
、す
な
わ
ち
「
ベ
ル
リ
ン
の
ア
パ
ー

ト
」
か
ら
姉
の
「
イ
ル
マ
さ
ん
の
一
家
は
全
員
連
れ
去
ら
れ
」
て
「
収
容
所
の
ガ
ス
室
へ
送
ら
れ
た
」
こ
と
を
、歴
史
の
重
み
と
と
も
に
受
け
取
っ

て
い
る
。
老
齢
に
な
っ
た
伯
父
伯
母
が
ミ
ー
ナ
と
と
も
に
そ
の
場
所
を
訪
ね
る
の
は
、供
養
で
あ
り
、本
当
の
意
味
で
の
「
巡
礼
」
な
の
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
の
朋
子
が
語
っ
た
一
九
七
二
年
の
芦
屋
の
「
洋
館
」
の
物
語
は
、「
人
工
的
な
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
を
醸
し
出
す
〈
模
像
〉
で
あ
る
。

そ
れ
は
二
〇
〇
五
年
の
朋
子
が
、
一
九
七
二
年
の
朋
子
と
い
う
隠
れ
蓑
を
着
て
語
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
だ
。

　

そ
こ
に
は
あ
っ
た
は
ず
の
「
本
当
の
一
九
七
二
年
」
と
い
う
現
実
は
直
接
的
に
は
語
ら
れ
な
い
。
帰
る
故
国
の
な
い
ロ
ー
ザ
、
帰
る
べ
き
家

に
帰
ら
な
い
伯
父
、
精
神
的
危
機
に
あ
る
伯
母
、
苦
境
に
あ
る
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
母
な
ど
も
、「
聖
」
な
る
時
間
の
な
か
の
〈
模
像
〉
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ミ
ー
ナ
が
マ
ッ
チ
箱
に
書
い
た
お
話
の
よ
う
に
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
寓
話
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
マ
ッ

チ
箱
こ
そ
が
、「
ミ
ー
ナ
に
と
っ
て
の
遠
出
の
時
間
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
好
き
な
場
所
を
旅
」
し
、「
ポ
チ
子
を
連
れ
て
」「
行、

、進
し
て
ゆ
く
」

こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
の
「
洋
館
」
の
物
語
は
、
朋
子
の
「
記
憶
の
支
柱
」
で
あ
る
。

　

小
川
は
沼
野
と
の
対
談
「
ど
う
し
て
も
物
語
が
必
要
だ
×
小
川
洋
子
」）

11
（

で
次
の
よ
う
に
語
る
。

あ
ま
り
に
も
現
実
は
複
雑
で
す
。
そ
の
複、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

雑
さ
を
自
分
の
心
に
お
さ
め
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
人
は
、
現
実
の
中
に
意
味
を
見
出

そ
う
と
し
ま
す
。
現
実
に
隠
さ
れ
た
、
現、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

実
を
超
え
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
理
不
尽
を
必
然
に
変
え
る
、
と
表
現
し
て
も
い
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
が
物
語
の
原
点
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
五
年
の
朋
子
が
意
図
的
に
排
除
す
る
の
は
、「
本
当
の
一
九
七
二
年
」の「
複
雑
さ
」で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ッ
チ
箱
の
お
話
の
よ
う
な「
洋
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館
」
の
一
九
七
二
年
の
物
語
は
、二
〇
〇
五
年
の
朋
子
が
「
そ
の
複
雑
さ
を
自
分
の
心
に
お
さ
め
る
た
め
」
の
「
現
実
を
超
え
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

な
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
二
〇
〇
五
年
の
朋
子
に
と
っ
て
一
九
七
二
年
が
か
け
が
え
の
な
い
「
聖
」
な
る
日
々
と
さ
れ
る
の
は
、
朋
子
が
図
書
館
と
出
会
っ

た
の
が
一
九
七
二
年
だ
か
ら
だ
。
川
端
康
成
の
死
と
、「
黒
い
九
月
」
の
事
件
は
朋
子
を
図
書
館
へ
導
い
て
ゆ
く
。『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
は
、
朋

子
が
図
書
館
と
出
会
い
、
図
書
館
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
起
点
を
語
る
物
語
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
を
ケ
ア
の
理
論
か
ら
、
朋
子
の
母
と
ミ
ー
ナ
の
母
と
い
う
姉
妹
が
現
実
的
に
は
苛
酷
な
情
況
に
あ
る
こ
と
を
読
み
解
い
た
。

そ
し
て
そ
の
苛
酷
な
情
況
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
方
法
に
よ
っ
て
、
生
々
し
い
現
実
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
指
向
し
な
い
キ
ッ
チ
ュ
な
図

柄
の
な
か
に
、〈
模
像
〉
と
し
て
の
「
洋
館
」
や
芦
屋
と
と
も
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
よ
う
に
負
の
側
面
を
排
除

し
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
の
朋
子
が
、
中
学
生
だ
っ
た
一
九
七
二
年
の
朋
子
と
い
う
隠
れ
蓑
を
着
て
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

現
代
の
小
説
で
ケ
ア
を
描
く
こ
と
は
、え
て
し
て
現
実
の
負
の
側
面
を
抉
り
出
す
傾
向
に
あ
る
。
た
と
え
ば
金
原
ひ
と
み
の
『
マ
ザ
ー
ズ
』（
新

潮
社
、
二
〇
一
一
）
は
、
薬
物
中
毒
や
婚
外
妊
娠
、
子
供
へ
の
虐
待
な
ど
育
児
を
す
る
母
の
闇
を
描
き
、
桐
野
夏
生
の
『
ハ
ピ
ネ
ス
』（
光
文
社
、

二
〇
一
三
）
や
角
田
光
代
の
『
森
に
眠
る
魚
』（
双
葉
社
、
二
〇
〇
八
）
は
、
育
児
の
孤
独
感
と
表
裏
一
体
の
「
マ
マ
友
」
の
軋
轢
を
描
く
。
母

に
と
っ
て
育
児
は
重
荷
と
な
り
、
子
ど
も
は
貧
困
、
孤
立
、
虐
待
と
い
っ
た
禍
々
し
い
運
命
に
巻
き
込
ま
れ
る
。

　

し
か
し
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
に
は
、
一
時
的
で
あ
れ
家
族
を
失
っ
た
か
に
み
え
る
朋
子
が
、
期
限
付
き
の
家
族
と
し
て
「
洋
館
」
の
家
族
に

支
え
ら
れ
、
そ
の
家
族
を
変
え
て
ゆ
く
。
逆
か
ら
み
れ
ば
、
夫
と
死
別
し
た
妹
と
夫
を
失
い
つ
つ
あ
る
姉
と
い
う
姉
妹
の
不
運
が
、
そ
の
子
ど
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も
に
出
会
い
と
成
長
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
姉
妹
は
子
ど
も
に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
人
生
に
導
か
れ
た
の
だ
。
更
に
朋
子
は
、

一
九
七
二
年
の
外
の
世
界
に
お
こ
っ
た
現
実
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
図
書
館
と
出
会
い
、
仕
事
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
な
小
川
の
小
説
と
し
て
は
、『
猫
を
抱
い
て
象
と
泳
ぐ
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
九
）
と
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』
が
あ
る
。
前
者

で
は
、
両
親
の
い
な
い
少
年
が
バ
ス
会
社
の
寮
の
管
理
人
「
マ
ス
タ
ー
」）

11
（

と
出
会
っ
て
、
チ
ェ
ス
を
教
わ
り
才
能
を
開
花
さ
せ
て
ゆ
く
。
ま
た

後
者
で
は
、シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
母
を
も
つ
「
ル
ー
ト
」
が
、「
家
政
婦
」
の
母
の
派
遣
先
で
「
博
士
」
に
出
会
い
、の
ち
に
数
学
の
教
員
に
な
る
。

　

両
作
も
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
も
現
実
を
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る
手
法
で
は
扱
っ
て
は
い
な
い
。
ま
さ
に
「
現
実
を
超
え
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、

仮
想
ゆ
え
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
一
面
、
痛
ま
し
く
も
あ
る
運
命
を
、
決
し
て
不
幸
と
は
受
け
取
ら
ず
、
む
し
ろ
新
し
い
出
会
い
の
あ

る
人
生
と
し
て
子
ど
も
が
自
ら
「
行
進
」
し
て
い
く
こ
と
を
、
祈
り
に
も
似
た
か
た
ち
で
描
い
て
い
る
の
だ
。

　

小
川
は
谷
崎
潤
一
郎
賞
の
受
賞
に
際
し
て
「
文
学
的
近
況　

蛹、

、

、

、

、

の
よ
う
な
小
説
」）

11
（

と
題
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
家
に
な
っ
て
も
や
は
り
（
中
略
）
ど
こ
か
に
閉、

、

、

、

、

、

、

、

、

じ
込
め
ら
れ
る
小
説
ば
か
り
書
い
て
き
た
。（
中
略
）
し
か
し
そ
ろ
そ
ろ
、

外、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
世
界
へ
脱
出
し
て
ゆ
く
小
説
も
書
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
い
始
め
た
。

　
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』
で
は
、二
〇
〇
五
年
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、少
女
た
ち
が
「
洋
館
」
か
ら
「
外
の
世
界
に
脱
出
し
て
ゆ
く
小
説
」
に
な
っ
た
。

一
九
七
二
年
は
少
女
た
ち
に
と
っ
て
、世
界
に
旅
立
つ
準
備
を
し
て
い
る
「
蛹
の
よ
う
な
」
時
間
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
小
川
に
と
っ
て
『
ミ
ー

ナ
の
行
進
』
は
、「
閉
じ
込
め
ら
れ
る
小
説
」
か
ら
、
主
人
公
た
ち
を
「
外
の
世
界
に
脱
出
」
さ
せ
る
新
し
い
小
説
に
も
な
っ
た
。

１　

引
用
は
『
ミ
ー
ナ
の
行
進
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
）
に
拠
る
。
そ
の
ほ
か
の
小
説
は
、
単
行
本
の
出
版
社
・
出
版
年
の
み
示
す
。

２　
「
選
評
」（『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
六
、
一
一
）。
選
考
委
員
は
、
井
上
ひ
さ
し
、
池
澤
夏
樹
、
筒
井
康
隆
、
川
上
弘
美
。
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３　

箕
野
聡
子
「
小
川
洋
子
「
ミ
ー
ナ
の
行
進
」
考　

死
と
孤
独
と
安
住
で
き
る
場
所
」（『
阪
神
近
代
文
学
研
究　

第
13
号
』
二
〇
一
二
、
九
）。

４　

川
本
三
郎
「
小
さ
な
博
物
館
に
飾
ら
れ
た
美
し
い
も
の
」（『
文
藝
』
二
〇
〇
九
、
八
）。

５　

厚
生
労
働
省　

https://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/stf/houdou/000188138.htm

l　

閲
覧
日
：2018.12.28

６　

赤
石
千
衣
子
『
ひ
と
り
親
家
庭
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
）。
た
だ
し
、
赤
石
の
分
析
は
「
二
〇
一
一
年
全
国
母
子
世
帯
等
調
査
」
に
基
づ
く
。

７　

引
用
は
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
）
に
拠
る
。　

８　

注
５
に
同
じ
。

９　

赤
石
千
衣
子
（
注
６
に
同
じ
）。

10　

岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学　

ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
）。

11　

エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
『
愛
の
労
働　

あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』（
岡
野
八
代
ほ
か
監
訳
、
現
代
書
館
、
二
〇
一
〇
）。

12　

箕
野
聡
子
（
注
３
に
同
じ
）。

13　

井
上
ひ
さ
し
（
注
２
に
同
じ
）。

14　

池
澤
夏
樹
（
注
２
に
同
じ
）。

15　

ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
『
象
徴
交
換
と
死
』（
今
村
仁
司
・
塚
原
史
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

16　

椹
木
野
衣
『
増
補　

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
）。

17　

沼
野
充
義
編
著
『
８
歳
か
ら
80
歳
ま
で
の
世
界
文
学
入
門　

対
話
で
学
ぶ
〈
世
界
文
学
〉
連
続
講
義
４
』（
光
文
社
、
二
〇
一
六
）。

18　

池
澤
夏
樹
・
筒
井
康
隆
（
注
２
に
同
じ
）。

19　

椹
木
野
衣
（
注
16
に
同
じ
）。

20　

池
澤
直
樹
（
注
２
に
同
じ
）。

21　

椹
木
野
衣
（
注
16
に
同
じ
）。

22　

小
川
洋
子
「
文
学
的
近
況　

蛹
の
よ
う
な
小
説
」（『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
六
、
一
一
）。

23　

由
谷
裕
哉
「
序
章
」（
由
谷
・
佐
藤
喜
久
一
郎
『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
聖
地
巡
礼　

ア
ニ
メ
聖
地
と
戦
国
史
蹟
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
）。

24　

増
淵
敏
之
『
物
語
を
旅
す
る
人
　々

コ
ン
テ
ン
ツ
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
何
か
』（
彩
流
社
、
二
〇
一
〇
）
参
照
。
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25　

前
田
愛
「
あ
と
が
き
」（『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
一
九
八
二
、
筑
摩
書
房
）。
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
（
一
九
九
二
）
に
拠
る
。

26　

由
谷
裕
哉
（
注
23
に
同
じ
）。

27　

注
17
に
同
じ
。

28　

引
用
は
『
猫
を
抱
い
て
象
と
泳
ぐ
』（
文
春
文
庫
、
二
〇
一
一
）
に
拠
る
。

29　

小
川
洋
子
（
注
22
に
同
じ
）。


