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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

は
じ
め
に

日
本
文
学
に
お
い
て
母
娘
関
係
を
中
心
と
す
る
作
品
は
多
い
。
倉
橋
由
美
子
の
『
妖
女
の
よ
う

に
』（
一
九
六
六
年
）、
津
島
佑
子
の
『
寵
児
』（
一
九
七
八
年
）、
山
本
文
緒
の
『
群
青
の
夜
の
羽
毛

布
』（
一
九
九
五
年
）、
川
上
弘
美
の
『
蛇
を
踏
む
』（
一
九
九
六
年
）、
笙
野
頼
子
の
『
母
の
発
達
』

（
一
九
九
六
年
）
な
ど
が
そ
の
一
部
の
例
で
あ
る1

。
ま
た
、
こ
の
テ
ー
マ
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
も

多
い
。
特
に
二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
信
田
さ
よ
子
の
『
母
が
重
く
て
た
ま
ら
な
い―

墓
守
娘
の

嘆
き
』、
齋
藤
環
の
『
母
は
娘
の
人
生
を
支
配
す
る　

な
ぜ
「
母
殺
し
」
は
難
し
い
の
か
』（
以
下
『
母

は
娘
の
人
生
を
支
配
す
る
』
）、
佐
野
洋
子
の
『
シ
ズ
コ
さ
ん
』
な
ど
が
注
目
を
浴
び
た
た
め
、
新

聞
や
雑
誌
な
ど
で
「
母
娘
問
題
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る2

。

一
方
、
現
代
文
学
に
お
い
て
父
娘
関
係
は
あ
ま
り
研
究
対
象
と
さ
れ
ず
、
母
娘
関
係
と
対
照
的
に

父
娘
関
係
の
単
純
さ
、
あ
る
い
は
父
の
不
在
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
母
は
娘
の
人
生
を

支
配
す
る
』
で
齋
藤
が
様
々
な
文
学
作
品
を
分
析
し
な
が
ら
母
娘
関
係
を
探
っ
た
。
氏
に
よ
る
と
、

母
と
娘
間
に
は
錯
綜
し
た
感
情
が
絡
み
合
う
傾
向
が
強
い
た
め
、
愛
憎
関
係
の
温
床
と
な
る
こ
と
が

珍
し
く
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
父
娘
関
係
は
、
極
端
な
愛
着
か
徹
底
し
た
嫌
悪
の
い
ず
れ
か
に
傾

く
こ
と
が
多
い
た
め
、
比
較
的
単
純
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る3

。
ま
た
、
内
田
樹
の
指
摘
に
よ
る

と
、
家
父
長
制
の
解
体
に
よ
っ
て
家
庭
内
に
お
け
る
母
親
の
発
言
権
と
決
定
力
が
高
ま
り
、
戦
後
の

社
会
に
お
い
て
娘
た
ち
が
母
親
に
対
し
て
は
「
愛
着
と
嫌
悪
」
の
感
情
を
抱
き
、
父
親
に
対
し
て
は

「
無
関
心
」
と
い
う
態
度
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
が
文
学
に

反
映
さ
れ
、
母
親
の
強
い
支
配
力
と
そ
れ
に
抗
う
娘
の
工
夫
の
中
に
現
代
日
本
文
学
に
お
い
て
一
番

ホ
ッ
ト
な
文
学
的
素
材
が
潜
ん
で
い
る
と
内
田
が
述
べ
て
い
る4

。
そ
れ
に
対
し
て
、
父
親
の
存
在
感

は
家
庭
内
で
薄
ま
り
つ
つ
あ
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
内
田
と
の
対
談
に
お
い
て
高
橋
源

一
郎
は
父
の
不
在
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
氏
に
よ
る
と
、
昔
は
父
親
が
家
父
長
と
し
て
娘
を
抑
圧

し
て
い
た
が
、
現
在
は
母
親
が
抑
圧
を
一
手
に
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
昨
今
日
本
で
は

「
父
親
は
出
て
行
っ
て
、
残
さ
れ
た
母
と
娘
が
じ
っ
と
に
ら
み
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
物
語
が
流
行
っ

て
い
る
と
氏
は
指
摘
し
て
い
る5

。

日
本
現
代
文
学
は
新
た
な
父
性
を
告
げ
る

―

角
田
光
代
文
学
を
軸
に―
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キ
ー
ワ
ー
ド
〕
日
本
文
学
、
角
田
光
代
、
父
、『
ぼ
く
は
き
み
の
お
に
い
さ
ん
』、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』

＊
平
成
二
六
年
度
生　

人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科　

比
較
社
会
文
化
学
専
攻

上
述
し
た
通
り
、
先
行
研
究
で
は
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
、
ま
た
、
そ
れ
を
反
映
す
る
現
代
文

学
に
お
け
る
父
の
不
在
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
代
日
本
文
学
は
父
の
不
在
の
み
な
ら
ず
、

父
性
の
変
容
な
い
し
日
本
の
「
近
代
家
族
」
の
新
た
な
有
り
様
を
も
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
本
稿
で
は
角
田
光
代
の
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』（
一
九
九
八
年
）

に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
父
親
像
、
ま
た
父
娘
関
係
の
変
化
を
考
察
し
た
い
。

角
田
光
代
の
作
品
は
「
家
族
」
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
氏
が
描
い

た
母
娘
関
係
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
も
盛
ん
で
あ
る
。
一
方
、
本
稿
で
取
り
扱
う
作
品
に
お
い
て

は
母
親
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
娘
の
ペ
ア
が
物
語
の
中
心
と
な
り
、
小
学
生
の
娘
が
父

親
と
の
関
係
を
語
る
。
ま
た
、「
旅
す
る
こ
と
」（trav

elin
g

）
と
「
父
で
あ
る
こ
と
」（fath

erin
g

）

が
密
接
な
関
係
に
あ
り
、「
旅
」
が
育
児
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
は
現
代
日
本
文
学
に
お
け
る
父
像
の
変
貌
、
ま

た
は
父
娘
関
係
の
有
り
様
を
考
察
す
る
の
に
適
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
従
来
の
「
日
本

型
近
代
家
族
」
の
形
態
を
確
認
し
た
上
で
、
作
品
分
析
を
も
っ
て
角
田
文
学
に
お
け
る
「
近
代
日
本

家
族
」
の
解
体
と
そ
の
再
定
義
を
論
じ
た
い
。

一
、
従
来
の
「
家
族
」―

「
日
本
型
近
代
家
族
」
を
定
義
す
る
三
つ
の
規
範

千
田
有
紀
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
家
族
」（fam

ily

）
も
「
家
庭
」（h

om
e

）
も
、
父
親
と
母
親
、

そ
し
て
未
婚
の
子
ど
も
か
ら
な
る
血
の
つ
な
が
り
の
あ
る
集
団
を
指
し
、
非
血
縁
員
を
排
除
し
、
血

縁
員
に
よ
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
を
意
味
し
て
い
る6

。
ま
た
、
落
合
恵
美
子
の
指
摘
に
よ
る
と
、

「
近
代
家
族
」
と
は
、
我
々
が
「
当
た
り
前
」
の
家
族
と
思
っ
て
い
る
家
族
の
こ
と
を
い
う
。
氏
の

言
葉
を
借
り
る
と
、
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日
本
現
代
文
学
は
新
た
な
父
性
を
告
げ
る

お
父
さ
ん
は
頼
も
し
い
一
家
の
大
黒
柱
、
お
母
さ
ん
は
家
庭
に
あ
っ
て
愛
情
を
こ
め
て
家
族

の
世
話
を
す
る
、
二
人
か
三
人
の
可
愛
ら
し
い
子
供
が
い
て
元
気
に
学
校
に
通
っ
て
い
る
、
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
言
お
う
か7

。

我
々
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
家
族
像
は
、
実
は
歴
史
的
、
社
会
的
、
文
化
的
に
つ
く

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
創
造
過
程
に
お
い
て
「
感
情
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
落
合
と

千
田
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
近
代
社
会
」
は
「
感
情
」
を
大
切
に
す
る
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
「
感
情
」
は
「
自
然
」
な
も
の
で
は
な
く
、「
規
範
」
に
よ
っ
て
社
会
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
こ
の
「
近
代
家
族
」
の
規
範
を
定
義
し
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
タ
ー
に
よ
る
と
、「
近
代

家
族
」
を
誕
生
さ
せ
た
の
は
、
男
女
関
係
（
夫
婦
間
の
絆
の
規
範
）、
母
子
関
係
（
母
子
間
の
絆
の

規
範
）
と
周
囲
の
共
同
体
と
一
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
の
家
族
（
家
族
の
集
団
性
の
規
範
）、
こ

の
三
つ
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」「
母
性

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」「
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
形
を
取
り
、
我
々
の
意
識
に
自
明
な
概
念
と
し
て
根
付

き
、
従
来
の
家
族
像
を
創
っ
て
い
る8

。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
愛
と
性
と
生
殖
と
が
結
婚
を
媒
介
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
千
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
結
婚
を
媒
介
と
し
て
こ
の

三
点
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
愛
の
な
い
結
婚
、
愛
の
な
い
セ
ッ
ク
ス
、
結
婚

に
つ
な
が
ら
な
い
性
交
渉
な
ど
が
、
不
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
批
難
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た9

。

母
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
母
親
た
る
も
の
は
子
ど
も
を
愛
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、

「
三
歳
ま
で
は
母
親
が
子
ど
も
を
育
て
な
い
と
子
ど
も
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
影
響
を
与
え
る
」

と
い
う
「
三
歳
児
神
話
」
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
子
ど
も
に
と
っ
て
母
親
の
愛
情
に
勝
る
も
の

は
な
い
」、
あ
る
い
は
「
母
親
に
と
っ
て
子
ど
も
よ
り
大
事
な
も
の
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
か
ら

成
る
母
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
家
庭
内
に
愛
に
基
づ
く
関
係
が
形
成
さ
れ
、
家
族
の
集
団
性

の
規
範
が
出
来
上
が
っ
た
。

家
族
の
集
団
性
の
規
範
、
あ
る
い
は
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、「
家
庭
を
親
密
な
、
こ
の
う
え

な
く
大
切
な
も
の
と
す
る
考
え
方
」
で
あ
る
。
千
田
の
指
摘
に
よ
る
と
、「
狭
い
な
が
ら
も
楽
し
い

我
が
家
」
と
い
う
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
規
範
は
「
家
族
は
み
な
仲
が
い
い
は
ず
」
と

い
う
先
入
観
、
即
ち
「
家
族
愛
」
に
基
づ
く
の
で
あ
る10

。

以
上
の
よ
う
な
定
義
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
次
節
で
は
角
田
光
代
の
作
品
お
け
る
「
近
代
家
族
」

の
解
体
と
そ
の
再
定
義
を
探
り
た
い
。

二
、
角
田
光
代
に
お
け
る
「
家
族
」―

母
娘
関
係
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

江
南
亜
美
子
は
、『
エ
コ
ノ
ミ
カ
ル
・
パ
レ
ス
』（
二
〇
〇
二
年
）
を
契
機
に
、
角
田
は
「
家
族
」

の
有
り
様
を
俯
瞰
的
に
据
え
た
作
品
を
次
々
に
発
表
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。「
家
庭
小
説
」
の
典

型
的
な
例
と
し
て
一
家
の
構
成
員
に
よ
る
家
族
観
を
語
る
『
空
中
庭
園
』（
二
〇
〇
二
年
）、
家
庭
を

持
つ
女
性
と
持
た
な
い
女
性
を
対
比
的
に
描
く
『
対
岸
の
彼
女
』（
二
〇
〇
四
年
）、
母
性
本
能
に
疑

問
を
付
す
『
八
日
目
の
蝉
』（
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
氏
は
挙
げ
て
い
る11

。
ま
た
、
斎
藤
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
角
田
が
描
く
家
族
は
人
工
性
を
た
た
え
て
い
る
。
即
ち
、
角
田
の
作
品
に
登
場
す
る
家

族
に
人
工
的
か
つ
不
自
然
な
要
素
が
潜
ん
で
お
り
、
全
員
が
「
家
族
を
演
じ
あ
っ
て
い
る
」
と
考
え

ら
れ
る12

。
こ
の
点
に
つ
い
て
角
田
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
空
中
庭
園
』
を
書
く
前
に
、
日
本
の
一
般
的
な
家
族
観
み
た
い
な
も
の
を
気
持
ち
悪
く
感

じ
て
い
ま
し
た
。
家
族
と
い
う
も
の
は
非
常
に
い
い
も
の
で
あ
っ
て
、
美
し
い
も
の
で
あ
る
べ

き
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
必
要
以
上
に
蔓
延
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
ん
で
す
。
こ
の
考
え

方
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
か
ら
来
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
後
に
一
家
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で

い
た
り
、
夫
婦
が
お
酒
を
飲
ん
で
い
た
り
と
い
う
よ
う
な
、
い
か
に
も
「
団
欒
」
と
い
う
家
族

像
と
い
う
の
は
、
実
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
さ
り
げ
な
く
、
そ
れ
で
い
て
す
ご
く
根
深
く
、

現
代
の
日
本
人
の
家
族
観
に
浸
透
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま
す13

。

角
田
文
学
を
対
象
に
し
た
研
究
は
「
母
親
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
多
い
。
上
に
挙
げ
た
作
品

も
母
娘
関
係
を
描
い
て
い
る
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
娘
を
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
母
が
登
場
す
る
。

で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
母
娘
物
語
」
に
お
い
て
母
娘
関
係
は
ど
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
角
田
光
代
の
文
学
に
お
い
て
娘
の
支
配
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

斎
藤
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
母
親
に
よ
る
娘
の
支
配
は
、「
抑
圧
」「
献
身
」「
同
一
化
」、
こ
の
三

つ
の
代
表
的
な
形
態
を
取
っ
て
い
る
。「
抑
圧
」
は
、
禁
止
や
命
令
は
も
ち
ろ
ん
、「
母
の
言
葉
」
に

よ
っ
て
も
行
使
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
母
の
言
葉
が
娘
の
身
体
を
作
り
上
げ
、
娘
が
そ
の
言
葉
を
内

面
化
し
た
故
に
母
親
に
服
従
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。「
献
身
」
す
る
母
親
は
、
善
意
で
あ
り
な

が
ら
も
罪
悪
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
娘
を
支
配
す
る
。
ま
た
、「
同
一
化
」
と
は
、
母
親
が

娘
に
「
自
分
の
人
生
の
生
き
直
し
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
形
態
が
完
成

す
れ
ば
い
わ
ゆ
る
「
一
卵
性
母
娘
」
が
で
き
あ
が
る14

。

斎
藤
が
『
母
は
娘
の
人
生
を
支
配
す
る
』
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
要
素

４－２



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

は
「
母
娘
物
語
」
に
お
け
る
母
娘
関
係
を
成
し
て
い
る
。
母
娘
間
の
確
執
に
焦
点
を
当
て
た
他
の
小

説
と
同
様
に
、
角
田
光
代
の
作
品
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
要
素
が
確
認
で
き
る
。
と
同
時
に
、
角
田

が
「
母
娘
物
語
」
に
新
し
い
特
徴
も
付
け
加
え
た
と
い
え
よ
う
。
一
般
的
に
「
母
娘
物
語
」
は
娘
の

視
点
か
ら
母
娘
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、『
空
中
庭
園
』（
二
〇
〇
二
年
）
や
『
マ
ザ
コ
ン
』

（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
母
の
視
点
も
入
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
娘
の
み
な
ら
ず
、
母
親
の
葛
藤
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
空
中
庭
園
』
に
お
い
て
郊
外
の
団
地
に
住
む
家
族
四
人
と
近
所
に
住
む
母

方
の
祖
母
、
闖
入
者
で
あ
る
ミ
ー
ナ
の
六
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
「
家
族
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
小
説
に
お
い
て
（
物
語
の
「
祖
母
」
と
「
母
」
に
当
た
る
）
母
と
娘
二
つ
の
観
点
か
ら
「
抑
圧
」「
献

身
」「
同
一
化
」
の
働
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
マ
ザ
コ
ン
』、
と
り
わ
け
「
パ
セ
リ
と
温
泉
」

と
「
ふ
た
り
暮
ら
し
」
に
お
い
て
、
斎
藤
が
述
べ
て
い
る
「
母
の
言
葉
」
に
よ
る
抑
圧
と
「
一
卵
性

母
娘
」
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
反
省
、
あ
る
い
は
後
悔
す
る
母
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
斎
藤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
角
田
文
学
に
お
い
て
母
の
支
配
を
逃
れ
る
た
め
の
ヒ
ン

ト
も
書
か
れ
て
い
る
。『
マ
ザ
コ
ン
』
と
『
ロ
ッ
ク
母
』（
二
〇
〇
七
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
短
編

で
は
「
母
に
な
る
前
の
母
」（
「
初
恋
ツ
ア
ー
」
）、「
母
を
や
め
た
後
の
母
」（
「
雨
を
渡
る
」
）、「
母
で
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
母
」（
「
空
を
蹴
る
」「
鳥
を
運
ぶ
」「
ロ
ッ
ク
母
」
）
を
知
る
娘
た
ち
が
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
母
の
謎
」
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
娘
た
ち
は
母
を
「
一
人
の
不
完
全
な

女
」
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
り
、
母
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
方
法
を
知
る
の
で
あ
る15

。

以
上
の
よ
う
に
、
角
田
の
作
品
に
お
い
て
母
娘
の
確
執
が
単
純
な
対
立
の
形
を
取
ら
ず
、
母
に
よ

る
娘
の
支
配
を
描
き
つ
つ
、
そ
れ
に
伴
う
母
と
娘
の
そ
れ
ぞ
れ
の
葛
藤
や
後
悔
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
支
配
か
ら
の
解
放
の
可
能
性
も
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
関
し
て
は
、
母
の
圧
倒
的
な
存
在
感
と
対
照
的
に
、
父
が
弱
い
存
在

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
氏
貴
に
よ
る
と
、
角
田
が
描
く
父
親
は
も
は
や
乗
り
越
え
る
べ

き
山
で
は
な
く
、
煩
わ
し
い
存
在
で
あ
り
、
同
情
さ
え
招
く
み
す
ぼ
ら
し
い
人
物
で
あ
る16

。
ま
た
、

斎
藤
と
の
対
談
に
て
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
角
田
の
小
説
の
父
親
（
あ
る
い
は
男
性
登
場
人
物
）

は
、
責
任
を
取
ら
ず
に
逃
げ
て
し
ま
う
例
が
多
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
「
立
派
な
男
の
人
」
は
小
説

と
し
て
魅
力
を
感
じ
な
い
と
、
角
田
自
身
が
主
張
し
て
い
る17

。
ま
た
、
氏
は
小
説
に
登
場
す
る
父
親

の
薄
い
存
在
感
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

私
は
エ
ッ
セ
イ
な
ど
で
母
親
の
こ
と
を
よ
く
書
く
が
、
父
親
の
こ
と
は
滅
多
に
書
か
な
い
。

小
説
に
も
、
男
親
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
登
場
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私
自
身
が
父
親

を
よ
く
知
ら
な
い
か
ら
だ
。

父
は
私
が
十
七
の
秋
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
今
で
は
、
父
を
知
っ
て
い
る
時
間
よ
り
、
父
を
知

ら
な
い
時
間
の
ほ
う
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
く
ま
で
と
、
思
春

期
女
子
特
有
の
（
お
と
う
さ
ん
っ
て
な
ん
か
嫌
）
的
な
時
間
を
差
し
引
く
と
、
父
を
知
っ
て
い

る
時
間
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
っ
と
短
く
な
っ
て
し
ま
う18

。

上
記
の
理
由
か
ら
、
角
田
文
学
に
お
い
て
は
父
親
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
に
お
い

て
二
次
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
「
母
娘
物
語
」
の
代
表
的
な
要
素
だ
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
母
に
焦
点
を
当
て
る
小
説
を
書
き
始
め
る
前
に
、
角
田
は
父
娘
関
係
を
描
く
『
キ
ッ

ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
を
執
筆
し
た
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
母
親
が
二
次
的
な
役
割
を
果
た
し
て

お
り
、
男
親
ま
た
は
そ
の
娘
と
の
関
係
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
故
に
、
角
田
文
学
に
お
け
る
貴

重
な
例
外
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
浅
野
白
湯
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
幸
福
な
遊
戯
』（
一
九
九
一

年
）
や
『
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
・
ノ
ー
・
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
』（
一
九
九
七
年
、
改
題
『
ぼ
く
と
ネ
モ
号
と
彼

女
た
ち
』
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
ル
ー
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
小
説
」
に
お
い
て
角
田
は
「
疑
似
家
族
」

を
描
い
て
い
た
が
、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
で
は
「
血
縁
家
族
」
の
変
容
を
書
い
た19

。
よ
っ
て
、

こ
の
作
品
の
分
析
を
も
っ
て
、
普
段
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
角
田
文
学
に
お
け
る
「
日
本
の
近
代
家

族
」
の
解
体
と
新
た
な
「
家
族
」
の
有
り
様
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、 

た
の
も
し
そ
う
で
、
ど
こ
か
あ
わ
れ
な
父―

『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』

を
巡
っ
て

本
節
で
は
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
を
中
心
に
角
田
光
代
に
お
け
る
父
性
の
変
容
な
い
し
日

本
の
「
近
代
家
族
」
の
新
た
な
有
り
様
に
つ
い
て
論
じ
る
。『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
の
分
析

に
入
る
前
に
角
田
文
学
に
お
い
て
初
め
て
父
娘
関
係
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
小
説
『
ぼ
く
は

き
み
の
お
に
い
さ
ん
』
に
つ
い
て
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

坪
田
壌
治
文
学
賞
を
受
賞
し
た
『
ぼ
く
は
き
み
の
お
に
い
さ
ん
』（
一
九
九
六
年
）
は
、
書
き
下
ろ

し
の
児
童
文
学
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
の
〈
私
〉
藤
島
ア
ユ
コ
は
、
塾
の
帰
り
に
ひ
と
り
の
少
年
に

声
を
か
け
ら
れ
る
。
少
年
ト
オ
ル
は
ア
ユ
コ
の
兄
で
あ
る
こ
と
、
幼
い
頃
に
わ
か
れ
わ
か
れ
に
な
っ

た
こ
と
を
主
張
す
る
。
ア
ユ
コ
は
「
お
に
い
さ
ん
」
と
共
に
彼
ら
が
小
さ
か
っ
た
頃
育
っ
た
家
を
探

し
に
行
く
。
途
中
で
デ
パ
ー
ト
に
寄
り
、
偶
然
同
じ
デ
パ
ー
ト
で
時
間
を
潰
し
て
い
た
ア
ユ
コ
の
父

が
娘
を
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
な
が
ら
ア
ユ
コ
た
ち
を
目
的
地
ま
で
車
で
送
る
よ
う
申
し
出
る
。
し
か

し
、
到
着
す
る
の
は
ア
ユ
コ
の
父
の
仕
事
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ト
オ
ル
は
自
ら
嘘
を
つ
い
て
い
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日
本
現
代
文
学
は
新
た
な
父
性
を
告
げ
る

た
こ
と
を
認
め
、
ア
ユ
コ
も
お
じ
さ
ん
は
自
分
の
父
で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
も
お
互
い
に
知
ら
な
い
ふ

り
を
し
、
芝
居
し
て
い
た
こ
と
を
謝
罪
し
、「
あ
い
こ
」
で
物
語
の
幕
を
閉
じ
る
。

千
野
帽
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
『
ぼ
く
は
き
み
の
お
に
い
さ
ん
』
に
描
か
れ
て
い
る
娘
と
父

の
夏
休
み
と
い
う
設
定
は
二
年
後
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た20

。
娘
ハ
ル
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
は
娘
の
視
点
か
ら
父
が
描
写
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
娘
の
父
へ
の
態
度
の
変
更
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ぼ
く
は

き
み
の
お
に
い
さ
ん
』
に
お
い
て
も
同
様
な
分
析
が
で
き
よ
う
。
物
語
の
前
半
で
ア
ユ
コ
の
父
は
、

昼
間
に
リ
ビ
ン
グ
で
テ
レ
ビ
を
見
る
、
き
ち
ん
と
仕
事
し
な
い
だ
ら
し
な
い
父
親
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。
こ
の
格
好
悪
い
父
に
つ
い
て
ア
ユ
コ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
つ
も
新
聞
の
む
こ
う
に
い
る
し
、
帰
り
は
す
ご
く
お
そ
い
こ
と
が
多
く
て
、
お
と
う
さ
ん

と
私
は
あ
ん
ま
り
し
ゃ
べ
ら
な
い
。
昔
は
よ
く
い
っ
し
ょ
に
遊
び
に
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
話
を

し
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
つ
か
ら
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
覚
え
て
い
な
い
。
で
も
覚
え

て
い
な
い
く
ら
い
昔
か
ら
だ
。
お
父
さ
ん
は
い
つ
の
ま
に
新
聞
の
向
こ
う
に
い
た
し
、
新
聞
の

な
い
と
こ
ろ
で
目
が
合
う
と
ぎ
こ
ち
な
く
目
を
そ
ら
し
て
話
し
か
け
た
り
、
言
葉
を
ひ
ね
り
だ

す
よ
う
に
し
て
話
し
か
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
ふ
う
に
さ
れ
る
か
ら
な
お
の
こ

と
、
私
は
お
と
う
さ
ん
と
話
し
に
く
く
な
っ
た
の
だ
。

ア
ユ
コ
と
父
が
お
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
う
ま
く
取
れ
ず
、
隔
た
れ
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、「
父
」
と
「
娘
」
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
日
常
生
活
と
は
異
な
る
非
日
常
空
間

に
お
い
て
父
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ユ
コ
が
新
た
な
目
線
か
ら
父
を
観
察
す
る
よ
う
に
な

り
、
父
と
の
距
離
を
縮
め
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ユ
コ
は
し
ば
し
ば
父
に
彼
の
若
い
頃
の
旅
話
を
聞
か

さ
れ
て
き
た
が
、
自
分
が
生
ま
れ
る
前
の
話
に
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ト
オ
ル
と
共
に

父
の
車
に
乗
っ
た
短
い
非
日
常
の
中
、
一
時
的
な
「
疑
似
他
人
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ユ
コ
は

新
た
な
父
像
を
発
見
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
日
常
生
活
の
中
で
「
家
族
」
に
伴
う
固
定
概
念
に

と
ら
わ
れ
、
頼
も
し
い
父
親
を
求
め
て
い
た
娘
が
、
非
日
常
空
間
で
あ
る
「
旅
」
を
通
じ
て
偏
見
か

ら
解
放
さ
れ
、
父
と
新
た
な
関
係
を
築
き
は
じ
め
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
娘
と
父
の
夏
休
み
と
い
う
設
定
を
引
き
継
い
だ
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
お
い
て

は
角
田
が
ど
の
よ
う
な
父
娘
関
係
、
ま
た
「
近
代
家
族
」
の
姿
を
提
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

産
経
児
童
出
版
文
化
賞
フ
ジ
テ
レ
ビ
賞
、
路
傍
の
石
文
学
賞
を
受
賞
し
た
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ

ア
ー
』（
一
九
九
八
年
）
は
、
五
年
生
の
〈
私
〉
ハ
ル
が
別
居
中
の
父
に
「
誘
拐
」
さ
れ
る
物
語
で
あ

る
。
貧
乏
な
ア
ウ
ト
ド
ア
ラ
イ
フ
を
送
り
日
本
を
点
々
と
旅
を
し
な
が
ら
、
父
が
電
話
で
ハ
ル
の
母

と
交
渉
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
交
渉
の
内
容
も
、
ま
た
ハ
ル
が
誘
拐
さ
れ
た
理

由
も
、
最
後
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
物
語
の
核
心
は
「
誘
拐
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で

は
な
く
、
旅
を
通
じ
て
築
か
れ
る
父
娘
関
係
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節

で
は
父
娘
関
係
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
旅
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い

く
の
か
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

作
品
冒
頭
で
は
ハ
ル
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
べ
ら
べ
ら
し
ゃ
べ
っ
た
。
い
つ
も
そ
う
な
の
だ
。
緊
張
す
る
と
、
言
葉
が
ど
ん
ど
ん
の

ど
に
は
い
あ
が
っ
て
き
て
、
と
ま
ら
な
く
な
る
。
緊
張
し
て
い
る
の
は
、
お
と
う
さ
ん
に
会
う

の
が
す
ご
く
ひ
さ
し
ぶ
り
だ
か
ら
。

別
居
中
の
父
と
ハ
ル
が
会
う
機
会
は
あ
ま
り
な
く
、
彼
ら
の
関
係
は
「
緊
張
感
」
に
表
象
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
ル
も
父
も
互
い
に
ど
の
よ
う
に
接
す
れ
ば
い
い
か
わ
か
ら
ず
、
父
娘
間
に
お

け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
困
難
さ
が
沈
黙
で
は
な
く
、
と
り
と
め
の
な
い
話
と
い
う
形
を
取
っ

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
話
が
父
と
娘
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
い
く
。
し
か
し
、「
誘

拐
の
旅
」
を
通
じ
て
ハ
ル
と
父
は
お
互
い
に
理
解
し
あ
う
よ
う
に
な
り
、「
近
代
家
族
」
規
範
を
超

え
た
父
娘
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る
。

『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
お
け
る
「
近
代
家
族
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
解
体
す
る
過
程
を
理

解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
ハ
ル
が
抱
い
て
い
る
理
想
的
な
家
族
像
、
お
よ
び
現
実
の
家
族
像
に
注
目
し

た
い
。
作
品
の
冒
頭
で
は
、
ハ
ル
が
家
族
の
現
状
を
語
る
。
父
が
家
か
ら
い
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
叔
母
た
ち
や
祖
母
が
頻
繁
に
ハ
ル
の
家
を
訪
れ
る
よ

う
に
な
り
常
に
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
こ
と
。
父
と
一
緒
に
住
ん
で
い
た
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な

る
と
話
す
ハ
ル
は
、
家
族
の
現
状
に
対
し
て
大
き
な
不
満
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し

か
し
、
旅
で
出
会
っ
た
少
女
と
交
わ
す
言
葉
か
ら
、
ハ
ル
が
抱
い
て
い
る
「
理
想
的
な
家
族
像
」
が

現
状
と
遥
か
に
異
な
り
、
非
常
に
典
型
的
で
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
砂
浜
で
知
り

合
っ
た
少
女
が
「
両
親
、
仲
い
い
？
」
と
ハ
ル
に
問
い
か
け
る
と
き
、
ハ
ル
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
う
ん
、
仲
よ
し
だ
よ
。
い
っ
し
ょ
に
ビ
デ
オ
を
観
た
り
、
カ
ラ
オ
ケ
い
っ
た
り
食
事
に
い
っ

た
り
す
る
よ
、
私
を
置
い
て
。
休
み
の
日
な
ん
か
、
デ
ー
ト
す
る
も
ん
、
い
い
年
し
て
」（
中
略
）

「
き
ょ
う
だ
い
い
な
い
の
」

４－４
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第
一
八
巻　

二
〇
一
五
年

ち
ず
が
き
き
、
う
そ
つ
き
つ
い
で
に
も
っ
と
う
そ
を
つ
く
こ
と
に
し
た
。
こ
う
だ
っ
た
ら
い

い
な
、
と
つ
ね
づ
ね
考
え
て
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
う
。

「
お
ね
え
ち
ゃ
ん
が
一
人
い
る
よ
。
来
年
中
学
だ
か
ら
、
親
と
家
に
残
っ
て
、
き
っ
と
今
ご

ろ
勉
強
し
て
る
。
私
も
そ
の
中
学
に
い
き
た
い
ん
だ
。
私
勉
強
で
き
な
い
か
ら
無
理
か
も
し
れ

な
い
け
ど
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
に
教
え
て
も
ら
え
ば
な
ん
と
か
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
ね
え

ち
ゃ
ん
は
優
し
く
て
お
し
ゃ
れ
で
、
大
好
き
だ
か
ら
、
ず
っ
と
同
じ
学
校
に
通
い
た
い
の
」

 

ハ
ル
の
言
葉
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
彼
女
が
抱
い
て
い
る
家
族
像
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
ラ

ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
反
映
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
近
代
家
族
」
の
規
範
を
内
面
化
し
て
い
る
ハ
ル
は
ど
の
よ
う
に
父
を
見
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
ル
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
父
は
「
い
つ
も
ふ
ざ
け
て
い
る
」、「
か
っ
こ
う

悪
い
」、「
か
わ
い
そ
う
」
な
人
で
あ
る
。
無
職
で
あ
り
、
娘
を
誘
拐
す
る
が
、
お
金
も
十
分
に
も
た
ず
、

旅
中
に
無
料
で
泊
め
て
も
ら
う
宿
を
探
し
、
自
転
車
も
盗
む
、
絶
え
ず
娘
の
同
情
を
買
う
人
物
で
あ

る
。
作
中
で
は
こ
の
「
弱
い
父
親
」
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ス
ー
ザ
ン
・
ネ
イ
ピ
ア
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
日
本
文
学
に
お
い
て
父
親
は
し
だ
い

に
権
力
を
失
い
、「
無
力
で
、
役
に
立
た
な
い
お
か
し
な
よ
そ
者
」
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る21

。

内
田
の
指
摘
に
よ
る
と
、
家
父
長
制
の
解
体
に
よ
っ
て
母
親
は
決
定
力
を
握
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に

対
し
て
、
父
親
は
家
庭
内
で
二
次
的
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
文
学
に
登
場
す
る
「
弱
い
父
親
」
が

そ
れ
を
反
映
し
て
い
る22

。
ま
た
、
九
〇
年
代
初
期
か
ら
父
性
に
関
す
る
書
籍
が
出
版
さ
れ
始
め
る
な

か
で
、
母
親
の
中
心
的
役
割
の
危
険
性
を
訴
え
る
書
物
も
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
林
道
義

の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
父
性
の
復
権
』（
一
九
九
六
年
）
で
あ
る
。
非
常
に
保
守
的
な
考
え
方
を
表
す
本

書
で
は
、
林
が
父
は
「
価
値
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
」
を
果
た
し
て
お
り
、「
威
厳
の
あ
る
存

在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る23

。

『
父
性
の
復
権
』
が
出
版
さ
れ
た
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
は
「
無

力
な
父
親
」
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
林
が
求
め
る
威
厳
的
な
父
親
役
割
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
海
で
も
う
一
泊
を
過
ご
し
た
い
ハ
ル
と
次
の
場
所

へ
進
み
た
い
父
が
喧
嘩
す
る
際
に
、
父
が
「
主
導
権
は
お
れ
が
握
っ
て
い
る
」
と
主
張
し
、
権
力
的

な
父
を
演
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ル
が
服
従
す
る
ど
こ
ろ
か
、
復
讐
を
図
り
、
父
に
対
し
て
「
だ

れ
か
あ
あ
あ
あ
あ
あ
！　

た
す
け
て
え
え
え
！
」
と
叫
び
、
父
を
逮
捕
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
威
厳
の
あ
る
親
を
振
る
舞
っ
て
い
る
父
は
か
え
っ
て
滑
稽
な
存
在
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

蕭
伊
芬
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
お
い
て
は
、
父
と
娘
が
「
家

族
」
に
擬
態
し
、
そ
し
て
分
離
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る24

。
無
力
な
父
親
を
登
場
さ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
家
庭
内
に
お
け
る
役
割
の
虚
構
性
を
角
田
は
暴
露
し
、「
近
代
家
族
」
規
定
を
超
え
た

父
娘
間
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
逮
捕
さ
れ
て
い
た
父
が
釈
放
さ
れ
、
二
人
が
旅
を
続
け
る

中
で
、
父
の
態
度
は
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
。
次
の
引
用
箇
所
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
父
が

威
力
を
振
る
わ
な
く
な
り
、
自
分
の
欠
点
を
認
め
る
。
ま
た
、
ハ
ル
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
父
に
頼

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
父
と
協
力
す
る
よ
う
な
立
場
を
取
る
。

（
中
略
）
も
そ
も
そ
と
肉
を
食
べ
る
お
と
う
さ
ん
を
見
て
い
た
ら
気
の
毒
に
な
っ
て
、

「
お
い
し
い
ね
」

声
を
か
け
た
。
お
と
う
さ
ん
は
う
な
ず
い
て
か
ら
黙
り
こ
み
、
し
ば
ら
く
し
て
、

「
お
れ
は
だ
め
だ
な
あ
」

小
さ
く
つ
ぶ
や
い
た
。

「
私
、
早
く
火
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
よ
、
き
っ
と
コ
ツ
が
あ
る
ん
だ
よ
、
そ
れ
を
覚

え
る
よ
」
な
ぐ
さ
め
る
よ
う
に
私
は
言
っ
た
。「
そ
れ
か
ら
さ
、
ス
ー
パ
ー
で
買
い
物
す
る
と
き
、

ビ
ー
ル
は
い
い
の
？　

っ
て
、
き
い
て
あ
げ
る
よ
。
だ
か
ら
さ
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
」

日
常
生
活
に
お
い
て
「
近
代
家
族
」
規
範
が
定
め
て
い
る
父
像
に
伴
う
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
娘
と
話
す
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
父
が
、
非
日
常
的
な
空
間
で
あ
る
「
旅
」
を
通
じ
て
緊

張
が
と
け
、
自
分
の
弱
さ
を
認
め
る
こ
と
で
娘
と
信
頼
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る
。
貧
乏
な
旅
を
続

け
る
間
に
父
も
娘
も
「
近
代
家
族
」
に
お
け
る
役
割
か
ら
遠
ざ
か
り
、
父
娘
関
係
が
「
威
厳
的
な
父
」

と
「
従
順
す
る
娘
」
と
い
う
上
下
関
係
か
ら
、
同
行
者
と
し
て
の
協
力
に
基
づ
く
対
等
な
関
係
へ
変

化
し
て
い
く
。

角
田
は
自
分
の
中
の
父
親
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
た
の
も
し
そ
う
で
、
で
も
ど
こ
か
あ
わ
れ
」
で
あ
る

と
記
述
し
て
い
る25

。『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
お
い
て
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
父
に
反
映
さ
れ

て
い
る
。
格
好
悪
い
、
か
わ
い
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、「
誘
拐
旅
」
が
終
幕
に
近
づ
く
に
つ
れ
て

ハ
ル
と
の
別
れ
際
に
、
父
が
頼
も
し
い
姿
も
示
す
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
父
は
娘
に
価
値
観
を
押

し
付
け
、
ま
た
威
力
を
振
る
う
親
で
は
な
く
、
娘
と
相
互
信
頼
に
基
づ
く
対
等
な
関
係
を
築
く
親
に

な
っ
た
。
重
松
清
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
は
、「
父
親
と
娘
の
旅
を

取
材
に
し
て
、〈
ひ
と
〉
と
〈
ひ
と
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
綴
ら
れ
た
物
語
」
で
あ
り
、「
〈
ひ
と
〉
と
〈
ひ

と
〉
と
の
幸
福
な
関
係
こ
そ
が
、
本
書
の
キ
モ
」
で
あ
る26

。

父
が
弱
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
「
近
代
家
族
」
に
お
け
る
父
親
の
役
割
を
降
り
た
こ
と
で

４－５
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日
本
現
代
文
学
は
新
た
な
父
性
を
告
げ
る

ハ
ル
に
も
同
じ
よ
う
な
機
会
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
引
用
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
父
と
の
旅
を
経
て
、
ハ
ル
も
「
お
と
な
し
い
娘
」
の
役
割
か
ら
逸
脱
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

ガ
ラ
ス
に
映
っ
た
、
ど
の
子
供
よ
り
汚
ら
し
い
自
分
の
姿
を
私
は
、
な
か
な
か
い
い
じ
ゃ
ん
、

と
思
っ
た
。
た
と
え
お
か
あ
さ
ん
が
眉
間
に
何
本
し
わ
を
寄
せ
た
と
し
て
も
。
ガ
ラ
ス
の
中
か

ら
こ
っ
ち
を
見
て
い
る
子
供
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
ず
う
っ
と
だ
れ
か
と
い
っ
し
ょ
に
、

全
国
各
地
を
逃
げ
ま
わ
っ
て
き
た
、
た
の
も
し
く
か
っ
こ
う
い
い
子
供
に
見
え
る
。（
中
略
）

私
は
本
当
に
、
皮
一
枚
残
し
て
全
部
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
日
に
焼
け

て
い
な
い
私
だ
っ
た
ら
あ
ん
な
ふ
う
に
知
ら
な
い
男
の
子
に
話
し
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
何

か
話
し
か
け
ら
れ
て
も
恥
ず
か
し
く
て
わ
ざ
と
知
ら
ん
ぷ
り
し
た
り
し
た
だ
ろ
う
。

ま
た
、
旅
の
前
半
に
お
い
て
自
分
の
父
だ
と
思
わ
れ
た
く
な
い
ほ
ど
「
か
っ
こ
う
悪
い
」
と

考
え
て
い
た
ハ
ル
が
、
旅
の
最
後
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
そ
の
よ
う
な
父
を
肯
定
的
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

私
を
見
お
ろ
す
お
と
う
さ
ん
の
背
後
に
は
、
車
輪
の
ぴ
か
ぴ
か
光
る
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
自

転
車
が
あ
っ
た
。
き
っ
と
こ
の
人
は
、
私
が
い
な
か
っ
た
ら
、
な
ん
の
罪
悪
感
も
な
く
鍵
の
か

か
っ
て
い
な
い
自
転
車
を
拝
借
し
ち
ゃ
う
ん
だ
ろ
う
な
、
と
私
は
思
っ
た
。
本
当
の
こ
と
を
言

う
と
、
私
は
そ
う
思
う
こ
と
が
う
れ
し
か
っ
た
。
夏
休
み
が
は
じ
ま
る
前
だ
っ
た
ら
、
私
の
お

と
う
さ
ん
は
絶
対
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
人
じ
ゃ
な
い
、
と
言
い
き
れ
た
と
思
う
。
で
も
今
、

私
は
お
と
う
さ
ん
が
ど
ん
な
人
か
知
っ
て
い
る
し
、
そ
ん
な
こ
と
で
、
自
分
が
お
と
う
さ
ん
を

き
ら
い
に
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
「
娘
像
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
ハ
ル
は
父
の
欠
点
を
素
直
に

受
け
入
れ
、「
近
代
家
族
」
規
範
が
定
め
る
役
割
を
脱
し
た
新
た
な
父
娘
関
係
を
築
く
よ
う
に
な
る
。

ま
た
、
そ
の
関
係
は
血
縁
（
家
庭
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
旅
の
最
後
に
ハ
ル
は
自
転
車
に
乗
り
父
の
背
中
に
頬
を
く
っ
つ
け
な
が
ら
叔
母
の
ゆ
う
こ

ち
ゃ
ん
に
聞
か
さ
れ
た
言
葉
を
思
い
出
す
。

ど
う
し
て
母
親
と
か
き
ょ
う
だ
い
と
か
、
自
分
で
選
べ
な
い
ん
だ
ろ
う
っ
て
、
何
度
も
考
え

た
。
だ
っ
て
ず
っ
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
、
す
ご
く
大
事
な
も
の
な
の
に
、
そ
れ
だ
け
は
、
絶
対

に
選
べ
な
い
ん
だ
よ
。
友
達
は
選
べ
る
。
服
だ
っ
て
、
食
べ
物
だ
っ
て
、
学
校
だ
っ
て
、
な
ん

だ
っ
て
そ
の
気
に
な
れ
ば
自
分
で
選
べ
る
の
に
、
家
族
だ
け
は
選
べ
な
い
。
そ
れ
っ
て
ち
ょ
っ

と
、
ま
ち
が
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
っ
て
、
私
は
ず
っ
と
考
え
て
る
子
供
だ
っ
た
の
。（
中
略
）

ほ
か
の
す
ご
く
大
事
な
こ
と
を
選
べ
る
よ
う
に
な
る
と
、
選
べ
な
か
っ
た
こ
と
な
ん
か
ど
う
で

も
よ
く
な
っ
ち
ゃ
う
の
、
き
ら
い
な
ら
忘
れ
ち
ゃ
っ
て
も
い
い
ん
だ
し
、
好
き
な
ら
い
っ
し
ょ

に
い
て
も
い
い
ん
だ
し
。

ハ
ル
は
叔
母
の
言
葉
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
思
い
出
し
「
な
ん

と
な
く
、
い
い
気
分
に
な
っ
た
」
と
思
う
。
即
ち
、
旅
を
通
じ
て
ハ
ル
は
か
つ
て
抱
い
て
い
た
典

型
的
な
家
族
像
を
捨
て
、
父
と
血
縁
の
絆
を
超
え
た
信
頼
関
係
を
築
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
で
描
か
れ
て
い
る
「
家
族
」
は
、「
家
庭
を
親
密
な
、
こ
の
う

え
な
く
大
切
な
も
の
だ
」
と
い
う
規
範
に
基
づ
く
「
選
べ
な
い
家
族
」
か
ら
、「
ひ
と
」
と
「
ひ
と
」

と
の
間
の
対
等
な
関
係
か
ら
な
る
、
自
ら
選
ん
だ
「
家
族
」
へ
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め

我
々
は
無
意
識
に
「
近
代
家
族
」
規
範
を
内
面
化
し
、
固
定
し
た
家
庭
内
役
割
を
演
じ
な
が
ら
そ

の
規
範
を
反
映
す
る
「
家
族
」
を
期
待
し
て
い
る
。
家
族
を
支
え
る
た
め
に
一
生
懸
命
働
く
父
親
、

家
族
に
愛
情
を
注
ぎ
な
が
ら
家
庭
を
守
る
母
親
、
両
親
を
愛
す
る
子
供
た
ち
と
い
う
家
族
像
が
そ
の

規
範
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
家
族
像
は
、
実
は
歴

史
的
か
つ
文
化
的
な
生
産
物
に
過
ぎ
な
い
。「
近
代
家
族
」
像
に
対
し
て
違
和
感
を
感
じ
た
角
田
光

代
は
自
分
の
作
品
に
お
い
て
家
庭
に
お
け
る
演
技
を
暴
露
し
、
典
型
的
な
家
族
像
を
支
え
る
規
範
を

解
体
す
る
。

角
田
の
作
品
は
母
娘
関
係
を
軸
に
す
る
も
の
が
多
い
。
本
稿
の
冒
頭
で
挙
げ
た
「
母
娘
物
語
」
を

描
い
た
作
品
と
同
様
に
、
角
田
文
学
に
お
い
て
も
娘
を
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
母
が
登
場
す
る
。『
空

中
庭
園
』（
二
〇
〇
二
年
）
や
『
マ
ザ
コ
ン
』（
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
で
は
母
娘
間
に
お
け
る
葛
藤
を
描

き
な
が
ら
、
角
田
は
家
族
愛
の
規
範
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
。
ま
た
、『
対
岸
の
彼
女
』（
二
〇
〇
四

年
）
や
『
八
日
目
の
蝉
』（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、
育
児
本
能
や
母
性
本
能
を
討
論
に
付
し
、「
近
代

家
族
」
の
基
礎
的
な
要
素
で
あ
る
母
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
虚
構
性
を
明
か
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
関

し
て
は
、
母
の
圧
倒
的
な
存
在
感
と
対
照
的
に
、
父
は
弱
い
存
在
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

一
方
、
母
に
焦
点
を
当
て
る
小
説
を
書
き
始
め
る
前
に
角
田
が
執
筆
し
た
『
ぼ
く
は
き
み
の
お
に
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い
さ
ん
』（
一
九
九
六
年
）
と
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』（
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
父
娘
関
係
に

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
故
に
、
角
田
文
学
に
お
け
る
「
血
縁
家
族
」
の
変
容

を
論
じ
る
際
に
貴
重
な
例
外
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
作
品
の
分
析
を
も
っ
て
、
普
段
と
は
異
な

る
視
点
か
ら
角
田
文
学
に
お
け
る
「
日
本
の
近
代
家
族
」
の
解
体
と
新
た
な
「
家
族
」
の
有
り
様
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
作
品
に
お
い
て
、
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
娘
は
「
近
代
家
族
」
規
範
を
内
面
化

し
、
典
型
的
な
「
家
庭
」
を
求
め
、
権
威
を
持
つ
父
親
像
を
抱
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
「
家
族
」

の
固
定
概
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
娘
が
、
非
日
常
空
間
で
あ
る
「
旅
」
を
通
じ
て
偏
見
か
ら
解
放

さ
れ
、
新
た
な
目
で
父
を
見
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
に
お
い
て
「
近
代
家
族
」
規
範
が

定
め
て
い
る
父
像
に
伴
う
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
父
も
、
非
日
常
的
な
空
間
で
あ
る

「
旅
」
を
通
じ
て
緊
張
が
と
け
、
娘
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
旅

を
通
じ
て
、
父
た
る
も
の
は
威
厳
の
あ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
入
観
か
ら
父
も
娘

も
解
放
さ
れ
、
権
力
関
係
を
超
え
た
「
家
族
」
を
築
く
よ
う
に
な
る
。
そ
の
絆
は
血
縁
関
係
（
家
庭

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、「
ひ
と
」
と
「
ひ
と
」
と
の
間
に
存
在
す
る
対
等
な

人
間
関
係
に
基
づ
く
父
娘
関
係
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
角
田
光
代
は
『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
に
お
い
て
「
近
代
家
族
」、
ま
た
父
性
の
新

た
な
定
義
を
提
示
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
家
族
た
る
も
の
は
頼
も
し
い

一
家
の
大
黒
柱
で
あ
る
父
と
家
庭
に
あ
り
家
族
の
世
話
を
す
る
母
か
ら
成
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
角
田
文
学
に
お
い
て
父
親
は
「
権
力
を
も
っ
て
、
文
化
的
な
機
能
を
担
う
」
必
要
は
な
い
。「
近

代
家
族
」
規
範
に
伴
う
典
型
的
な
役
割
か
ら
解
放
さ
れ
、
娘
と
信
頼
関
係
を
築
け
る
父
、「
た
の
も

し
そ
う
で
、
ど
こ
か
あ
わ
れ
な
」
父
が
今
後
の
父
の
姿
と
い
え
よ
う
。

日
本
現
代
文
学
に
お
い
て
は
父
の
不
在
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
論
じ
た
よ
う

に
、
母
に
よ
る
娘
の
支
配
を
語
る
作
品
で
は
父
が
二
次
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

一
方
で
、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』
を
は
じ
め
、
柳
美
里
の
『
雨
と
夢
の
あ
と
に
』（
二
〇
〇
五
年
）

や
堀
江
敏
幸
の
『
な
ず
な
』（
二
〇
一
二
年
）
の
よ
う
に
父
に
焦
点
を
当
て
、
新
た
な
父
性
を
描
く
作

品
も
し
だ
い
に
登
場
し
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
こ
れ
ら
の
作
品
を
分
析
し
、
日
本
現
代
文
学

に
お
け
る
父
親
像
を
探
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
文
の
引
用
は
『
ぼ
く
は
き
み
の
お
に
い
さ
ん
』（
河
出
書
房
新
社
《
も
の
が
た
り
う
む
》
、

一
九
九
六
年
）、『
キ
ッ
ド
ナ
ッ
プ
・
ツ
ア
ー
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。
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Exploring Fatherhood within Contemporary Japanese Literature
An Analysis of Kakuta Mitsuyo's Literature

GUARINI  Letizia

Abstract

Motherhood, and the mother/ daughter relationship are recurrent themes in researches about 

Japanese literature.  On the other hand, not much has been said about fathers, to the extent that some 

critics have argued that the absence of the father could be considered the tendency of Japanese fiction 

in 2012, as well as a prophecy about the future of Japanese society.  However, are really fathers absent 

from contemporary literature? In this paper I will analyze the role of the father in Kakuta Mitsuyo's 

works, focusing in particular on Boku wa kimi no oniisan (1996) and Kiddonappu Tsuā (1998).  Kakuta 

Mitsuyo has been writing fiction centered on the family, focusing particularly on the mother-daughter 

relationship.  The novels examined in this paper, narrated from the daughter's point of view, focused 

instead on the father/ daughter relationship: thus, they give us the chance to analyze the “Japanese 

modern family” in Kakuta's works from a different perspective.  In this paper I will focus on the way 

these works reveal that the “collapse of patriarchy” has caused a change within the home, giving 

fathers and daughters the chance to build up a new relationship, and new definitions for the “modern 

Japanese family”.

Keywords: Japanese literature, Kakuta Mitsuyo, father, Boku wa kimi no oniisan, Kiddonappu Tsuā
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