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五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
比
較
を
中
心
に 

―
―

草

木

美
智
子

一

は
じ
め
に

　

短
歌
に
お
い
て
「
母
」
の
視
点
で
「
子
」
を
詠
ん
だ
作
品
は
数
多
く
あ
る
。
ま
た
「
母
の
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
歌
人
も
存
在
す
る
。

そ
の
代
表
格
が
、
五
島
美
代
子
で
あ
ろ
う
。
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
年
）、
東
京
の
教
育
一
家
で
生
ま
れ
た
五
島
美
代
子
は
、
第
一
歌

集
『
暖
流
』（
一
九
三
六
年
、
三
省
堂
）
の
「
序
文
」
で
川
田
順
か
ら
「
母
性
愛
の
歌
に
よ
っ
て
、
前
人
未
踏
の
地
へ
健
や
か
に
第
一
歩

を
踏
み
入
れ
た
」
と
歴
史
的
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
来
、
女
性
の
歌
に
は
、
母
性
愛
の
歌
が
質
量
と
も
に
劣
り
、『
万
葉
集
』

で
さ
え
数
首
し
か
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
の
評
価
で
あ
っ
た
。
川
田
順
が
記
し
た
よ
う
に
、
母
性
愛
の
歌
は
、「
母
の
歌
人
」
と
し

て
の
美
代
子
の
揺
る
ぎ
な
い
存
在
感
を
作
り
、
そ
の
作
風
は
、
母
の
歌
の
一
つ
の
典
型
と
な
っ
た
、
と
評
さ
れ
て
い
る）

1
（

。

五
島
美
代
子
以
降
、「
母
」
の
視
点
で
「
子
」
を
詠
ん
だ
歌
人
は
多
い
が
、
そ
の
一
人
に
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
年
）
生
ま
れ
の
栗
木

京
子
が
い
る
。
現
代
女
性
歌
人
の
一
人
で
あ
る
栗
木
京
子
は
、著
書
の
中
で
幾
度
か「
母
の
歌
人
」で
あ
る
五
島
美
代
子
に
つ
い
て
着
目
し
、

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、栗
木
の
第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』（
二
〇
一
三
年　

砂
子
屋
書
房
）
で
は
、二
つ
の
主
題
、「
東
日
本
大
震
災
」
と
「
母

の
介
護
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
東
日
本
大
震
災
」
関
連
の
歌
が
九
八
首
（
二
〇
・
八
％
）「
母
の
介
護
」
の
歌
が
三
八
首
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（
八
・
一
％
）
あ
り
、他
の
テ
ー
マ
よ
り
圧
倒
的
に
目
立
つ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
本
歌
集
で
は
、家
族
を
通
し
て
「
東
日
本
大
震
災
」

を
読
む
手
法
を
取
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
本
歌
集
以
前
に
も
栗
木
は
「
家
族
詠
」
を
多
く
詠
ん
で

い
る
。
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）
結
婚
後
の
栗
木
の
短
歌
に
は
「
家
族
詠
」
が
目
立
ち
、九
冊
の
歌
集
に
は
四
二
一
首
（
一
二
・
一
％
）

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
父
三
五
首
、
母
一
〇
七
首
、
兄
七
首
、
祖
母
一
二
首
、
祖
父
四
首
、
叔
母
二
首
、
伯
父
三
首
、
叔
父

三
首
、夫
七
一
首
、息
子
一
五
二
首
、妻
で
あ
る
自
身
一
三
首
、家
族
（
家
庭
）
一
二
首
で
あ
る
。
特
に
目
立
つ
の
は
一
五
二
首
（
四
・
三
％
）

読
ま
れ
て
い
る
「
息
子
」
と
一
〇
七
首
（
三
・
一
％
）
詠
ま
れ
、第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
も
あ
る
「
母
（
栗
木
の
実
母
）」

で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、「
母
」
の
視
点
で
「
子
」
を
詠
む
両
歌
人
、
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
共
通
点
、
異
な
る
点
は
何
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

栗
木
京
子
短
歌
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
「
家
族
詠
」、
特
に
「
母
」
の
視
点
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
結
果
を
活
用
し
な
が
ら
、
栗
木
が

着
目
し
、「
母
の
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
五
島
美
代
子
の
作
品
と
の
比
較
を
中
心
に
行
う
。
そ
う
し
た
手
続
き
を
経
る
こ
と
で
、栗
木
の
「
母
」

の
視
点
、
表
現
方
法
が
多
角
的
に
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
用
い
る
「
母
の
詠
」
と
は
、「
母
の
視
点

で
子
を
呼
ん
だ
歌
」、「
子
の
視
点
で
母
を
詠
ん
だ
歌
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
先
に
述
べ
て
お
く
。　

　

ま
た
、二
〇
一
八
年
七
月
二
四
日
に
栗
木
の
第
十
歌
集『
ラ
ン
プ
の
精
』（
現
代
短
歌
社
）が
刊
行
さ
れ
た
が
、本
稿
に
は
含
め
な
い
こ
と
、

加
え
て
本
稿
に
引
用
し
た
作
品
に
付
し
た
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
こ
と
も
述
べ
て
お
く
。

一
、二
人
の
女
性
歌
人
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子

　

ま
ず
、
五
島
美
代
子）

2
（

と
栗
木
京
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
五
島
美
代
子
を
語
る
上
で
、
夫
、
茂
の
次
の
評
言
は
重

要
と
思
わ
れ
る
の
で
次
に
引
用
す
る
。

二
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五
島
美
代
子
は
和
歌
史
上
は
じ
め
て
胎
動
を
詠
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
母
胎
で
あ
る
自
身
の
初
体
験
を
は
じ
め
て
歌
に
詠
ん
だ
。

二
千
年
の
長
い
歌
人
の
誰
一
人
と
し
て
い
ぶ
か
し
く
も
詠
ま
な
か
っ
た
胎
動
を
で
あ
る
。
そ
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
役
を
演
じ
た
。

こ
れ
は
今
も
特
筆
に
値
す
る
。
今
日
の
女
歌
人
の
誰
も
が
誇
り
を
以
て
胎
動
を
詠
ん
で
い
る
か
ら
だ

（
３
）

。

　

こ
れ
は
夫
の
茂
が
『
新
輯　

母
の
歌
集
』（
一
九
五
七
年　

白
玉
書
房
）
の
「
解
説
」
で
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
茂
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
五
島
美
代
子
は
胎
動
を
詠
ん
だ
「
母
の
歌
人
」
で
あ
り
、
五
島
美
代
子
を
語
る
上
で
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

　

次
に
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
接
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。
先
に
も
述
べ
た
が
、
栗
木
は
美
代
子
に
つ
い
て
幾
度
か
著
書
で
触
れ
て
い

る
。そ
の
一
つ
が
、二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
栗
木
京
子『
う
た
あ
わ
せ
の
悦
び
』（
短
歌
研
究
社
）に
あ
る
。本
書
で
、栗
木
は
同
一
の
テ
ー

マ
、
素
材
を
持
つ
古
典
和
歌
と
現
代
短
歌
の
歌
合
わ
せ
を
行
っ
た
。
そ
の
〈
第
三
番
〉
テ
ー
マ
「
亡
き
子
」
で
、
栗
木
は
美
代
子
の
歌
を

紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、〈
古
典
和
歌
〉
和
泉
式
部
の
歌
と
〈
現
代
短
歌
〉
五
島
美
代
子
の
歌
合
わ
せ
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
次
の
歌
で
あ
る
。

と
ゞ
め
お
き
て
誰た

れ

を
あ
は
れ
と
思お

も

ふ
ら
ん
子こ

は
ま
さ
る
ら
ん
子こ

は
ま
さ
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
式
部
『
後
拾
遺
集
』
哀
傷

う
つ
そ
身
は
母
た
る
べ
く
も
生あ

れ
来
し
を
を
と
め
な
が
ら
に
逝
か
し
め
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
島
美
代
子
『
母
の
歌
集
』

　

以
上
の
二
首
の
挽
歌
に
つ
い
て
、
栗
木
は
両
者
の
共
通
点
に
「
子
を
亡
く
し
た
母
」「
中
宮
彰
子
に
出
仕
し
た
和
泉
式
部
母
子
と
、
聴

三
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講
生
と
学
部
生
と
し
て
東
大
に
通
っ
た
五
島
美
代
子
母
子
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
美
代
子
の
掲
出
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
以
下
を
引
用
す
る
。

現
代
で
も
い
っ
し
ょ
に
買
い
物
し
た
り
旅
行
し
た
り
す
る
親
友
さ
な
が
ら
の
母
と
娘
は
い
る
。
二
卵
性
母
子
と
呼
ば
れ
る
親
子
関

係
は
増
加
の
傾
向
に
あ
る
ら
し
い
。
た
だ
、
五
島
家
の
場
合
は
あ
ま
り
に
母
の
愛
情
が
深
く
、
娘
が
純
粋
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
息

苦
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。
戦
後
と
は
言
っ
て
も
ま
だ
旧
弊
な
考
え
方
の
残
っ
て
い
た
時
代
。「
女
性
は
大
学
に
な

ど
行
か
な
く
て
い
い
」
と
主
張
す
る
親
も
ず
い
ぶ
ん
い
た
だ
ろ
う
と
思
う
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
頑
迷
な
親
の
も
と
に
育
っ
た
ほ
う
が

楽
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
的
に
抑
圧
し
て
く
る
親
な
ら
ば
子
の
ほ
う
も
反
発
し
や
す
い
。
け
れ
ど
も
美
代
子
の
よ
う
に
子
の

可
能
性
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
な
が
ら
も
子
か
ら
離
れ
な
い
母
、
と
い
う
の
は
か
な
り
重
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
般
論
と

し
て
だ
が
、
母
親
は
自
分
の
果
た
せ
な
か
っ
た
夢
を
娘
に
背
負
わ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
十
五
）
年
、
ひ
と
み
は
自
死
す
る
。
掲
出
歌
の
、

　
　
　
　

う
つ
そ
身
は
母
た
る
べ
く
も
生あ

れ
来
し
を
を
と
め
な
が
ら
に
逝
か
し
め
に
け
り

は
愛
娘
の
死
の
衝
撃
さ
め
や
ら
ぬ
中
で
詠
ま
れ
た
一
首
で
あ
る
。
健
や
か
に
育
っ
た
娘
、
こ
れ
か
ら
結
婚
を
し
て
子
を
生
ん
で
母

に
な
る
人
生
が
待
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、ま
だ
乙
女
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
、と
詠
ん
で
い
る
。（
中
略
）和
泉
式
部
も
そ
う
だ
っ

た
が
、
単
に
母
か
ら
娘
へ
と
い
う
流
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
娘
か
ら
そ
の
ま
た
子
へ
と
続
く
は
ず
だ
っ
た
い
の
ち
の
連
鎖
に
思

い
を
致
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
女
親
だ
か
ら
こ
そ
の
逆
縁
の
痛
ま
し
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

（
４
）

。

　

以
上
の
よ
う
に
述
べ
、
傍
線
部
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
栗
木
は
命
を
継
ぐ
存
在
で
あ
る
「
母
」
の
特
質
に
つ
い
て
も
着
目
し
て
い
る
。

四
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と
こ
ろ
で
、
本
書
『
う
た
あ
わ
せ
の
悦
び
』（
二
〇
一
三
年
、
短
歌
研
究
社
）
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
歌
集
に
、
栗
木
が
老
い

て
い
く
母
を
主
題
に
選
ん
だ
第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』（
二
〇
一
三
年
、
砂
子
屋
書
房
）
が
あ
る
。
従
っ
て
両
者
に
は
「
母
」
と
い
う
通

底
す
る
も
の
が
あ
り
、
美
代
子
の
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
栗
木
作
品
の
特
質
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

で
は
美
代
子
と
栗
木
の
共
通
点
、異
な
る
点
は
何
で
あ
る
の
か
。そ
の
点
に
つ
い
て
両
者
の
歌
を
挙
げ
て
、次
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
「
母
の
詠
」

　

ま
ず
、
美
代
子
の
『
新
輯　

母
の
歌
集
』
の
特
色
は
、
美
代
子
自
身
が
「
あ
と
が
き
」
で
「
か
す
か
に
胎
動
を
お
ぼ
え
初
め
て
か
ら
今

日
ま
で
、
あ
し
か
け
三
十
年
の
あ
ひ
だ
の
私
の
最
大
の
関
心
は
わ
が
子
で
あ
つ
た
。
従
っ
て
子
を
対
象
と
し
た
歌
は
私
の
全
作
品
の
過
半

数
を
占
め
て
ゐ
る
が
、
本
集
に
は
特
に
わ
が
子
を
直
接
よ
ん
だ
も
の
だ
け
を
収
録
し
た

（
５
）

。」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、「
母
」
の
視
点
で
詠
ま

れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
歌
に
「
母
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
六
九
首
（
一
三
・
二
％
）
あ
る
。
そ
こ
で
、
着

目
し
た
い
の
が
次
の
二
点
で
あ
る
。
一
点
目
は
こ
れ
ら
の
「
母
」
と
は
一
首
を
除
き
、美
代
子
自
身
を
指
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

二
点
目
は
「
母
わ
れ
」
と
い
う
強
調
の
言
葉
が
九
首
（
一
三
％
）
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
興
味
深
い
点
と
し
て
「
母
わ
れ
」

は
長
女
・
ひ
と
み
の
成
長
と
と
も
に
頻
出
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
母
わ
れ
と
一
夜
眠
り
て
き
き
た
き
こ
と
あ
り
と

ひ
そ
か
に
娘こ

の
い
ひ
に
来
し
」
で
、
は
じ
め
て
「
母
わ
れ
」
は
登
場
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
次
の
歌
「
あ
る
日
よ
り
魂
わ
か
れ
な
む
母
と

の
道
ひ
そ
ひ
そ
と
見
え
く
る
如
し
」
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
歌
で
は
、
長
女
に
自
我
が
芽
生
え
は
じ
め
、
今
ま
で
の
よ
う
な
「
母
子
一
体
」

の
終
わ
り
を
、
美
代
子
は
感
じ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
の
歌
を
次
に
挙
げ
る
。

五



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

　
第
四
十
三
号

116

長
女
初
潮
の
こ
ろ

手
の
内
に
飛
び
立
た
む
と
す
る
身
じ
ろ
き
娘こ

の
は
母
わ
れ
を
意
識
す
ら
し
も

　

こ
の
歌
の
詞
書
に
あ
る
通
り
、長
女
ひ
と
み
は
女
性
に
な
っ
た
。
同
時
に
美
代
子
自
身
に
も
、今
ま
で
の
よ
う
に「
母
」だ
け
で
な
く
、「
わ

れ
」
と
い
う
自
意
識
が
芽
生
え
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
美
代
子
は
、
ま
だ
「
母
」
で
あ
る
自
分
も
決
し
て
手
放
し
た
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
の
一
首
以
降
の
歌
に
も
、「
母
わ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
理
由
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
母
わ
れ
」
と
い

う
言
葉
に
は
「
母
」
と
「
自
分
」
も
ど
ち
ら
も
共
存
し
、
選
べ
な
い
美
代
子
の
心
情
も
表
れ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
他
に
も
、
例
え

ば
「
友
と
な
り
て
あ
げ
つ
ら
ふ
と
き
母
わ
れ
の
批
判
を
超
え
て
吾
子
は
す
る
ど
し
」
で
は
、
一
人
の
女
性
と
し
て
育
っ
て
い
く
長
女
ひ
と

み
と
仲
間
意
識
を
持
つ
「
母
」
美
代
子
の
意
識
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
、「
母
」
で
あ
る
美
代
子
自
身
が
「
娘
」
ひ
と
み
に
近
づ
い
て
い
き
、

ま
た
同
時
に
、「
娘
」も「
母
」を
一
人
の
女
性
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、作
者
で
あ
る
美
代
子
は
、

結
婚
前
に
東
京
大
学
の
聴
講
生
と
な
り
、
ま
た
教
育
一
家
出
身
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
向
学
心
の
非
常
に
強
い
女
性
だ
っ
た
。
結
婚
出
産
で

辞
め
た
が
、
日
々
成
長
す
る
長
女
を
見
て
、
向
学
心
が
再
度
芽
生
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
長
女
の
東
京
大
学
入
学
と
同
時
に

自
身
も
聴
講
生
と
な
り
、
学
問
に
戻
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
歌
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
　

母
わ
れ
も
育
ち
た
し
育
ち
た
し
と
思
へ
ば　

吾
子
を
お
き
て
も
行
く
な
り

　

こ
の
一
首
に
は
、「
母
」
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
一
人
の
人
間
と
し
て
成
長
し
た
い
、
学
び
た
い
と
思
う
野
心
と
、「
親
子
」
と
い
う

ラ
イ
バ
ル
を
得
た
美
代
子
の
心
境
が
色
濃
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
表
す
の
が
、
次
に
挙
げ
る
二
首
で
あ
る
。

恋
人
同
志
に
も
似
る
母
と
子
の
こ
と
ば
切
な
し
稚
な
く
言い

へ
ど

六
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七

恋
人
の
如
く
責
め
あ
ひ
て
母
と
子
は
つ
ひ
に
し
づ
か
に
手
つ
な
い
で
寝
る

　

こ
れ
ら
二
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
母
」
美
代
子
と
「
子
」
ひ
と
み
の
関
係
は
「
恋
人
同
士
」
が
一
番
当
て
は
ま
る
よ
う
だ
。
だ
が
、

次
の
一
首
「
母
の
烈
し
き
言
葉
受
け
容い

る
る
子
の
こ
こ
ろ
ま
だ
稚
な
き
に
底
知
れ
ぬ
ら
し
」
の
「
母
の
烈
し
き
言
葉
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、

二
人
の
関
係
は
決
し
て
穏
や
か
な
恋
人
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
共
に
成
長
し
た
い「
母
」美
代
子
と
一
方
で
ま
だ
甘
え
た
い「
子
」

ひ
と
み
の
葛
藤
が
、
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
「
母
の
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
五
島
美
代
子
は
、「
子
」
と
の
関
係
を
詠
ん
で
い
る
。
で
は
、
次
に
同
じ
「
母
」
の
視
点
で
、

「
子
」
で
あ
る
息
子
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
栗
木
と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
。
一
五
二
首
が
栗
木
の
「
母
」
の
視
点
で
詠
ま
れ
た
「
息
子
」（
子

育
て
も
含
む
）
の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
前
掲
の
五
島
美
代
子
の
歌
と
比
較
す
る
と
、「
母
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
歌
に
出
て
こ
な

い
点
に
気
付
く
。「
母
」
が
歌
に
出
て
く
る
の
は
次
の
八
首
（
五
・
二
％
）
だ
け
で
あ
る
。

本
を
読
む
母
を
嫌
へ
る
子
は
夫
と
わ
づ
か
に
違
ふ
理
由
も
つ
ら
し

子
の
描
き
し
ク
レ
ヨ
ン
の
線
ひ
き
の
ば
し
巻
き
取
り
母
の
ひ
と
日
は
終
は
る

じ
や
ん
け
ん
の
弱
さ
は
母
親
ゆ
づ
り
に
て
の
つ
ぼ
の
わ
が
子
鬼
と
な
る
こ
ゑ

Ｌ
サ
イ
ズ
の
子
の
シ
ャ
ツ
ベ
ラ
ン
ダ
に
揺
れ
て
母
が
少
女
で
あ
り
し
日
を
笑
ふ

犯
罪
は
社
会
の
責
任
だ
と
言
ふ
け
れ
ど
…
。

試
す
に
は
及
ば
ず　

人
は
壊
れ
や
す
き
も
の
と
少
年
に
母
が
教
へ
よ

母
も
子
も
夫
も
邪
魔
と
思
ふ
と
き
最
も
じ
や
ま
な
わ
が
身
汗
ば
む
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幼
な
児
に
母
さ
ん
の
顔
書
い
て
も
ら
ふ
し
あ
は
せ
な
ど
も
忘
れ
て
久
し

オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
坂
本
弁
護
士
一
家
殺
害
事
件

一
歳
に
て
殺
さ
れ
し
子
は
龍
彦
ち
や
ん
と
呼
ば
る
る
ほ
か
な
し
二
十
年
後
も

生
き
ゐ
れ
ば
も
う
成
人
と
ニ
ュ
ー
ス
に
て
言
へ
ど
青
年
龍
彦
さ
ん
を
ら
ず

駄
々
こ
ね
る
幼
児
に
そ
の
母
怒
り
出
す
二
十
年
前
の
我
よ
り
早
く

　

こ
れ
ら
の
中
で
も
「
母
も
子
も
夫
も
邪
魔
と
思
ふ
と
き
最
も
じ
や
ま
な
わ
が
身
汗
ば
む
」
は
、栗
木
の
「
母
（
実
母
）」
を
表
し
て
い
る
。

ま
た
、
少
年
犯
罪
を
詠
ん
だ
「
試
す
に
は
及
ば
ず　

人
は
壊
れ
や
す
き
も
の
と
少
年
に
母
が
教
へ
よ
」
と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
坂
本

弁
護
士
一
家
殺
害
事
件
の
連
作
「
駄
々
こ
ね
る
幼
児
に
そ
の
母
怒
り
出
す
二
十
年
前
の
我
よ
り
早
く
」
の
「
母
」
は
、世
間
一
般
の
「
母
」

と
自
身
を
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
首
と
も
関
連
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
社
会
詠
」
と
栗
木
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
。
栗
木
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
り
、
愛
唱
歌
で
も
あ
る
「
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一ひ

と

日ひ

我
に
は
一ひ

と

生よ

」
の
よ
う
に
、
初
期

の
栗
木
短
歌
は
青
春
期
の
み
ず
み
ず
し
い
恋
や
日
常
の
歌
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
結
婚
出
産
を
経
た
栗
木
は
、「
家
族
」
を
通
し
て
時
代

を
鋭
い
視
点
で
詠
む
こ
と
が
増
え
て
い
っ
た
。
特
に
イ
ジ
メ
問
題
の
連
作
「
薄
き
刃
の
す
ッ
す
ッ
と
降
れ
る
宵
の
顔
み
ぞ
れ
に
濡
れ
て
子

の
帰
り
来
る
」
以
降
の
歌
に
は
、「
子
」
を
介
し
た
「
社
会
詠
」
が
目
立
つ
。
そ
の
例
が
次
の
五
首
で
あ
る
。
前
掲
の
イ
ジ
メ
問
題
の
連

作
の
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
次
に
挙
げ
る
。

他
者
の
死
は
み
な
透
き
通
り
カ
ト
レ
ア
の
香
れ
る
卓
に
イ
ジ
メ
の
記
事
読
む

薄
き
刃
の
す
ッ
す
ッ
と
降
れ
る
宵
の
顔
み
ぞ
れ
に
濡
れ
て
子
の
帰
り
来
る

八
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優
等
生
に
な
れ
ず
な
ら
な
い
子
の
生
は
飛
行
機
雲
の
白
さ
か　

眩
し

去
る
冬
の
太
陽
は
地
を
め
く
め
を
り
「
少
年
法
」
と
は
不
思
議
な
る
鞭

犯
人
の
少
年
は
ヒ
ト
ラ
ー
に
心
酔
し
て
ゐ
た
。

『
わ
が
闘
争
』
吾
子
も
読
み
を
り
花
柄
の
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
く
る
み
机
上
に

　

こ
れ
ら
は
イ
ジ
メ
問
題
、
少
年
法
、
神
戸
小
学
生
殺
人
事
件
関
連
の
歌
で
あ
る
。
ど
れ
も
が
作
歌
当
時
の
栗
木
の
「
子
」
の
年
齢
と
重

な
る
問
題
で
あ
り
、「
母
」
で
あ
る
栗
木
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
も
、
同
じ

「
母
」
の
立
場
で
子
供
を
詠
む
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
だ
が
、「
視
点
」
は
大
き
く
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
別
言
す
る
な
ら
ば
、
美
代
子

は
自
分
の
心
に
対
し
て
求
心
的
に
詠
む
の
に
対
し
て
、
栗
木
は
遠
心
的
に
詠
む
と
い
う
相
違
が
あ
る
。
そ
の
異
な
る
点
に
つ
い
て
さ
ら
に

考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

繰
り
返
し
と
な
る
が
、
両
歌
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
一
つ
の
大
き
く
異
な
る
点
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
五
島
美
代
子
の
「
母
」
の

歌
に
は
、
常
に
「
母
」
で
あ
る
自
分
と
「
子
」
の
両
者
の
存
在
が
明
確
に
あ
る
点
で
あ
る
。
だ
が
、
栗
木
の
「
母
」
の
歌
に
は
、「
子
」

の
存
在
や
「
子
」
を
通
し
て
見
る
「
社
会
」
の
存
在
は
あ
る
の
だ
が
、「
母
」
で
あ
る
栗
木
自
身
の
存
在
が
目
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
、
美
代
子
の
歌
を
詠
む
と
感
じ
る
「
情
感
・
愛
情
・
親
子
・
主
観
」
が
、
栗
木
の
歌
か
ら
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
点
か
ら
も
わ

か
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
栗
木
の「
子
」の
歌
は
、事
実
や
光
景
を
詠
ん
で
い
る
歌
が
目
立
つ
。
特
に
、「
子
」が
幼
い
時
の
歌
に
多
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、栗
木
の
歌
は
美
代
子
に
比
べ
る
と
、客
観
的
視
点
が
目
立
つ
の
が
特
徴
で
あ
る
が
、そ
れ
は
美
代
子
と
栗
木
の
「
時

代
」
や
「
子
の
性
別
」
の
違
い
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
以
前
、
栗
木
の
歌
、
特
に
「
社
会
詠
」
の
特
徴
は
数
字
（
年
月
日
、
年
齢
、
金

額
等
）
を
多
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
こ
と
は
拙
論

（
６
）

で
も
述
べ
た
。
具
体
的
に
は
全
八
歌
集
で
九
七
首
（
三
・
一
％
）
あ
り
、
数
字
を
使
う

理
由
と
し
て
栗
木
の
理
学
部
出
身
と
の
関
連
、
ク
ロ
ニ
ク
ル
（
記
録
）
の
二
点
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
栗
木
の
「
母
」
の
視
点
に
、
美

九
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代
子
と
は
大
き
く
異
な
る
「
事
実
、
光
景
、
客
観
性
」
が
目
立
つ
の
も
、
数
字
を
多
用
す
る
理
由
と
重
な
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
考
察
が
成
立
す
る
。
こ
こ
で
、
以
前
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
栗
木
は
理
系
出
身
と
自
歌
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

の
で
引
用
す
る
。

　

顕
微
鏡
で
い
ろ
ん
な
細
胞
を
毎
日
の
よ
う
に
ず
っ
と
見
て
ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
た
り
す
る
と
、
古
い
細
胞
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い

ん
で
す
よ
。
周
り
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
し
。
そ
う
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
見
て
し
ま
っ
た
。
細
胞
レ
ベ
ル
で
人
間
と
い
う
の
は
衰
え

て
い
く
ん
だ
か
ら
、
ま
あ
、
し
よ
う
が
な
い
な
と
知
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
を
学
ん
で
良
か
っ
た
点
で
す
。
ほ
ん
の
端
っ
こ
を

か
じ
た
だ
け
で
す
け
れ
ど
も

（
７
）

。

　

栗
木
が
語
る
よ
う
に
、
学
生
時
代
の
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
事
実
を
記
録
す
る
習
慣
は
、
栗
木
作
品
に
強
く
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
栗
木

作
品
の
特
質
と
も
い
え
る
「
社
会
詠
」
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
子
」
の
成
長
を
感
情
表
現
を
少
な
く
し
、「
子
」
と
い
う
存
在

を
記
録
す
る
「
母
の
詠
」
に
も
影
響
は
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
も
う
一
点
、
栗
木
に
は
「
母
」「
わ
れ
」
に
言
及
し
た
一
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
美
代
子
の
「
母
わ
れ
」
と
関
連
し
、

歌
集
『
乳
房
喪
失
』
の
作
者
で
あ
り
、
三
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
歌
人
、
中
城
ふ
み
子
（
一
九
二
二
～
一
九
五
四
年
）
の
「
わ
れ
」
に
つ
い

て
、
栗
木
が
著
書
で
述
べ
て
い
る
文
章
で
あ
る
。
栗
木
は
、
中
城
ふ
み
子
が
生
前
編
ん
だ
唯
一
の
歌
集
『
乳
房
喪
失
』
に
は
「
わ
れ
」
の

詠
み
込
ま
れ
た
歌
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。「
わ
れ
」「
我
」「
わ
が
」「
私
」「
わ
た
く
し
」「
己
れ
」
な
ど
の
一
人
称
の
代
名
詞
が
含
ま

れ
る
歌
は
、
総
歌
数
四
九
一
首
の
う
ち
一
五
〇
首
以
上
あ
り
、
さ
ら
に
「
子
」
を
詠
む
と
き
、
ふ
み
子
は
自
ら
を
「
母
は
（
母
の
）」
と

表
し
、
一
八
首
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
二
男
一
女
が
い
た
中
城
ふ
み
子
だ
が
、「
子
」
を
詠
む
と
き
、
ふ
み
子
は
自
分
の
こ
と
を
「
わ

れ
」
で
は
な
く
、「
母
」
と
一
貫
し
て
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
子
」
の
前
で
ま
ず
「
母
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
気
負
い
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
栗
木
は
言
及
し
て
い
る

（
８
）

。
こ
う
し
た
栗
木
の
言
説
を
考
察
す
る
と
、
中
城
ふ
み
子
の
よ
う
に
「
自
分
が
母
」
だ

一
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と
い
う
意
識
を
、
栗
木
は
自
歌
に
は
意
図
的
に
排
除
し
て
い
る
よ
う
に
も
窺
え
る
。
こ
の
点
が
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
栗
木
短

歌
に
お
け
る
客
観
的
表
現
と
も
重
な
る
こ
と
が
、
こ
の
文
章
か
ら
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
り
、
看
過
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
栗
木
の
「
一
人
称
」
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
は
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

三
、
栗
木
短
歌
に
お
け
る
「
母
」

　

前
項
の
「
母
」
の
視
点
で
「
子
」
を
一
五
二
首
（
四
・
三
％
）
詠
ん
だ
栗
木
だ
が
、栗
木
に
は
自
身
の
「
母
」
を
詠
ん
だ
歌
一
〇
七
首
（
三
・

一
％
）
と
、そ
の
数
が
多
い
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
五
島
美
代
子
の
場
合
は
、「
母
の
詠
」
は
美
代
子
自
身
を
指
し
、「
子
」

の
対
比
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
だ
が
、
栗
木
の
「
母
の
詠
」
は
自
身
で
は
な
く
、「
母
（
栗
木
の
実
母
）」
を
詠
ん

だ
も
の
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
異
な
る
点
も
看
過
で
き
な
い
。
で
は
、
栗
木
が
自
身
の
「
母
」
を
詠
ん
だ
歌
一
〇
七
首
を
挙
げ
て
考
察
を

進
め
る
。
は
じ
め
に
着
目
し
た
い
の
が
、
栗
木
と
「
母
（
実
母
）」
の
関
係
性
と
変
化
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
表
す
歌
を
次
に
挙
げ
る
。

震
へ
る
母
を
支
へ
飲
ま
せ
し
一
碗
の
あ
れ
は
素
水
か
湯
な
り
し
か
覚
え
ず

「
泣
い
ち
や
だ
め
」
母
の
声
の
み
身
に
残
り
骸
の
父
と
病
院
を
出
づ

む
せ
な
が
ら
苺
と
ト
ー
ス
ト
頬
ば
り
て
も
う
泣
か
ぬ
母
と
通
夜
の
支
度
す

　

こ
の
三
首
は
、
栗
木
の
第
四
歌
集
『
万
葉
の
月
』（
一
九
九
九
年
、
柊
書
房
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
急
逝
し
た
栗
木
の
「
父
」
と
当

時
の
家
族
の
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
四
十
代
に
な
り
「
父
」
を
突
然
亡
く
し
た
栗
木
は
、「
父
」
の
死
を
境
に
少
し
ず
つ
「
母
」
と
距
離

を
縮
め
て
い
く
。
そ
の
栗
木
の
心
境
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。

一
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少
し
づ
つ
母
が
親
友
に
な
り
て
ゆ
く
葡
萄
色
の
ス
カ
ー
フ
借
り
て
返
し
て

　

こ
の
歌
か
ら
、栗
木
と
「
母
」
の
関
係
が
、少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
様
子
が
読
み
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、子
供
時
代
の
「
母
」

に
守
ら
れ
て
い
た
関
係
か
ら
、親
の
老
い
と
と
も
に
「
子
」
が
「
母
」
を
守
る
関
係
へ
と
変
化
し
て
い
く
様
子
で
あ
る
。
栗
木
の
「
母
の
詠
」

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
母
」
は
認
知
症
を
悪
化
さ
せ
、
品
川
に
あ
る
施
設
に
入
所
し
て
い
る
。
入
所
す
る
「
母
」
へ
の
「
子
」
の
複

雑
な
心
境
は
、第
八
歌
集
『
水
仙
の
章
』
掲
載
歌
か
ら
読
み
取
れ
る
。
栗
木
が
「
子
」
の
視
点
で
詠
じ
た
「
母
の
詠
」
か
ら
想
像
す
る
「
母
」

は
、
自
慢
が
好
き
だ
が
有
名
歌
人
の
一
人
で
あ
る
「
子
」
の
こ
と
は
あ
ま
り
認
め
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
短
歌
や
め
よ
、

資
格
を
取
れ
と
い
ふ
母
に
付
き
添
ひ
あ
ゆ
む
レ
ン
ト
ゲ
ン
室
ま
で
」
と
、「
母
」
は
歌
人
で
あ
る
「
子
」
に
、
短
歌
よ
り
も
実
質
的
な
資

格
を
取
れ
と
命
じ
て
い
る
の
だ
。「
わ
か
り
や
す
き
自
慢
し
か
せ
ぬ
母
な
ら
む
「
娘
が
歌
人
」
は
ま
づ
除
か
れ
て
」
で
も
、
歌
人
よ
り
も

世
間
的
な
評
価
が
高
く
わ
か
り
や
す
い
医
師
（
栗
木
の
夫
は
医
師
で
あ
る
）
を
尊
重
し
て
い
る
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
次
の
二
首

に
も
着
目
し
た
い
。

車
窓
よ
り
湖う

み

ひ
ろ
が
れ
り
四
十
代
の
母
は
わ
れ
よ
り
満
た
さ
れ
ゐ
し
か

毛
糸
玉
こ
ろ
が
り
出い

で
し
母
の
膝
恋
ほ
し
も
わ
れ
も
職
も
た
ぬ
妻

　

こ
の
二
首
か
ら
、世
間
的
な
評
価
が
難
し
い
「
歌
人
」
で
あ
り
、四
十
代
主
婦
の
栗
木
が
比
較
し
て
い
る
の
は
友
人
や
仲
間
で
は
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
四
十
代
に
な
っ
た
「
子
」
で
あ
る
栗
木
に
と
っ
て
、
比
較
す
る
相
手
は
、
自
分
と
同
じ
年
齢
だ
っ
た
頃
の
「
母
」
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
か
ら
、「
子
」
で
あ
る
栗
木
に
と
っ
て
、「
母
」
と
は
一
つ
の
指
標
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
「
ラ
イ
バ
ル
」

で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
「
母
」
に
対
し
て
、
焦
り
や
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
が
、
栗
木
が
美
代
子

一
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の
「
母
の
詠
」
に
着
目
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
歌
人
の
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
「
母
の
詠
」
比
較
を
通
し
て
分
析
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
二
人
は
、
同
じ
「
母
」

を
詠
む
女
性
歌
人
だ
が
、
そ
の
視
点
と
表
現
方
法
に
は
、
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
五
島
美
代
子
に
と
っ
て
「
母
」

と
は
「
子
」
と
対
比
し
た
自
身
の
こ
と
を
差
し
て
お
り
、「
母
の
詠
」
に
は
「
母
子
」
の
存
在
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
栗

木
の
「
子
」
を
詠
ん
だ
「
母
の
詠
」
に
は
、「
母
」
で
あ
る
栗
木
自
身
の
存
在
は
薄
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、栗
木
が
詠
ん
だ
自
身
の
「
母
」

の
歌
一
〇
七
首
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
栗
木
に
と
っ
て
「
母
」
と
は
、
自
身
よ
り
も
自
身
の
「
母
」
を
指
す
と
い
う
心
情
が
表
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、「
自
分
が
母
」
で
あ
る
美
代
子
に
対
し
、
栗
木
に
は
「
自
分
の
母
」
と
い
う
異
な
る
視
点
が
存
在
す
る
よ
う
だ
。
こ

の
よ
う
に
「
母
」
に
対
し
て
異
な
る
視
点
を
持
つ
両
歌
人
だ
が
、
栗
木
が
五
島
美
代
子
の
歌
に
着
目
し
共
鳴
し
て
い
る
点
は
何
か
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
考
察
を
続
け
た
い
。
そ
れ
に
は
栗
木
と
「
母
」
の
関
係
性
に
お
い
て
更
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
現
時
点
で
考
え
ら
れ

る
理
由
は
、
栗
木
が
長
年
感
じ
て
い
た
「
母
」
か
ら
の
干
渉
、
逃
れ
ら
れ
な
い
呪
縛
や
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
五
島
母
子
に
重
ね
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
両
者
の
歌
に
は
、
次
の
違
い
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
子
」
へ
の
感
情
が
色
濃
く
表
現
さ
れ
て
い
る
美
代
子
の
歌
に
対
し
、
栗
木
は
感

情
よ
り
も
「
子
」
の
い
る
光
景
や
存
在
を
記
録
す
る
手
法
を
取
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
栗
木
作
品
の
特
質
で
あ
る
「
社
会
詠
」
と

同
じ
手
法
で
は
な
い
か
と
考
察
で
き
る
。
つ
ま
り
、栗
木
に
と
っ
て
「
ク
ロ
ニ
ク
ル
（
記
録
）」
の
意
味
を
持
つ
「
社
会
詠
」
が
「
家
族
詠
」

に
も
波
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の

「
社
会
詠
」
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
佐
藤
和
夫
は
、

一
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一
四

昭
和
二
十
一
年
四
月
第
二
歌
集
『
丘
の
上
』（
弘
文
社
）
を
短
歌
五
二
一
首
、
長
歌
二
首
、
反
歌
二
首
収
録
し
て
刊
行
、
同
歌
集

は
昭
和
十
一
年
か
ら
同
二
十
一
年
ま
で
の
世
相
を
凝
視
し

芽
ぶ
き
た
つ
木
々
に
近
づ
け
ば
こ
こ
の
空
気
は
わ
が
子
の
息
の
に
ほ
ひ
が
す
る　
「
暮
春
」

上
の
子
の
児ち

ご

生お

ひ
い
ま
だ
目
に
濃
き
に
こ
の
子
の
顔
が
重か

さ

な
り
て
映う

つ

る
「
ふ
た
た
び
母
に
な
り
て
」

手
さ
ぐ
り
に
母
を
た
し
か
め
て
乳ち

の
み
児
は
橙
火
管
制
の
夜
を
か
つ
が
つ
眠
る　
「
防
空
演
習
」

爆
撃
の
と
ど
ろ
き
お
も
ふ
大
空
は
霞
か
さ
な
り
ま
ど
は
し
き
光　
「
し
づ
か
な
る
春
」

屈
辱
は
苦に

が

く
冷
め
た
る
初う

ひ

の
味
鮮あ

た

ら
し
く
さ
へ
身
に
沁
み
わ
た
る　
「
屈
辱
」

と
映
し
出
し
て
い
る
が
、
特
に
「
屈
辱
」
で
「
ら
し
く
さ
え
身
に
沁
み
わ
た
る
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
敗
戦
の
思
い
を
一
時

の
感
情
で
は
な
く
正
し
い
歴
史
認
識
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
五
島
美
代
子
の
短
歌
の
世
界
で
は
、
余
り
論

じ
ら
れ
な
い
部
分
で
は
あ
る
が
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
一
面
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
十
二
月
衆
議
院
議
員
改
正
公
布
に
よ
り
婦
人
参
政
権
が
確
立
さ
れ
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
総
選
挙
が
行
わ
れ
、
は
じ

め
て
一
票
を
投
じ
た
美
代
子
は

う
や
う
や
し
く
礼あ

や

し
て
後
の
一
票
は
音
な
く
落
ち
ぬ
子
を
負
へ
る
人
の　
「
婦
選
の
後
に
」

花
吹
雪
ひ
か
り
て
包
め
選
ば
れ
て
明
日
を
負
ひ
立
つ
わ
れ
ら
の
中
の
ひ
と　
「
同
」

　
　

と
感
想
を
詠
ん
で
い
る
。

　
　
　
「
若
き
世
代
の
人
々
と
交
り
て
ま
な
び
つ
つ
思
ふ
こ
と
多
し
」
と
詞
書
き
を
添
え
て

思
ひ
が
け
な
く
吾
を
信
じ
て
打
ち
明
け
ら
れ
し
会
合
の
場
に
行
か
ざ
ら
む
と
す
る　
「
老
醜
」

ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
限
認
め
ら
れ
ず
と
あ
る
今
朝
の
新
聞
を
よ
み
傍
に
お
く　
「
同
」

傍
観
の
こ
の
日
せ
つ
な
き
下
燃
え
を
知
る
人
あ
ら
ば
危
ふ
か
ら
む　
「
同
」
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一
五

な
ど
は
、
理
屈
で
は
理
解
で
き
て
も
若
者
の
よ
う
に
、
す
ぐ
に
行
動
で
き
な
い
我
が
身
の
ふ
が
い
な
さ
を
恥
じ
い
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

五
島
美
代
子
は
感
性
の
豊
か
な
歌
人
の
み
で
は
な
く
、
社
会
を
鋭
く
見
つ
め
る
姿
勢
を
彼
女
の
内
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
戦
後
は
女
性
の
解
放
、
自
立
、
意
識
向
上
等
が
女
性
の
間
か
ら
強
く
叫
ば
れ
る
風
潮
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
は
そ
れ
を

表
面
的
に
の
み
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
時
代
の
中
で
、
今
後
女
性
が
い
か
に
歩
む
べ
き
か
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
い
た

か
が
、
前
掲
の
歌
群
か
ら
十
分
理
解
で
き
る
の
で
あ
る

（
９
）

。

　

と
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
美
代
子
は
栗
木
同
様
に
〈
社
会
〉
に
も
注
目
し
、〈
時
代
〉
と
〈
歌
の
数
〉
こ
そ
異

な
る
が
、
詠
ん
で
い
る
の
だ
。
ま
た
、
佐
藤
は
、
美
代
子
が
歌
集
『
丘
の
上
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、「
こ
の
十
年
間
は
、
世
界
史
の
上

に
重
大
な
時
期
で
あ
つ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
く
」
と
書
い
て
、
社
会
に
も
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。「
母
の

歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
美
代
子
だ
が
、
時
代
を
詠
む
姿
勢
は
栗
木
と
共
通
す
る
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
「
母

の
詠
」
に
は
異
な
る
視
点
が
見
ら
れ
た
が
、「
母
」
の
立
場
か
ら
「
時
代
」
や
「
社
会
」
を
詠
む
点
は
類
似
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
栗
木
に
と
っ
て
、
視
点
は
違
う
が
、「
母
の
詠
」「
社
会
詠
」
を
詠
ん
だ
美
代
子
の
存
在
は
大
き
い
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、本
稿
で
は
「
母
の
歌
人
」
と
呼
ば
れ
る
五
島
美
代
子
と
栗
木
京
子
の
「
母
の
詠
」
を
比
較
し
考
察
を
し
た
。
今
後
は
「
母
の
詠
」

を
中
心
に
他
の
歌
人
の
歌
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
「
母
の
視
点
」
か
ら
の
「
社
会
詠
」
も
加
え
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
五
島
美
代
子
、
栗
木
京
子
両
歌
人
の
「
社
会
詠
」
の
特
質
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

註
（1）
『
現
代
短
歌
大
辞
典
』（
三
省
堂　

二
〇
〇
四
年
七
月
）。「
五
島
美
代
子
」
の
項
、
執
筆
者
は
河
野
裕
子
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
稿
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一
六

者
が
適
宜
ま
と
め
た
。

（2）
一
八
九
八
年
（
明
治
三
一
年
）、
東
京
生
ま
れ
。
父
は
現
東
京
大
学
理
学
部
教
授
、
母
も
後
の
私
立
晩
香
高
女
学
校
校
長
と
い
う
教

育
一
家
の
長
女
だ
っ
た
。
一
六
歳
で
佐
佐
木
信
綱
「
心
の
花
」
に
入
門
し
た
。
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）
四
月
、
東
大
文
学

部
の
聴
講
生
と
な
り
、
後
の
夫
と
な
る
東
京
外
国
語
大
学
教
授
、
石
榑
茂
（
経
済
史
学
者
・
歌
人
）
に
会
い
、
翌
年
結
婚
し
た
。

一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
年
）、
長
女
・
ひ
と
み
を
出
産
し
、
自
分
で
育
て
た
い
と
大
学
の
聴
講
、
教
員
、
作
歌
も
辞
め
育
児
に
専

念
す
る
。
そ
の
後
、
一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）、
夫
の
留
学
に
伴
い
渡
英
し
、
二
年
後
に
帰
国
し
、「
心
の
花
」
に
も
復
帰
し
た
。

一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）、
夫
と
歌
誌
「
立
春
」
創
刊
。
一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）、
長
女
・
ひ
と
み
が
東
京
大
学
文
学
部

に
入
学
し
、
美
代
子
も
聴
講
生
と
し
て
ひ
と
み
と
と
も
に
東
大
に
通
う
。
だ
が
、
そ
の
二
年
後
に
、
長
女
・
ひ
と
み
急
逝
（
自
死
と

さ
れ
て
い
る
）。
長
女
・
ひ
と
み
の
死
は
そ
の
後
の
美
代
子
の
作
風
に
深
い
陰
翳
と
幅
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
五
七
年
（
昭

和
三
二
年
）、『
新
輯　

母
の
歌
集
』
に
よ
り
、
第
九
回
読
売
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
の
後
も
、
宮
中
新
年
歌
会
始
の
選
者
、
美
智

子
妃
殿
下
作
歌
御
指
南
役
を
務
め
る
。
専
修
大
学
教
授
、「
朝
日
新
聞
」
歌
壇
等
の
選
者
も
務
め
た
。
一
九
七
一
年
（
昭
和
四
六
年
）、

紫
綬
褒
章
受
章
。
一
九
七
八
年
（
昭
和
五
三
年
）
四
月
、
肝
硬
変
に
よ
り
死
去
し
た
。
享
年
七
十
九
。

　
　

以
上
は
註

（1）
に
同
じ
。
二
四
一
～
二
四
三
頁
を
稿
者
が
適
宜
ま
と
め
た
。

（1）
五
島
美
代
子
『
新
輯　

母
の
歌
集
』（
短
歌
研
究
社　

一
九
九
二
年
十
月
）。
同
書
の
五
島
茂
の
解
説
に
よ
る
。
一
四
〇
～
一
四
三
頁
。

（4）
栗
木
京
子
『
う
た
あ
わ
せ
の
悦
び
』（
短
歌
研
究
社
二
〇
一
三
年
六
月
）。
二
九
、三
〇
頁
。

（5）
註

（1）
に
同
じ
。
一
三
六
～
一
三
八
頁
。

（1）
草
木
美
智
子
「
栗
木
京
子
研
究
―
栗
木
短
歌
に
お
け
る
「
数
字
」
の
役
割
と
効
果
を
中
心
に
―
」（『
國
文
學
試
論
』
大
正
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
国
文
学
研
究
室　

二
〇
一
六
年
三
月
）。
九
八
～
一
一
四
頁
。

（7）
伊
藤
一
彦
・
栗
木
京
子
「
訳
の
わ
か
ら
な
い
自
分
を
」『
栗
木
京
子
』（
青
磁
社　

二
〇
一
四
年
一
二
月
）。
七
五
頁
。

（1）
栗
木
京
子
「
多
面
的
な
「
わ
れ
」」『
名
歌
集
探
訪
』（
な
が
ら
み
書
房　

二
〇
〇
七
年
十
月
）。
一
一
～
一
八
頁
を
稿
者
が
適
宜
ま
と
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一
七

め
た
。

（9）
佐
藤
和
夫
「
五
島
美
代
子
―
母
性
の
世
界
―
」（『
親
和
國
文
』
第
三
一
号　

神
戸
親
和
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会　

一
九
九
六
年

十
二
月
）。
二
六
、二
七
頁
。


