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―
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
を
例
に

―

一
章　

本
論
文
の
目
的
と
構
成

　

本
論
文
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
学
際
的
、
重
層
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
描
か
れ
る
現
代
日
本
の
一
側
面
に
迫
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
言
語
学
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
・
文
学
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
研
究
領
域
の
手
法
を
用
い
て
日
本
の

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
分
析
す
る
。
分
析
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』（
二
〇
一
一
年
一
〇
～
一
二
月
放
送
、
日
本
テ
レ

ビ
）
で
あ
る
。

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
は
、
最
終
回
の
視
聴
率
が
四
〇
％
に
の
ぼ
る
と
い
う
驚
異
的
な
数
字
を
記
録
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
主
人
公
の
三み

田た

灯あ
か
りは
、
大
切
な
家
族
（
父
親
、
夫
と
息
子
）
を
失
っ
た
こ
と
で
心
を
閉
ざ
し
、
自
分
の
意
思
で
行
動
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
女
性



一
二
〇

で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
阿
須
田
家
（
妻
で
あ
り
母
親
で
あ
る
家
族
を
失
っ
て
い
る
）
で
家
政
婦
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。

阿
須
田
家
は
、
父
親
の
恵け
い

一い
ち

と
、
高
校
生
の
長
女
結ゆ
い

、
中
学
生
の
長
男
翔か
け
る
、
小
学
生
の
次
男
海か
い

斗と

、
幼
稚
園
児
の
次
女
希き

衣い

か
ら
な
る
。

ド
ラ
マ
で
は
、
家
族
の
間
に
芽
生
え
た
不
信
感
と
、
人
間
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
家
政
婦
三
田
灯
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
騒
動
が
描
か

れ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
最
終
的
に
阿
須
田
家
の
人
々
は
家
族
の
絆
を
、
灯
は
人
間
ら
し
さ
を
取
り
戻
し
て
い
く
。

　

本
論
文
で
は
、
言
語
的
側
面
を
林
が
（
二
章
）、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
よ
る
分
析
を
ゴ
ス
マ
ン
が
（
三
章
）、
作
品
と
同
時
代
と
の
関
係

の
考
察
を
宇
佐
美
が
（
四
章
）
担
当
す
る
。
多
角
的
な
分
析
・
検
証
に
基
づ
い
た
考
察
を
踏
ま
え
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
を
例
に
、
広
く
現

代
日
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
共
通
す
る
特
徴
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

な
お
、
本
論
文
は
、
第
一
四
回
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
者
会
議
「
パ
ネ
ル　

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
学
際
的
分
析
の
試
み　
『
家
政
婦

の
ミ
タ
』
を
例
に
」（
二
〇
一
四
年
八
月
二
八
日
発
表
、
於
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
大
学
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
）
に
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
章　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
言
語
的
側
面

　
　
　
　
―
発
話
に
よ
る
人
物
描
写
と
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
―

�

林　
　
　
　

明　
　
　

子

二
章
一
節　

二
人
の
家
政
婦
の
発
話
に
よ
る
人
物
描
写

　

本
章
で
は
、
ま
ず
、
発
話
に
よ
る
人
物
描
写
に
焦
点
を
当
て
る
。
ド
ラ
マ
に
は
、
三
田
灯
と
三
田
タ
ミ
と
い
う
二
人
の
同
姓
の
家
政
婦

が
登
場
す
る
。
主
人
公
の
三
田
灯
は
、
阿
須
田
家
の
人
々
が
、
厚
意
か
ら
と
は
い
え
灯
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
立
ち
入
っ
た
こ
と
か
ら
、
暇

を
も
ら
う
と
言
っ
て
家
政
婦
を
や
め
て
し
ま
う
。
そ
の
灯
に
対
し
て
、
家
族
は
再
び
家
政
婦
と
し
て
来
て
く
れ
る
よ
う
家
政
婦
紹
介
所
を

通
し
て
依
頼
す
る
。
家
族
全
員
で
灯
が
再
び
や
っ
て
く
る
の
を
待
っ
て
い
る
場
面
に
登
場
す
る
の
が
、
も
う
一
人
の
「
三
田
さ
ん
」、
三
田

タ
ミ
で
あ
る
。
灯
、
タ
ミ
と
も
玄
関
先
で
「
家
政
婦
の
三
田
で
す
。
晴
海
家
政
婦
紹
介
所
か
ら
参
り
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
自
己
紹
介
す

る
。
同
じ
台
詞
で
あ
る
が
、
実
際
の
発
話
の
印
象
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
伝
達
と
非
言
語
伝
達
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
二
人
は
全
く
同
じ
こ
と
ば
を
発
し
て
い
る
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
発
話
か
ら
受
け
る
印
象
は
非
言
語
伝
達
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
非
言
語
伝
達
は
、
大
き
く
身
体
言
語
と
周
辺
言
語
に
分
け
ら

れ
る
。
身
振
り
・
手
振
り
、
顔
の
表
情
な
ど
の
身
体
言
語
と
、
周
辺
言
語
に
あ
た
る
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ポ
ー
ズ
な
ど
の
韻
律
的
特
徴

に
分
け
て
、
分
析
を
進
め
る（

1
）。

　

ド
ラ
マ
は
、
主
人
公
三
田
灯
が
家
政
婦
と
し
て
初
め
て
阿
須
田
家
に
や
っ
て
く
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
野
球
帽
の
よ
う
な
グ
レ
ー
の
キ

ャ
ッ
プ
を
目
深
に
か
ぶ
り
、
グ
レ
ー
の
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
黒
い
パ
ン
ツ
、
黒
い
紐
靴
に
大
き
い
黒
い
鞄
と
い
う
出
で
立
ち
の
灯
が
、

ま
だ
薄
暗
い
早
朝
の
町
を
歩
い
て
い
る
。
画
面
に
は
ゴ
ミ
置
き
場
に
捨
て
ら
れ
た
壊
れ
た
人
形
が
映
し
出
さ
れ
、
カ
ラ
ス
の
声
が
響
く
。

午
前
七
時
き
っ
か
り
に
玄
関
の
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
し
、
前
述
の
台
詞
を
口
に
す
る
。
一
方
の
三
田
タ
ミ
は
、
青
色
の
ブ
ラ
ウ
ス
に
ピ
ン
ク

の
ス
カ
ー
フ
、
白
い
ベ
ス
ト
に
黒
っ
ぽ
い
ス
カ
ー
ト
、
白
い
ソ
ッ
ク
ス
を
身
に
着
け
て
い
る
。
両
手
を
胸
の
前
で
組
み
な
が
ら
、
に
こ
や

か
に
自
己
紹
介
を
す
る
。
服
装
、
顔
の
表
情
、
身
振
り
が
、
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
像
を
映
し
出
し
て
い
る
。

（
一
）
身
体
言
語
に
つ
い
て

　

三
田
灯
は
無
表
情
で
、
ま
ば
た
き
を
せ
ず
、
直
立
不
動
で
玄
関
の
ド
ア
の
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。
一
方
、
三
田
タ
ミ
は
玄
関
の
中
に

入
っ
て
来
て
、
笑
顔
で
み
ん
な
を
見
回
し
な
が
ら
話
を
す
る
。
日
本
語
を
母
語
と
す
る
二
〇
歳
前
後
の
大
学
生
二
六
人
に
当
該
場
面
を
見

せ
、
二
人
の
印
象
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
感
想
が
聞
か
れ
た
。
灯
は
、
服
装
も
男
の
よ
う
で
化
粧
気
が
な
く
女
ら
し
さ
が
感
じ

ら
れ
な
い
が
、
タ
ミ
は
女
性
ら
し
い
。
灯
は
無
表
情
で
暗
く
心
を
開
か
な
い
印
象
を
与
え
る
が
、
タ
ミ
は
明
る
く
親
し
み
や
す
く
家
政
婦

っ
ぽ
さ
を
感
じ
る
。
他
に
も
、
灯
は
礼
儀
を
わ
き
ま
え
て
い
る
が
、
タ
ミ
は
田
舎
染
み
て
ぶ
し
つ
け
だ
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
と
報
告
す

る
学
生
も
い
た
。

（
二
）
周
辺
言
語
の
役
割

　

自
己
紹
介
時
の
二
人
の
台
詞
を
発
話
と
し
て
文
字
起
こ
し
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
文
字
起
こ
し
中
、
ｈ
は
呼
気
を
、

←
は
上
昇
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
︿
ｐ
﹀
は
短
い
無
音
ポ
ー
ズ
を
指
す
。



一
二
二

灯
「
家
政
婦
の
三
田
で
す
。
晴
海
家
政
婦
紹
介
所
か
ら
ま
い
り
ま
し
た
。」�

（
第
一
話
）

タ
ミ
「
あ
ｈ
、
家
政
婦
の
三
田
で
す
ー
。
晴
海
←
︿
ｐ
﹀
家
政
婦
紹
介
所
か
ら
ま
い
り
ま
し
た
ー
。」�

（
第
九
話
）

　

日
常
会
話
の
中
で
は
、
タ
ミ
の
よ
う
に
「
あ
ｈ
」
と
話
し
始
め
た
り
、
文
末
を
伸
ば
し
た
り
、
短
い
ポ
ー
ズ
を
入
れ
た
り
す
る
方
が
自

然
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
灯
の
発
話
は
、
あ
ま
り
に
も
流
暢
で
あ
る
。
言
い
よ
ど
み
や
ポ
ー
ズ
を
全
く
含
ま
な
い
灯
と
、
発
話
の
途
中

で
切
っ
た
り
文
末
を
伸
ば
し
た
り
し
て
自
己
紹
介
を
す
る
タ
ミ
で
は
、
そ
の
話
し
方
に
よ
っ
て
与
え
る
印
象
が
大
き
く
異
な
る
。

　

次
に
業
務
開
始
時
の
タ
ミ
と
灯
の
発
話
の
特
徴
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
発
話
の
内
容
自
体
が
大
き
く
異
な
る
。
タ
ミ
は
白
い
エ
プ
ロ
ン

を
し
な
が
ら
、
居
間
で
子
ど
も
た
ち
に
愛
想
良
く
に
こ
に
こ
と
話
し
か
け
る
。

タ
ミ
「
ま
あ
ま
あ
、
す
て
き
な
お
子
さ
ん
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
。
前
に
お
世
話
し
て
た
お
宅
は
お
嬢
ち
ゃ
ん
と
お
坊
ち
ゃ
ん
と
2
人
だ

っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
ね
。
も
う
甘
や
か
さ
れ
て
て
ね
ぇ
。〔
笑
い
〕」�

（
第
九
話
）

　

タ
ミ
は
「
ま
あ
ま
あ
」
と
感
動
詞
を
用
い
て
話
し
始
め
、
初
対
面
の
子
ど
も
た
ち
に
「
す
て
き
な
お
子
さ
ん
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
」

と
お
世
辞
を
言
っ
た
り
、
以
前
の
勤
め
先
の
子
ど
も
た
ち
と
比
べ
る
よ
う
な
う
わ
さ
話
的
な
発
話
を
し
た
り
す
る
。
終
助
詞
「
ね
」
も
多

用
す
る
。「
ね
」
は
、
話
し
手
が
聞
き
手
（
こ
こ
で
は
、
阿
須
田
家
の
子
ど
も
た
ち
）
に
対
し
て
〈
協
応
的
態
度
〉
を
表
し
た
い
と
き
に
用

い
る
標
識
で
あ
り
、
仲
間
意
識
や
連
帯
感
を
表
現
し
て
、
発
話
に
丁
寧
さ
を
加
え
る
働
き
を
持
つ
（
神
尾　

一
九
九
〇
年
、
六
〇
～
七
八

頁
参
照
）。
一
方
の
灯
は
、「
何
か
ら
や
り
ま
し
ょ
う
か
、
旦
那
様
」「
い
え
の
中
を
拝
見
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
、
実
務
的
な
問
し
か

発
し
な
い
。
そ
し
て
、
て
き
ぱ
き
と
家
の
中
を
見
て
回
り
な
が
ら
発
す
る
次
の
発
話
は
、
実
質
的
で
媚
や
無
駄
が
無
い
。

灯
「
九
時
に
希
衣
さ
ん
を
幼
稚
園
に
お
送
り
し
た
ら
、
洗
濯
を
し
、
布
団
も
干
し
て
お
き
ま
す
。
風
呂
場
や
ト
イ
レ
に
は
カ
ビ
が
た
ま
っ

て
い
る
よ
う
な
の
で
、
き
れ
い
に
し
ま
す
。
柔
軟
剤
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
、
バ
タ
ー
、
ゴ
ミ
袋
、
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど
が
無
い
よ
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う
な
の
で
、
希
衣
さ
ん
を
三
時
に
お
迎
え
に
行
っ
て
か
ら
、
夕
食
の
買
い
出
し
を
す
る
と
き
に
買
っ
て
お
き
ま
す
。
こ
こ
の
電
球
は

換
え
て
お
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
お
へ
や
の
お
掃
除
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。」�

（
第
一
話
）

　

極
め
て
有
能
な
家
政
婦
と
も
言
え
る
が
、
反
面
、
共
感
に
つ
な
が
る
よ
う
な
他
者
へ
の
働
き
か
け
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
雇
い
主

の
阿
須
田
家
の
父
親
に
は
「
も
っ
と
家
政
婦
さ
ん
っ
ぽ
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
っ
て
い
た
も
ん
で
す
か
ら
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
タ
イ
プ
の
異
な
る
二
人
の
家
政
婦
を
登
場
さ
せ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
人
物
描
写
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
清
水
義

範
に
よ
れ
ば
、
小
説
の
会
話
の
場
合
、
小
説
用
に
再
構
成
さ
れ
た
虚
構
の
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
る
。
現
実
の
発
話
を
そ
の
ま
ま
文
字
起
こ

し
し
て
台
詞
と
す
る
の
で
は
な
い
。
約
束
ご
と
の
記
号
的
台
詞
を
用
い
て
、
老
人
は
「
わ
し
は
見
た
ん
じ
ゃ
よ
、
知
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
」

と
言
い
、
上
司
は
「
今
日
中
に
や
っ
と
い
て
く
れ
た
ま
え
」
と
部
下
に
仕
事
を
頼
む
。
記
号
的
台
詞
を
用
い
な
い
場
合
に
は
、
発
話
者
で

あ
る
人
物
を
主
人
公
に
し
て
、
そ
の
人
間
性
を
十
分
に
描
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
清
水　

二
〇
〇
三
年
、
三
五
～
三
七
頁
参
照
）。
金

水
敏
は
、
役
割
語
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
「
あ
る
特
定
の
言
葉
遣
い
（
語
彙
・
語
法
・
言
い
回
し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
）
を
聞
く
と

特
定
の
人
物
像
（
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
容
姿
、
風
貌
、
性
格
等
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
あ
る
い
は

あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
示
さ
れ
る
と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も
使
用
し
そ
う
な
言
葉
遣
い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ

の
言
葉
遣
い
を
「
役
割
語
」
と
呼
ぶ
」（
金
水　

二
〇
〇
三
年
、
二
〇
五
頁
）
と
し
て
い
る
。「
記
号
的
台
詞
」「
役
割
語
」
と
も
に
、
ド
ラ

マ
の
台
詞
に
通
じ
る
。

　

本
ド
ラ
マ
で
は
、
タ
ミ
が
家
政
婦
の
約
束
ご
と
の
記
号
的
台
詞
を
話
し
て
い
る
。
タ
ミ
は
灯
の
登
場
を
期
待
し
て
待
っ
て
い
る
阿
須
田

家
に
、
期
待
を
裏
切
る
よ
う
に
し
て
、
二
度
ほ
ど
、
ご
く
短
時
間
登
場
す
る
脇
役
に
す
ぎ
な
い
。
過
去
の
人
気
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
家
政
婦

は
見
た
』（
テ
レ
ビ
朝
日　

一
九
八
三
～
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
家
政
婦
像
」、
す
な
わ
ち
気
さ
く
で
お
し
ゃ
べ
り
で
好
奇

心
旺
盛
な
中
年
の
女
性
を
彷
彿
さ
せ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
方
の
灯
は
、
無
駄
口
を
き
か
ず
、
若
く
有
能

で
人
を
寄
せ
付
け
な
い
冷
た
さ
を
持
つ
人
物
と
し
て
、
全
く
異
な
る
印
象
を
与
え
る
。
そ
こ
に
は
期
待
を
逆
手
に
と
っ
た
意
外
性
が
あ
る
。

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
主
人
公
灯
と
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
家
政
婦
を
具
現
化
し
た
タ
ミ
は
対
極



一
二
四

を
成
す
。

　

主
人
公
「
三
田
灯
」
の
描
か
れ
方
の
理
由
は
、
ド
ラ
マ
の
中
で
徐
々
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
。
発
話
の
特
徴
の
変
化
は
、
同
時
に
、

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
登
場
人
物
間
の
関
係
の
変
化
を
も
映
し
出
す
（
二
節
三
、
四
で
詳
述
）。

二
章
二
節　

発
話
に
反
映
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

（
一
）
業
務
遂
行
の
決
ま
り
文
句
「
承
知
し
ま
し
た
」

　

ド
ラ
マ
で
は
、
三
田
灯
に
よ
る
「
そ
れ
は
、
業
務
命
令
で
す
か
」
と
い
う
確
認
の
発
話
と
、
決
ま
り
文
句
「
承
知
し
ま
し
た
」
が
繰
り

返
さ
れ
る
。
自
分
の
意
思
を
持
た
な
い
灯
は
、
業
務
命
令
と
位
置
づ
け
ら
れ
れ
ば
、
い
か
な
る
内
容
で
あ
っ
て
も
「
承
知
し
ま
し
た
」
と

命
令
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
最
た
る
例
は
、
阿
須
田
家
と
は
別
の
家
庭
の
雇
い
主
、
真
利
子
と
の
会
話
で
あ
る
。
真
利
子
は
夫
の

不
倫
に
激
高
し
て
い
る
。

真
利
子
「
三
田
。
お
願
い
が
あ
る
ん
だ
け
ど
。」

灯
「
は
い
。」

真
利
子
「
あ
し
た
、
う
ち
の
人
、
殺
し
て
く
れ
な
い
？
」

灯
「
そ
れ
は
、
業
務
命
令
で
し
ょ
う
か
。」

真
利
子
「
そ
う
よ
。」

灯
「
承
知
し
ま
し
た
。」�

（
第
九
話
）

　
「
承
知
し
ま
し
た
」
は
、
ド
ラ
マ
「
家
政
婦
の
ミ
タ
」
を
代
表
す
る
台
詞
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
流
行
し
た
。
ド
ラ
マ
終
盤
に
は
、
業
務

遂
行
の
宣
言
以
外
の
意
味
を
も
含
ん
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
阿
須
田
家
の
家
政
婦
と
し
て
最
後
の
業
務
に
つ
い
た
日
の
夕
食
の
場
面
（
最
終

話
）
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
や
ト
ラ
ブ
ル
を
経
て
、
家
族
の
絆
を
取
り
戻
し
た
阿
須
田
家
の
人
々
は
、
そ
れ
に
尽
力
し
た
家
政
婦
の
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灯
を
大
切
な
存
在
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
灯
は
、
そ
れ
ま
で
派
遣
先
の
家
族
と
食
卓
を
囲
む
こ
と
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
が
、
当
該
場

面
で
は
、
家
族
の
求
め
に
応
じ
て
初
め
て
共
に
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
。
家
政
婦
を
続
け
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
家
族
に
対
し
、
灯
は
、
家
政

婦
紹
介
所
の
移
転
に
伴
い
遠
方
に
引
っ
越
す
と
い
う
理
由
で
断
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、「
三
田
さ
ん
の
お
か
げ
で
生
き
る
勇
気
を
も
ら

え
た
か
ら
恩
返
し
み
た
い
な
こ
と
も
し
た
い
」
と
い
う
長
女
、
結
の
こ
と
ば
に
対
す
る
灯
の
返
答
で
あ
る
。

灯
「
そ
れ
は
も
う
十
分
で
す
。
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
、
少
し
で
す
が
光
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
、
死
ん
だ
夫
と
息
子

へ
の
思
い
は
一
生
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
人
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
十
字
架
は
一
生
背
負
っ
て
行
く
し
か
な
い
ん
で
す
。
で

も
、
こ
れ
か
ら
は
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
小
さ
な
灯
を
頼
り
に
家
政
婦
と
し
て
働
い
て
い
こ
う
と
思
い
ま

す
。
自
分
の
意
思
で
。」�

（
最
終
話
）

　

夫
と
息
子
の
死
後
、
笑
わ
ず
意
思
も
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
灯
が
、「
自
分
の
意
思
で
働
い
て
い
こ
う
と
思
う
」
と
明
言
し
、
気
持
ち
を

言
語
化
し
た
台
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
「
承
知
し
ま
し
た
」
を
異
な
る
含
意
と
と
も
に
繰
り
返
す
シ
ー
ン
が
続
く
。
微
笑
ん
だ
り
、
涙
ぐ
ん

だ
り
、
う
な
ず
い
た
り
す
る
非
言
語
行
動
も
伴
う
。
拒
絶
以
外
、
感
情
を
表
す
こ
と
の
無
か
っ
た
主
人
公
灯
が
見
せ
る
人
間
的
な
姿
で
あ

る
。
当
該
シ
ー
ン
は
、
ま
ず
父
親
恵
一
が
「
最
後
の
業
務
命
令
」
と
位
置
づ
け
た
発
話
に
始
ま
る
。

恵
一
（
父
親
）「
わ
か
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
や
め
る
と
言
う
な
ら
、
最
後
の
業
務
命
令
で
す
、
三
田
さ
ん
。」

灯
「
何
で
し
ょ
う
か
。」

恵
一
（
父
親
）「
笑
っ
て
下
さ
い
。
今
で
も
、
亡
く
な
っ
た
ご
主
人
と
息
子
さ
ん
の
た
め
に
笑
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
け

ど
、
そ
ん
な
こ
と
、
本
当
に
二
人
が
望
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
、
生
き
て
い
る
ん
で
す
。〔
中
略
〕
あ
な
た
は
ロ
ボ
ッ

ト
じ
ゃ
な
く
て
人
間
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
た
ち
の
た
め
に
、
い
や
、
亡
く
な
っ
た
ご
主
人
や
息
子
さ
ん
の
た
め
に
、
笑
っ
て

ほ
し
い
ん
で
す
。〔
中
略
〕
笑
っ
て
下
さ
い
、
三
田
さ
ん
。」
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灯
〔
目
を
閉
じ
て
か
ら
〕「
承
知
し
ま
し
た
。」〔
三
田
灯
、
微
笑
む
〕�

（
最
終
話
）

　

形
式
上
は
、
恵
一
（
父
親
）
の
「
笑
っ
て
下
さ
い
、
三
田
さ
ん
」
と
「
承
知
し
ま
し
た
」
も
、
命
令
に
対
し
て
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
表

明
す
る
発
話
の
応
答
ペ
ア
で
あ
る
。「
業
務
を
遂
行
し
ま
す
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
通
常
は
微
笑
む
と
い
う
行
為
は
業
務

に
当
た
ら
な
い
。
実
際
、
灯
の
微
笑
み
が
単
な
る
「
業
務
遂
行
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
続
く
家
族
と
の
や
り
取
り
の
中
で
明
ら
か

に
な
る
。

（
二
）
非
言
語
情
報
と
先
行
発
話
か
ら
読
み
取
る
「
承
知
し
ま
し
た
」
の
連
続
に
含
意
さ
れ
る
こ
と

　

前
述
の
発
話
に
続
き
、
家
族
の
先
行
発
話
に
対
し
て
、
灯
は
そ
の
後
、
一
〇
回
「
承
知
し
ま
し
た
」
と
い
う
回
答
を
繰
り
返
す
。
以
下
、

先
行
発
話
と
の
関
係
お
よ
び
非
言
語
情
報
を
手
が
か
り
に
発
話
に
含
意
さ
れ
る
意
味
（
発
語
内
行
為
）
を
考
え
て
い
く
。
表
一
に
は
、
連

続
す
る
「
承
知
し
ま
し
た
」
の
先
行
発
話
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
発
語
内
行
為
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
承
知
し
ま
し

た
」
を
言
い
換
え
る
と
ど
う
な
る
か
を
記
し
て
あ
る
。

　
「
業
務
命
令
」
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
父
親
の
「
笑
っ
て
下
さ
い
、
三
田
さ
ん
」
に
始
ま
っ
た
場
面
は
、
父
親
と
四
人
の
子
ど
も
た
ち
が
、

家
政
婦
と
し
て
他
の
家
庭
で
働
き
続
け
る
灯
に
助
言
・
忠
告
を
し
た
り
、
灯
に
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
子
ど
も
ら
し
い
希
望
を
述
べ

た
り
す
る
発
話
群
に
引
き
継
が
れ
る
。
阿
須
田
家
の
人
々
が
、
将
来
的
に
も
灯
の
力
に
な
り
た
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
、
灯
の
幸
せ
を
願

っ
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
灯
は
、
涙
ぐ
ん
だ
り
微
笑
ん
だ
り
し
な
が
ら
「
承
知
し
ま
し
た
」
を
繰
り
返
す
が
、
そ
の
含
意
す
る
と

こ
ろ
は
、
単
な
る
「
業
務
遂
行
」
宣
言
の
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
表
を
通
し
て
、
三
田
灯
の
変
化
が
観
察
で
き
る
。

（
三
）
阿
須
田
家
の
人
々
に
と
っ
て
の
灯
の
存
在
の
変
化
を
映
し
出
す
先
行
発
話
と
「
承
知
し
ま
し
た
」

　

表
一
に
ま
と
め
た
や
り
と
り
は
、
同
時
に
、
ド
ラ
マ
全
体
を
通
じ
て
、
阿
須
田
家
の
人
々
と
灯
の
関
係
の
変
化
を
段
階
的
に
映
し
出
す

も
の
で
も
あ
る
。
前
述
の
発
話
の
意
味
（
発
語
内
行
為
）
の
変
化
は
大
き
く
次
の
5
つ
に
区
分
で
き
る
（
表
二
参
照
）。
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表一　連続する「承知しました」に含意されること
発話者・先行発話・含意・発語内行為 三田灯の発話

父親恵一 （「どうしてもやめると言うなら、最後の業務命令で
す、三田さん。」「何でしょうか」）笑って下さい、三
田さん。

承知しました（1）

含意 業務を遂行します。
発語内行為（業務）命令する。 （業務）命令に従う。
父親恵一 三田さん、約束ですよ。これからは、どこの家に行

っても必ず自分の意思で動くって。
承知しました（2）

含意 自分の意思で動きます。
発語内行為 約束／命令の形で助言する。 助言を受け入れる。
長女結 言われたことは何でもやるとか言って、うちでやっ

たような危険なまねは絶対しないでね。
承知しました（3）

含意 もう危険なまねはしません。
発語内行為 禁止の形で助言する。 助言を受け入れる。
長男翔 おれ、おれ、三田さんの料理、食べたくなったら、

会いに行ってもいいかな。
承知しました（4）

含意 来てもいいですよ、どうぞ。
発語内行為 希望を述べ、許可を求める。 許可する。
次男海斗 おれ、私立行って、友だちいっぱい作ったら、また

花マルしてね。
承知しました（5）

含意 また花マルしてあげます。
発語内行為 依頼する。 承諾する。
次女希衣 希衣、強くなる。みんなを守れる強い子になる。だ

から、また会いに来てね。
承知しました（6）

含意 また会いに来ます。
発語内行為 依頼する。 承諾する。
長女結 わたしたちは、みんな感謝しきれないほど、三田さ

んに助けてもらったよ。だから、三田さんが困った
時は、わたしたちのこと頼ってね。

承知しました（7）

含意 そうします。
発語内行為 援助を申し出る。 申し出を受け入れる。
長男翔 おれ、三田さんに呼ばれたら何があっても真っ先に

駆けつけるから。
承知しました（8）

含意 待っています。
発語内行為 援助を申し出る。 申し出を受け入れる。
次男海斗 難しい問題とかあったら、おれが絶対解決するから。承知しました（9）

含意 お願いします。
発語内行為 援助を申し出る。 申し出を受け入れる。
父親恵一 三田さん、ほんとにありがとう。ぼくが家族を取り

戻せたのはあなたのおかげです。もう自分をあんま
り責めないで下さい。今度はあなたが幸せになる番
です。あなたが幸せにならなかったら、ぼくは承知
しませんからね。

承知しました（10）

含意 幸せになります。
発語内行為 希望する、願う。 受け入れ、約束する。
次女希衣 これからは、いっぱいいっぱい笑ってね、三田さん。承知しました（11）

含意 笑いましょう。
発語内行為 希望する。 受け入れ、約束する。
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Ⅰ
、「
命
令
す
る
」

　

ま
ず
、
父
親
の
「
最
後
の
業
務
命
令
で
す
〔
中
略
〕
笑
っ
て
下
さ
い
」
と
い

う
発
話
か
ら
始
ま
る
。
業
務
命
令
で
あ
る
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
言
語
上
、
明

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
灯
の
返
答
は
、
以
前
の
よ
う
に
冷
た
く
は
な

い
が
、
涙
ぐ
ん
だ
り
微
笑
ん
だ
り
し
な
が
ら
発
せ
ら
れ
る
そ
れ
以
後
の
「
承
知

し
ま
し
た
」
と
は
異
な
る
。

Ⅱ
、「
助
言
・
忠
告
す
る
」

　

次
に
続
く
の
は
、
灯
が
命
令
に
従
っ
て
、
笑
顔
を
見
せ
た
後
、
こ
れ
か
ら
も

家
政
婦
と
し
て
別
の
家
庭
で
働
き
続
け
る
灯
を
父
親
と
長
女
が
心
配
し
て
、
無

茶
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
助
言
す
る
発
話
群
で
あ
る
。
灯
は
助
言
を
受
け
入

れ
る
。

Ⅲ
、「
依
頼
す
る
」

　

三
つ
め
の
段
階
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
信
頼
し
心
を
通
わ
せ
、
時
に
母
親
代

わ
り
の
よ
う
な
家
政
婦
の
灯
に
、
子
ど
も
ら
し
い
お
ね
だ
り
を
す
る
。「
ま
た
料

理
が
食
べ
た
い
、
ま
た
花
マ
ル
が
ほ
し
い
、
ま
た
会
い
に
来
て
ほ
し
い
」
と
、

こ
れ
ま
で
灯
に
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
ま
た
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
を
希
望
と

し
て
述
べ
る
。

Ⅳ
、「
申
し
出
る
」

　

そ
の
子
ど
も
た
ち
が
、「
三
田
さ
ん
が
困
っ
た
と
き
」
を
想
定
し
な
が
ら
、
今

度
は
自
分
た
ち
が
灯
の
力
に
な
ろ
う
と
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
方
が
灯
に
対
す

る
援
助
を
申
し
出
る
の
が
四
つ
め
の
段
階
で
あ
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
、
放
っ
て

表二　�阿須田家の人々と灯の関係の変化を映し出す先行発話と「承知し
ました」

段階 先行発話 「承知しました」
I 業務命令として笑うことを要求する：「命

令する」
業務を遂行する

II 家政婦という職業を続ける灯に助言・忠
告する：「助言・忠告する」

助言・忠告を受け入
れる

III 子どもたちがそれぞれ自分の希望を述べ
て依頼する：「依頼する」

依頼（子どもたちの
おねだり）を受け入
れる

IV 子どもたちが灯に対して援助を申し出
る：「申し出る」

援助の申し出を受け
入れる

V 灯という一人の人間のこれからの人生に
幸を願う：「希望し、願う」

受け入れ、約束する

心
を
開
い
て
い
く
灯
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お
い
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
た
灯
だ
が
、
こ
こ
で
は
受
け
入
れ
る
。

Ⅴ
、「
希
望
し
、
願
う
」

　

そ
し
て
、
最
後
に
父
親
が
三
田
灯
と
い
う
一
人
の
人
間
の
幸
せ
を
願
い
、
次
女
の
発
話
「
こ
れ
か
ら
は
、
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
笑
っ
て

ね
、
三
田
さ
ん
。」
で
終
わ
る
。
灯
は
、
自
分
の
幸
を
願
う
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
、
笑
う
こ
と
（
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
）
を
約
束
す

る
。

図　阿須田家の人々にとっての灯の存在の変化

　

段
階
Ⅰ
と
そ
れ
以
降
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
Ⅰ
に
見
ら
れ
る
「
命
令
」
と
い

う
発
語
内
行
為
は
、
聞
き
手
の
行
為
を
強
制
的
に
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
Ⅱ
以
降
の

「
依
頼
」「
助
言
」「
忠
告
」
の
場
合
、
行
為
の
決
定
権
は
聞
き
手
に
あ
る
（
日
本
語
記
述
文

法
研
究
会　

二
〇
〇
九
年
、
二
九
〇
頁
参
照
）。
す
べ
て
に
対
す
る
答
え
「
承
知
し
ま
し

た
」
は
表
面
的
に
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
意
味
が
伝
え
ら
れ
る
。
灯
は
、
自
分

の
意
思
で
生
き
る
こ
と
を
決
め
て
お
り
、
家
族
の
厚
意
を
受
け
入
れ
て
次
第
に
心
を
開
い

て
い
く
様
子
が
映
し
出
さ
れ
る
。

　

以
上
の
や
り
と
り
を
も
と
に
、
阿
須
田
家
の
人
々
に
と
っ
て
の
灯
の
存
在
の
変
化
を
ま

と
め
た
の
が
、
上
の
図
で
あ
る
。
初
め
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
雇
っ
た
「
た
だ
の
家
政
婦
」

で
あ
っ
た
女
性
が
、
家
族
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
と
な
る
ま
で
の
ド
ラ
マ
全
体
の
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
が
集
約
さ
れ
た
場
面
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

（
四
）「
こ
と
ば
遊
び
」
に
映
し
出
さ
れ
る
家
族
に
と
っ
て
の
存
在

　
（
三
）で
言
及
し
た
段
階
Ⅳ
「
子
ど
も
た
ち
の
援
助
の
申
し
出
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
異

な
る
視
点
か
ら
分
析
し
て
み
よ
う
。
ド
ラ
マ
に
は
、
多
く
の
「
こ
と
ば
遊
び
」
が
用
い
ら



一
三
〇

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
名
前
を
取
り
上
げ
る
。
亡
く
な
っ
た
母
親
は
、
子
ど
も
た
ち
に
家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を

期
待
し
て
命
名
し
て
い
た
。
家
族
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
託
さ
れ
た
長
女
結ゆ
い

が
、
ま
ず
「
三
田
さ
ん
が
困
っ
た
時
は
、
わ
た
し
た
ち
の
こ

と
頼
っ
て
ね
」
と
切
り
出
す
。
家
族
が
困
難
に
陥
っ
た
時
、
駆
け
つ
け
る
よ
う
に
と
名
付
け
ら
れ
た
長
男
翔か
け
るは
、「
三
田
さ
ん
に
呼
ば
れ
た

ら
何
が
あ
っ
て
も
真
っ
先
に
駆
け
つ
け
る
」
こ
と
を
申
し
出
る
。
家
族
の
た
め
に
回
答
を
見
つ
け
る
役
割
を
担
う
次
男
海か
い

斗と

は
「
難
し
い

問
題
と
か
あ
っ
た
ら
、
お
れ
が
絶
対
解
決
す
る
」
と
約
束
す
る
。
場
面
を
締
め
く
く
る
の
は
、
家
族
の
た
め
に
幸
せ
の
扉
を
開
け
る
鍵

（key

）
と
な
る
こ
と
を
望
ま
れ
た
次
女
希き

い衣
の
発
話
、「
こ
れ
か
ら
は
、
い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
笑
っ
て
ね
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
「
家

族
で
は
な
い
が
家
族
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
」
と
な
っ
た
灯
の
た
め
に
、
自
分
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
様
子
が
観
察
さ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
お
礼
に
欲
し
い
も
の
を
問
わ
れ
て
、
灯
が
一
つ
だ
け
望
ん
だ
の
は
、
希
衣
が
拾
い
集
め
て
大
切
に
し
て
い
る
「
家
族
の
石
」

の
一
つ
、「
三
田
さ
ん
の
石
」
で
あ
っ
た
。
大
好
き
な
三
田
さ
ん
が
去
り
、
宝
物
の
「
三
田
さ
ん
の
石
」
ま
で
も
失
う
こ
と
を
拒
ん
だ
希
衣

で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
「
石
」
を
灯
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
。
自
分
の
意
思
で
家
政
婦
と
し
て
働
い
て
い
く
こ
と
を
決
心
し
、
阿
須
田

家
を
去
っ
た
灯
は
そ
の
「
石
」（
意
思
）
を
手
に
新
し
い
職
場
で
あ
る
家
庭
に
向
か
う
。
そ
し
て
、
ド
ラ
マ
冒
頭
を
思
わ
せ
る
玄
関
先
で
の

台
詞
「
晴
海
家
政
婦
紹
介
所
か
ら
ま
い
り
ま
し
た
。
家
政
婦
の
三
田
で
す
。」
で
ド
ラ
マ
は
終
わ
る
。

二
章
三
節　

本
章
の
ま
と
め

　

二
章
で
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
言
語
的
側
面
に
注
目
し
、「
家
政
婦
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
は
、
ほ
ど
遠
い
主

人
公
の
描
か
れ
方
を
概
観
し
て
き
た
。
ま
ず
、
主
人
公
と
そ
の
対
極
に
あ
る
登
場
人
物
を
比
較
し
、
非
言
語
行
動
と
発
話
の
韻
律
的
特
徴

か
ら
主
人
公
、
三
田
灯
の
ド
ラ
マ
開
始
当
初
の
人
物
描
写
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
、
発
話
に
反
映
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
明
ら
か

に
す
べ
く
、
主
人
公
の
決
ま
り
文
句
「
承
知
し
ま
し
た
」
が
発
せ
ら
れ
る
場
面
を
と
り
あ
げ
た
。「
承
知
し
ま
し
た
」
は
業
務
命
令
を
受
け

入
れ
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
発
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ラ
マ
終
盤
で
一
一
回
連
続
し
て
用
い
ら
れ
る
場
面
で
は
、

非
言
語
情
報
と
先
行
発
話
か
ら
含
意
さ
れ
る
意
味
の
変
遷
が
読
み
取
れ
た
。
そ
れ
は
、
阿
須
田
家
の
人
々
と
灯
の
間
の
人
間
関
係
の
変
化
、

双
方
に
と
っ
て
の
お
互
い
の
存
在
の
意
味
の
変
化
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
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ド
ラ
マ
は
、
言
語
情
報
の
み
な
ら
ず
映
像
や
バ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
等
を
も
含
む
非
言
語
情
報
に
よ
っ
て
多
角
的

に
構
成
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
二
章
は
、
そ
の
複
合
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
最
も
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
を
対
象
と
し
た
分

析
で
あ
っ
た
。
発
話
と
い
う
単
位
を
中
心
に
据
え
て
言
語
事
実
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
具
体
的
な
個
々
の
発
話
に
見
出
さ
れ
る
意
味
が
、

テ
ク
ス
ト
全
体
の
伏
線
と
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い
る
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
で
あ
り
、
発
信
す
る
情
報
は
、
文
字
言
語
で
実
現
さ
れ
る
小
説
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
と
は
異
な
る
。
と
は
い
え
、
言
語
が

発
信
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
無
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
客
観
的
記
述
を
心
が
け
る
言
語
分
析
か
ら
も
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
他
者

と
自
分
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
闇
の
中
に
再
び
灯
が
と
も
り
、
そ
れ
を
頼
り
に
一
歩
ず
つ
進
ん
で
行
こ
う
と
す
る
登
場
人
物

た
ち
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

＊
本
研
究
は
、
二
〇
一
三
～
一
四
年
度
中
央
大
学
特
定
課
題
研
究
費
（
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
言
語
変
種
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

三
章
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
よ
る
分
析

　
　
　
　

―「
妻
」
の
表
象
を
中
心
に
―

�

ヒ
ラ
リ
ア
・
ゴ
ス
マ
ン

三
章
一
節　

ド
ラ
マ
を
対
象
に
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
い
う
ド
ラ
マ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
も
、
極
め
て
興
味
深
い
特
徴
を
持
つ
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
女

性
学
で
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
恐
ら
く
村
松
泰
子
の
研
究
以
降
と
思
わ
れ
る
。
村
松
に
よ
る

一
九
七
〇
年
代
半
ば
の
分
析
結
果
に
よ
る
と
、
夜
の
時
間
帯
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
典
型
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
場
合
、「
頼

も
し
い
母
」
だ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
、
例
え
ば
職
場
な
ど
を
舞
台
と
す
る
ド
ラ
マ
で
は
、
常
に
辛
い
思
い
を
す
る
「
耐
え
る
女
」
が
描
か

れ
て
い
た
。
当
時
の
ド
ラ
マ
は
こ
う
し
て
「
女
性
の
幸
せ
は
家
庭
に
あ
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
反
復
し
て
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
村



一
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松　

一
九
七
九
年
、
一
四
四
頁
参
照
）。

　

と
こ
ろ
で
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
の
は
主
に
専
業
主
婦
、
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
岩
男
壽
美
子
の
数
量
分
析
に
よ
る
と
、

そ
の
登
場
比
率
は
一
九
七
七
年
は
二
一
％
、
一
九
九
四
年
に
は
一
四
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
（
岩
男　

二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
七
頁
）。
一

九
九
〇
年
代
前
半
の
連
続
ド
ラ
マ
の
夫
婦
の
描
写
を
分
析
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。「
専
業
主
婦
」
の
妻
た
ち

は
自
分
の
役
割
に
満
足
せ
ず
、
職
業
な
ど
の
形
で
自
己
実
現
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た　
（
ゴ
ス
マ
ン　

一
九
九
八
年
参
照
）。

働
き
始
め
る
専
業
主
婦
は
、
最
近
の
ド
ラ
マ
で
も
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
シ
ン
グ
ル
で
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
女
性
の
登
場
頻

度
も
高
く
な
っ
て
来
た
。
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト
は
二
〇
〇
八
年
に
話
題
に
な
っ
た
『A

round�

40�

注
文
の
多
い
オ
ン
ナ

た
ち
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
）
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
未
婚
化
・
晩
婚
化
の
現
象
を
分
析
し
、「
結

婚
」
と
「
幸
せ
」
が
ど
こ
ま
で
リ
ン
ク
す
る
か
考
察
し
た
（
岩
田
ワ
イ
ケ
ナ
ン
ト　

二
〇
一
三
年
参
照
）。

三
章
二
節　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
妻
た
ち

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
背
景
に
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
妻
た
ち
に
焦
点
を
当
て
て
作
品
を
論
じ
た
い
。『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
に
登
場
す
る

妻
た
ち
に
は
、
顕
著
な
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
全
員
が
、
結
婚
後
家
庭
に
入
り
、
主
婦
と
し
て
幸
せ
を
感
じ
て
い
た
と
描
写
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
専
業
主
婦
で
あ
る
妻
が
自
分
の
役
割
に
不
満
を
抱
き
、
そ
の
不
満
を
夫
に
も
ぶ
つ
け
る
と
い
う
、
特
に
九
〇
年
代
以
降
に
放
映

さ
れ
た
多
く
の
ド
ラ
マ
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

ま
た
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
に
登
場
す
る
妻
た
ち
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
は
、
全
員
が
、
夫
を
失
う
こ
と
で
不
幸
に
な
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
三
田
灯
が
家
政
婦
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
ド
ラ
マ
の
舞
台
と
な
る
阿
須
田
家
の
場
合
、
妻
は
夫
に
離
婚
を
求
め
ら
れ
る
。
妻
凪
子

は
「
あ
な
た
に
捨
て
ら
れ
る
な
ら
、
わ
た
し
は
死
に
ま
す
」（
第
二
話
）
と
い
う
遺
書
を
書
き
、
四
人
の
子
ど
も
を
残
し
て
近
く
の
川
で
自

殺
し
て
し
ま
う
。
隣
家
の
妻
真
利
子
の
場
合
も
、
夫
が
不
倫
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
一
家
心
中
を
図
ろ
う
と
す
る
が
果
た
せ
ず
、

夫
に
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
凪
子
と
真
利
子
と
い
う
二
人
の
女
性
は
、
夫
と
別
れ
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
と
し
て
子
ど
も
を
育
て
よ

う
と
は
考
え
な
い
。
夫
に
裏
切
ら
れ
た
ら
、
も
う
生
き
て
い
く
力
の
な
い
自
立
し
て
い
な
い
女
性
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
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ド
ラ
マ
の
妻
た
ち
は
非
常
に
古
風
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

ド
ラ
マ
の
主
人
公
で
あ
る
三
田
灯
も
、
夫
と
幼
い
息
子
ま
で
失
う
が
、
彼
女
の
場
合
は
夫
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
愛
す
る
家
族

が
殺
さ
れ
、
そ
の
責
任
を
感
じ
て
い
る
。
夫
と
息
子
を
失
っ
た
ト
ラ
ウ
マ
で
、
自
分
も
何
度
も
死
の
う
と
す
る
が
死
に
切
れ
ず
、
今
で
は
、

感
情
を
見
せ
ず
笑
わ
な
い
非
人
間
的
で
不
気
味
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

　

阿
須
田
家
の
長
女
、
一
七
歳
の
結
で
さ
え
、
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
に
裏
切
ら
れ
て
死
に
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

若
い
世
代
に
属
す
る
結
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
三
人
の
妻
た
ち
と
違
い
、
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
の
父
親
に
対
す
る
態

度
も
、
受
け
身
的
だ
っ
た
母
親
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
父
親
の
不
倫
が
原
因
で
母
親
が
自
殺
し
た
と
知
り
、
最
初
は
兄
弟
を
連
れ
て
家

出
す
る
。
四
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、
祖
父
の
と
こ
ろ
に
一
時
滞
在
す
る
が
、
結
局
ま
た
家
に
戻
る
。
長
女
は
父
親
に
、
自
分
た
ち
は
何
も

悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
で
、
家
を
出
る
必
要
が
な
い
と
強
く
主
張
す
る
。
さ
ら
に
「
弟
た
ち
と
妹
の
こ
と
は
私
が
面
倒
を
見
る
か
ら
」

（
第
四
話
）
と
通
告
し
父
親
を
追
放
す
る
。
こ
う
し
た
行
動
は
、
自
分
の
母
親
に
は
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
、
長
女
が
代
わ
っ
て
遂
行
す
る

も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
態
度
を
、
長
女
結
よ
り
上
の
世
代
の
女
性
た
ち
は
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
死
ぬ
こ
と
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
よ

う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
た
ち
妻
は
皆
、
完
全
に
男
性
（
夫
）
に
依
存
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
夫
が
自
分
か

ら
離
れ
て
行
く
と
、
も
う
生
存
そ
の
も
の
が
出
来
な
い
。
そ
こ
に
は
、
妻
の
座
に
し
か
居
場
所
が
見
出
せ
な
い
女
性
の
生
き
方
が
、
ど
れ

ほ
ど
脆
い
か
が
透
け
て
見
え
る
。
と
は
い
え
、
果
た
し
て
視
聴
者
が
ど
の
程
度
自
覚
的
に
こ
の
要
素
を
看
取
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は

疑
問
が
残
る
。
ド
ラ
マ
を
放
映
し
た
日
本
テ
レ
ビ
の
番
組
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
示
板
、
あ
る
い
は
ド
ラ
マ
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
に
つ
い
て

の
意
見
や
コ
メ
ン
ト
が
書
か
れ
た
雑
誌
記
事
等
を
検
証
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
管
見
の
範
囲
で
は
あ
る
が
、
こ
の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も

の
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

三
田
灯
の
背
景
設
定
に
つ
い
て
、
悲
劇
が
起
き
、
ト
ラ
ウ
マ
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
出
来
る
と
し
て
も
、
何
故
、
阿
須
田
家
と

そ
の
隣
の
家
の
母
親
た
ち
が
、
夫
を
失
う
と
死
ぬ
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ド
ラ
マ
で
は
全
く
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
ま
ま
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
は
、
母
親
で
あ
る
よ
り
も
、
夫
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
「
妻
」
で
あ
る
こ
と
に



一
三
四

あ
る
。
そ
の
た
め
、
以
前
の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
で
は
典
型
的
だ
っ
た
「
頼
も
し
い
母
」
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
だ
け
は
確
実
に
言
え
る
だ
ろ

う
。

三
章
三
節　

家
政
婦
の
「
三
田
灯
」
の
過
去
に
つ
い
て
の
告
白

　

ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
が
、
母
親
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
夫
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
三
田
灯
の
過
去
の
告
白

か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。

「
近
所
の
川
で
溺
れ
そ
う
に
な
っ
た
私
を
救
お
う
と
し
て
、
大
好
き
だ
っ
た
父
が
死
に
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
母
は
心
の
ど
こ
か
で
、

最
愛
の
夫
を
殺
し
た
娘
を
憎
し
み
、
避
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。〔
中
略
〕
再
婚
し
、
子
供
を
つ
く
る
と
、
弟
の
こ
と
ば
か
り
可
愛

が
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
義
理
の
父
が
私
に
色
目
を
使
う
よ
う
に
な
る
と
、
母
は
ま
す
ま
す
私
を
憎
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。『
お

前
の
そ
の
笑
顔
が
悪
い
ん
だ
。
そ
の
笑
顔
が
、
ま
わ
り
の
者
を
不
幸
に
す
る
』
と
、
何
度
も
何
度
も
責
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も

当
時
、
う
ち
の
家
政
婦
を
や
っ
て
い
た
所
長
さ
ん
に
励
ま
さ
れ
、
私
は
懸
命
に
笑
顔
を
作
り
ま
し
た
。
い
つ
か
こ
ん
な
自
分
を
愛
し

て
く
れ
る
人
に
巡
り
会
え
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
主
人
と
出
会
い
ま
し
た
。
彼
に
そ
っ
く
り
の
男
の
子
も
で
き
ま
し
た
。

私
の
こ
し
ら
え
た
料
理
を
『
お
い
し
い
お
い
し
い
』
と
食
べ
て
く
れ
る
二
人
を
見
て
い
る
だ
け
で
、
他
に
は
な
に
も
い
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
毎
日
毎
日
が
幸
せ
で
、
心
か
ら
笑
っ
て
過
ご
し
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
弟
が
家
に
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
を
『
愛
し

て
い
る
』
と
言
い
出
し
、
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。〔
中
略
〕『
二
度
と
こ
な
い
で
く
れ
と
主
人
に
責
め
ら
れ
た
弟
は
逆
上

し
、『
俺
を
誘
惑
し
た
お
前
が
悪
い
ん
だ
』
と
私
た
ち
の
家
に
火
を
つ
け
ま
し
た
〔
中
略
〕。
私
は
火
の
中
に
飛
び
込
も
う
と
し
ま
し

た
。
で
も
、
消
防
の
人
に
止
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
が
こ
の
世
で
一
番
大
切
だ
っ
た
、
主
人
と
息
子
は
死
に
ま
し
た
。
そ
ん
な
私
を
あ

ざ
笑
う
か
の
よ
う
に
、
弟
が
自
ら
命
を
絶
ち
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
母
や
、
主
人
の
両
親
は
、『
お
前
が
悪
い
』『
お
前
の
そ
の
笑
顔
が
、

結
局
周
り
の
者
を
不
幸
に
す
る
』
と
。『
も
う
謝
ら
な
く
て
い
い
。
何
も
し
な
く
て
い
い
。
た
だ
も
う
、
死
ぬ
ま
で
二
度
と
笑
う
な
』

と
。
こ
う
し
て
、
私
の
人
生
か
ら
、
光
が
、
希
望
が
、
夢
が
、
愛
が
、
喜
び
が
、
幸
福
が
、
未
来
が
消
え
ま
し
た
。』�

（
第
八
話
）
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三
田
灯
は
こ
こ
で
夫
の
両
親
（
義
父
母
）
に
、
も
う
二
度
と
笑
う
な
と
言
わ
れ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
シ
ー
ン
は
、
ド
ラ
マ
の
中

の
回
想
の
映
像
で
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
姑
が
嫁
に
笑
う
こ
と
を
禁
じ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
究
極
の
嫁
い
び
り
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
田
灯
は
、
悪
女
と
し
て
登
場
す
る
女
性
た
ち
、
実
母
と
姑
に
よ
っ
て
、
本
当
は
被
害
者
で
あ
る
は
ず
な
の
に
加
害
者
に
仕
立
て
上
げ
ら

れ
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
て
来
た
の
だ
。
こ
の
告
白
に
よ
っ
て
視
聴
者
は
遂
に
、
三
田
灯
が
何
故
人
間
ら
し
さ
を
失
っ
た
か
を
、
理

解
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
章
四
節　

両
性
具
有
者
と
し
て
の
家
政
婦
ミ
タ

　

職
場
で
、
女
性
的
と
は
見
做
さ
れ
な
い
態
度
を
見
せ
る
こ
と
で
周
り
を
驚
か
せ
る
女
主
人
公
が
登
場
す
る
ド
ラ
マ
は
、
特
に
二
一
世
紀

に
入
っ
た
あ
た
り
か
ら
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
派
遣
社
員
が
主
人
公
の
『
ハ
ケ
ン
の
品
格
』（
日
本
テ
レ
ビ　

二
〇
〇
七
年
）
や
、

キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
で
あ
る
主
人
公
が
会
社
で
「
サ
イ
ボ
ー
グ
」、「
こ
け
し
」
な
ど
と
渾
名
さ
れ
る
『
君
は
ペ
ッ
ト
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ　

二
〇
〇

三
年
）
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
主
人
公
た
ち
は
職
場
で
男
性
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
感
情
を
抑
え
て
い
る
が
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

で
は
違
う
顔
を
見
せ
る
（Gössm

ann

、
二
〇
一
六
年
参
照
）。
し
か
し
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
で
は
、
三
田
灯
に
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
世
界

が
全
く
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
分
の
意
思
で
は
な
く
命
令
に
従
う
の
み
、
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

ロ
ボ
ッ
ト
か
サ
イ
ボ
ー
グ
、
ま
た
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

　

三
田
灯
は
確
か
に
、
普
通
の
人
間
に
は
で
き
な
い
超
人
間
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
男
女
と
い
う
性
差
を
超
え
る
両
性
具
有

者
と
し
て
も
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
外
見
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ロ
ン
グ
ヘ
ア
で
あ
る
が
、
二
章
で
紹
介
し
た
大
学
生
の
感
想
に
も
見
ら
れ

た
よ
う
に
、
描
写
に
「
女
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
」。
毎
日
同
じ
灰
色
の
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
と
キ
ャ
ッ
プ
を
身
に
付
け
て
い
る
（
そ
れ

は
亡
く
な
っ
た
夫
と
息
子
の
形
見
で
あ
る
こ
と
が
、
ド
ラ
マ
の
後
半
で
明
ら
か
に
な
る
）。
色
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
、
全
く
着
て
い
な

い
。
い
つ
も
黒
い
ジ
ー
ン
ズ
で
、
勤
務
初
日
の
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
を
除
け
ば
、
常
に
紺
色
の
シ
ャ
ツ
、
エ
プ
ロ
ン
も
紺
色
で
、
横
の
線
が
何

本
か
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
彼
女
が
何
か
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
灯
は
、
こ
の
ド
ラ
マ
に
登
場
す
る
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六

も
う
一
人
の
家
政
婦
の
タ
ミ
や
『
家
政
婦
は
見
た
』
シ
リ
ー
ズ
の
主
人
公
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。

　

三
田
灯
の
、
所
謂
「
女
性
的
」
な
側
面
は
、
完
璧
に
家
事
を
こ
な
し
、
家
族
の
皆
が
喜
ぶ
美
味
し
い
食
事
を
作
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
単
な
る
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
で
き
な
い
が
、
生
身
の
女
性
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
も
換
言
可
能
な
、
家
族
構
成
員
（
子
ど
も
た
ち
）
へ
の

様
々
な
気
遣
い
を
も
見
せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
家
族
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
そ
の
再
生
に
貢
献
さ
え
す
る
。
加
え
て
魔
法
使
い
的
な
要
素

も
備
え
て
お
り
、
家
族
が
必
要
と
す
る
も
の
を
全
て
、
自
分
の
大
き
な
鞄
か
ら
取
り
出
し
て
見
せ
る
。
そ
の
た
め
、
家
族
の
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
は
、
メ
ア
リ
ー
・
ポ
ピ
ン
ズ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
は
最
終
回
で
、

男
性
で
あ
る
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
る
（「
三
田
」
は
「
サ
ン
タ
」
と
も
読
み
得
る
、
と
い
う
の
も
こ
の
ド
ラ
マ
に
多

く
見
ら
れ
る
こ
と
ば
遊
び
の
一
つ
で
あ
る
）。

　

灯
の
「
男
性
的
」
な
側
面
は
、
感
情
を
見
せ
ず
媚
び
る
こ
と
な
く
、
時
に
は
暴
力
的
に
さ
え
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

阿
須
田
家
の
次
男
に
「
命
じ
ら
れ
」、
い
じ
め
っ
子
の
同
級
生
を
本
当
に
殺
そ
う
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
り
、
灯
は
も
う
一
つ
の
特
質
と

し
て
の
恐
れ
の
対
象
と
し
て
描
写
さ
れ
る
。

　

通
常
、
女
性
的
・
男
性
的
と
別
々
に
描
写
さ
れ
る
も
の
を
、
ど
ち
ら
も
極
端
な
ま
で
に
発
揮
す
る
家
政
婦
が
三
田
灯
な
の
で
あ
る
。
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
「
女
性
的
」
な
家
政
婦
で
は
な
く
、
超
人
的
な
記
憶
力
と
体
力
を

持
ち
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
超
え
る
よ
う
な
存
在
が
、
何
故
、
阿
須
田
家
に
登
場
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
総
括
す
る
。

三
章
五
節　

本
章
の
ま
と
め

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
で
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
。
ド
ラ
マ
の
舞
台
で

あ
る
阿
須
田
家
で
は
明
確
に
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
役
割
分
担
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
妻
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
家
族

は
崩
壊
の
危
機
に
直
面
す
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
役
割
分
担
そ
の
も
の
が
持
つ
問
題
が
明
示
的
に
な
る
。
大
学
卒
業
そ
こ
そ
こ
の
「
で
き
ち

ゃ
っ
た
婚
」
で
父
親
に
な
っ
た
阿
須
田
家
の
父
親
で
あ
る
恵
一
は
、
全
く
父
親
と
し
て
の
実
感
が
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
え
ば

い
い
の
か
戸
惑
い
続
け
、
絶
え
ず
灯
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
恵
一
は
お
そ
ら
く
、
ず
っ
と
妻
に
頼
っ
て
来
た
よ
う
に
、
今
度
は
家
政
婦
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に
家
族
の
全
て
を
任
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
に
恵
一
が
父
親
に
な
り
切
る
こ
と
に
成
功
す
る
ま
で
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

的
で
、
両
性
具
有
者
の
よ
う
な
灯
が
、
こ
の
家
族
に
あ
っ
て
は
、
母
親
と
父
親
の
役
割
を
両
方
と
も
補
う
と
い
う
羽
目
に
陥
る
。「
女
性

的
」
と
「
男
性
的
」
と
言
わ
れ
る
機
能
を
両
方
と
も
発
揮
す
る
家
政
婦
に
こ
そ
、
こ
の
家
族
を
救
う
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
脚

本
家
に
こ
の
よ
う
な
思
惑
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
家
族
を
保
つ
に
は
従
来
の
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
役
割
分
担

で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
超
え
、
家
族
全
員
が
貢
献
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
ド
ラ
マ

で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。

　

阿
須
田
家
の
父
親
を
演
じ
た
俳
優
、
長
谷
川
博
己
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
こ
の
「
父
親
に
な
り
き
れ
な
い
男
は
、
一
般
の
お
父
さ
ま
を

象
徴
し
て
い
る
」（『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ�Special

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
尚
更
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
で
描
か
れ
る

「
成
長
し
て
い
く
父
親
」
の
表
象
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

父
親
が
変
わ
っ
て
い
く
と
共
に
、
阿
須
田
家
の
子
ど
も
た
ち
の
態
度
に
も
多
少
の
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
長
女
の
結
は
「
も

う
逃
げ
た
く
な
い
ん
で
す
、
強
く
な
り
た
い
ん
で
す
」
と
宣
言
し
、
五
歳
の
次
女
（
末
っ
子
）
ま
で
「
み
ん
な
を
守
る
強
い
子
に
な
る
」

と
約
束
す
る
（
最
終
回
）。

　

ド
ラ
マ
が
始
ま
っ
た
時
点
で
、
息
子
た
ち
は
、
既
に
伝
統
的
性
役
割
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
家
事
と
家
庭
に
関
す
る
事

柄
を
す
べ
て
長
女
に
押
し
付
け
て
い
た
が
、
最
終
的
に
四
人
の
子
ど
も
た
ち
は
全
員
、
家
族
の
再
生
と
灯
の
立
ち
直
り
の
た
め
に
力
を
合

わ
せ
る
。
こ
こ
か
ら
、
若
い
世
代
に
は
男
女
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
自
由
に
な
る
見
込
み
が
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る

と
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
は
、
近
年
放
映
さ
れ
た
他
の
ド
ラ
マ
に
比
べ
る
と
、
驚
く
ほ
ど
伝
統
的

な
男
女
の
生
き
方
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
ド
ラ
マ
と
同
じ
く
、
最
終
回
で
四
〇
％
以
上
の
視
聴

率
を
獲
得
し
た
二
〇
一
三
年
の
ド
ラ
マ
『
半
沢
直
樹
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ　

二
〇
一
三
年
）
で
も
、「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン

描
写
に
終
始
し
て
い
る
。
妻
が
銀
行
員
の
夫
の
た
め
に
自
分
の
仕
事
に
関
す
る
夢
を
諦
め
、
内
助
の
功
で
彼
を
支
え
る
、
と
い
う
設
定
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
ハ
ケ
ン
の
品
格
』（
日
本
テ
レ
ビ　

二
〇
〇
七
年
）
の
主
人
公
の
篠
原
涼
子
や
本
ド
ラ



一
三
八

マ
の
主
役
の
松
嶋
菜
々
子
の
よ
う
な
女
優
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
際
し
、
自
ら
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
お
い
て
は
女
優
の
仕
事
と
育
児
を
う
ま

く
両
立
し
て
い
る
と
強
調
し
て
い
る
（LEE 

二
〇
一
二
年
、
八
〇
頁
、GRA

ZIA
�

二
〇
一
二
年
、
二
〇
頁
参
照
）。
そ
ん
な
時
代
で
あ
る

の
に
、
な
ぜ
、
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
の
中
に
は
妻
の
役
割
に
の
み
生
き
が
い
を
感
じ
る
女
性
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。

　

東
日
本
大
震
災
以
降
、
男
女
の
役
割
に
対
す
る
意
識
の
「
保
守
化
」
が
問
題
に
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
一
年
以
降
、
最
も
話
題
と
な
り
高

視
聴
率
を
上
げ
た
二
つ
の
ド
ラ
マ
に
お
い
て
、
図
ら
ず
も
従
来
の
型
に
嵌
っ
た
男
女
の
役
割
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
ジ

ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
が
発
生
し
て
い
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
章　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
東
日
本
大
震
災

�

宇　

佐　

美　
　
　
　

毅

四
章
一
節　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
放
送
時
期

　

二
〇
一
一
年
一
〇
～
一
二
月
期
に
放
送
さ
れ
た
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
は
、
平
均
視
聴
率
二
五
・
二
％
、
最
終
回
視
聴
率
四
〇
・
〇
％
（
ビ

デ
オ
リ
サ
ー
チ
社
、
関
東
地
区
）
と
い
う
驚
異
的
な
視
聴
率
を
あ
げ
、
一
種
の
社
会
現
象
と
も
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
マ
ス
コ
ミ
各
社

が
こ
の
現
象
を
取
り
上
げ
た
。
た
と
え
ば
、『
朝
日
新
聞
』（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
四
日
夕
刊
）
や
『
読
売
新
聞
』（
二
〇
一
一
年
一
二
月

二
四
日
夕
刊
）
の
よ
う
な
、
通
常
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
品
を
単
独
で
取
り
上
げ
る
こ
と
の
少
な
い
大
新
聞
も
こ
の
作
品
の
特
集
記
事
を
掲

載
し
た
。
そ
こ
で
は
、
桧
山
珠
美
「
母
親
層
に
共
感
広
が
る
」（『
朝
日
新
聞
』
同
上
）、
藤
田
真
文
「
家
族
の
反
応
が
現
実
的
」（『
朝
日
新

聞
』
同
上
）、
碓
井
広
義
「
話
題
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
よ
う
な
気
持
」（『
読
売
新
聞
』
同
上
）、
上
滝
徹
也
「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
へ
の
関

心
が
高
ま
っ
て
い
た
」（『
読
売
新
聞
』
同
上
）
な
ど
の
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
分
析
は
そ
れ
ぞ
れ
重

要
な
指
摘
で
あ
る
も
の
の
、
二
〇
一
一
年
末
と
い
う
時
期
に
放
送
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
含
め
て
、
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
本
論
は
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
い
う
作
品
が
社
会
現
象
化
し
た
要
因
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一

年
三
月
一
一
日
）
の
年
の
暮
れ
に
こ
の
作
品
が
放
送
さ
れ
た
と
い
う
時
期
の
問
題
が
実
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
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観
点
か
ら
作
品
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
章
二
節　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
高
視
聴
率
の
要
因

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
が
二
〇
一
一
年
に
放
送
さ
れ
た
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
外
の
年
に
放
送
さ
れ
た
と
し

て
も
、
こ
の
ド
ラ
マ
作
品
は
視
聴
者
か
ら
一
定
の
評
価
を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
松
嶋
菜
々
子
の
久
々
の
連
続
ド
ラ
マ
主
演

と
い
う
こ
と
や
、『
Ｇ
Ｔ
Ｏ
』『
女
王
の
教
室
』
な
ど
の
脚
本
家
・
遊
川
和
彦
の
作
品
で
あ
る
こ
と
も
、
視
聴
者
か
ら
一
定
の
関
心
を
ひ
い

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
市
原
悦
子
主
演
で
長
年
に
わ
た
っ
て
人
気
番
組
だ
っ
た
『
家
政
婦
は
見
た
』
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
タ
イ
ト
ル
の

ユ
ニ
ー
ク
だ
っ
た
こ
と
も
視
聴
者
の
関
心
を
集
め
た
要
因
に
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
番
組
の
初
回
を
見
て
も
ら
う
た
め
の
要

因
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
全
一
一
話
を
見
続
け
る
理
由
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
実
際
に
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
第
一
～
四
話
の
視
聴

率
は
一
八
～
一
九
％
台
で
あ
り
、
十
分
に
高
視
聴
率
で
は
あ
る
も
の
の
、
最
終
回
に
四
〇
％
を
記
録
す
る
作
品
に
な
る
と
は
、
こ
の
時
点

で
予
想
し
た
人
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
五
話
で
二
二
％
台
の
視
聴
率
を
と
り
、
そ
れ
以
降
視
聴
率
を
上
げ
て
い
っ
た
こ

と
か
ら
も
、
実
際
に
放
送
さ
れ
た
作
品
内
容
の
何
か
が
視
聴
者
に
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
何
が
視
聴
者
に
支
持
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
要
因
は
複
数
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
ミ
ス
テ
リ
ー
（
謎
解
き
）
的
要
素
が
後
半
の
展
開
に
関
す
る
期
待
を
生
み
、
後
半
に
し
た
が
っ
て
視
聴
率
を
上
げ

て
い
っ
た
と
い
う
要
因
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。

　

通
常
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
毎
週
一
回
約
一
時
間
の
放
送
を
繰
り
返
す
た
め
、
一
度
見
始
め
た
ら
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
最
後
ま
で
見
る
映

画
や
演
劇
に
比
べ
て
、
最
後
ま
で
視
聴
者
が
見
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
次
回
も
見
た
い
と
思
わ
せ

る
た
め
の
「
ミ
ス
テ
リ
ー
（
謎
解
き
）」
要
素
は
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
登
場
し
た
主
人
公
・

三
田
灯
（
松
嶋
菜
々
子
）
は
、
家
政
婦
と
し
て
は
完
璧
で
あ
る
も
の
の
、「
承
知
し
ま
し
た
」
だ
け
を
繰
り
返
す
不
気
味
な
人
物
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
と
い
う
主
人
公
像
に
関
す
る
「
謎
」、
こ
の
後
、
三
田
灯
と
阿
須
田
家
に
何
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
に
関
す
る
「
謎
」、
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
視
聴
者
に
何
を
見
せ
た
い
の
か
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
作
り
た
い
の



一
四
〇

か
、
と
い
う
制
作
意
図
に
関
す
る
「
謎
」
が
併
存
す
る
。
こ
う
し
た
「
謎
」
が
視
聴
者
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
、
次
第
に
見
る
人
が
増
え
て

い
っ
た
と
い
う
説
明
は
十
分
可
能
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
だ
け
の
要
因
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
品
は
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ミ
ス
テ
リ
ー
要
素
の

強
い
作
品
が
ど
れ
も
高
視
聴
率
を
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
驚
異
的
な
高
視
聴
率
を
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

も
う
一
度
、『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
各
回
視
聴
率
を
見
て
み
よ
う
。
第
一
～
四
話
が
一
八
～
一
九
％
台
、
第
五
～
七
話
が
二
二
～
二
三
％

台
。
そ
し
て
、
三
田
灯
の
過
去
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
第
八
～
一
〇
話
に
至
っ
て
二
七
～
二
九
％
台
を
記
録
し
、
最
終
回
の
四

〇
％
に
至
る
。
こ
の
数
字
の
変
化
は
、
単
に
謎
解
き
を
見
た
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
後
半
に
な
っ
て
三
田
灯
が
自
分
の
過
去
と

向
き
合
い
、
さ
ら
に
は
阿
須
田
家
の
人
び
と
と
交
流
す
る
こ
と
で
過
去
を
乗
り
越
え
、
表
情
と
人
間
性
を
取
り
戻
し
て
い
く
過
程
を
多
く

の
人
び
と
が
注
視
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
驚
異
的
な
視
聴
率
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
点
を
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

四
章
三
節　

三
田
灯
と
阿
須
田
家
の
共
通
性

　

こ
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
三
田
灯
は
な
ぜ
阿
須
田
家
で
だ
け
、
自
分
の
過
去
を
明
ら
か

に
し
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
で
あ
る
。
三
田
灯
は
プ
ロ
の
家
政
婦
で
あ
り
、
阿
須
田
家
に
来
る
ま
で
に
も
、
い
く
つ
も
の
家
庭

で
家
政
婦
と
し
て
の
仕
事
を
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
そ
の
ど
の
家
庭
で
も
過
去
を
打
ち
明
け
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
、
阿
須
田
家
に
来
た
と
き
に
も
、
表
情
も
な
く
、
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
た
だ
雇
い
主
か
ら
言
わ
れ
る
ま
ま
に
家
政
婦
の

仕
事
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ド
ラ
マ
の
展
開
が
示
す
よ
う
に
、
三
田
灯
が
阿
須
田
家
で
だ
け
そ
の
姿
勢
を
変
化
さ
せ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
阿
須
田
家
の

何
か
が
三
田
灯
の
か
た
く
な
な
気
持
ち
を
動
か
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
作
中
に
描
か
れ
て
い
る
阿
須
田
家
の
特
殊
な
事
情

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
特
殊
な
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
阿
須
田
家
が
妻
（
母
）
を
自
殺
に
よ
っ
て
失
っ
た
家
族
で
あ
る
と
い
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う
事
情
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
三
田
灯
と
阿
須
田
家
と
は
、
そ
の
境
遇
に
お
い
て
か
な
り
の
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
ド
ラ
マ
の
最
初
の
段
階
で
は
死
因

は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
阿
須
田
家
は
妻
（
母
）
を
自
殺
に
よ
っ
て
失
っ
て
い
る
し
、
三
田
灯
は
ド
ラ
マ
の
終
盤
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ

れ
る
よ
う
に
、
父
親
と
夫
と
子
ど
も
を
失
っ
て
い
る
。
阿
須
田
家
は
ま
だ
妻
（
母
）
の
死
か
ら
時
間
が
経
っ
て
お
ら
ず
、
三
田
灯
は
家
族

を
失
っ
て
年
月
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
と
も
そ
の
傷
か
ら
立
ち
直
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
も
共
通
性
を

持
っ
て
い
る
。

　

ド
ラ
マ
に
描
か
れ
て
い
る
家
族
を
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。
阿
須
田
家
と
は
、
現
在
は
父
・
阿
須
田
恵
一
、
長
女
・
結ゆ
い

、
長
男
・
翔か
け
る、
次

男
・
海か
い

斗と

、
次
女
・
希き

い衣
の
五
人
で
成
っ
て
い
る
。
恵
一
の
妻
・
凪
子
の
死
は
、
作
品
冒
頭
で
は
事
故
死
（
水
死
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、

第
一
回
末
に
お
い
て
、
恵
一
が
三
田
灯
に
対
し
て
、
妻
の
死
が
事
故
死
で
は
な
い
こ
と
を
打
ち
明
け
る
。
恵
一
と
凪
子
は
、
過
去
に
長
女

の
結
を
妊
娠
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
結
婚
し
た
も
の
の
、
恵
一
は
そ
の
結
婚
を
必
ず
し
も
喜
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
、
近
年
に
な
っ
て
恵
一
は
同
じ
会
社
に
勤
め
る
女
性
と
恋
愛
関
係
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
恵
一
が
凪
子
と
の
離
婚
を
切
り
出
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
直
後
に
凪
子
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
三
田
灯
の
場
合
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
身
内
の
死
を
経
験
し
て
い
る
。
ま
ず
は
子
ど
も
の
頃
に
溺
れ
か
け
た
灯
を
助
け
よ
う
と

し
た
父
親
が
あ
や
ま
っ
て
溺
死
し
、
そ
の
こ
と
で
灯
の
母
親
か
ら
「
お
前
の
せ
い
だ
」
と
責
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
大
人
に
な
っ
て
結
婚

し
、
長
男
が
生
ま
れ
て
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
も
の
の
、
灯
に
強
い
恋
愛
感
情
を
持
つ
異
父
弟
か
ら
逆
恨
み
さ
れ
、
家
に
放
火
さ
れ
た
結

果
、
夫
と
長
男
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
で
夫
の
母
親
か
ら
強
く
責
め
ら
れ
、「
も
う
二
度
と
笑
う
な
」
と
灯
は
言
い
渡
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
三
田
灯
が
大
切
な
家
族
の
死
に
責
任
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
自
身
が
強
い

罪
悪
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
父
親
が
溺
死
し
た
の
は
事
故
で
あ
り
、
夫
と
長
男
が
焼
死
し
た
こ
と
は
異
父
弟
の
放
火
に
よ
る
。

そ
の
き
っ
か
け
に
灯
が
い
た
と
し
て
も
、
客
観
的
に
見
れ
ば
彼
ら
の
死
が
灯
の
責
任
と
は
け
っ
し
て
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

実
の
母
親
に
も
夫
の
母
親
に
も
灯
は
責
め
ら
れ
、
自
分
の
せ
い
で
大
切
な
人
を
不
幸
に
す
る
か
ら
も
う
自
分
の
考
え
で
は
行
動
は
し
な
い
、
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と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

四
章
四
節　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」

　

三
田
灯
の
持
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
感
情
は
、「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
（
生
き
残
り
の
罪
障
感
）」
と
い
う
概
念
を
想
起
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
さ
ら
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
と
は
、
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
事
故
や
大
災
害
で
生
き
残
っ
た
人
に
起
こ
る
ト
ラ
ウ
マ
現
象
の
こ
と
を

い
う
。
単
な
る
恐
怖
の
感
情
で
は
な
く
、
自
分
に
そ
の
責
任
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
て
申
し
訳
な

い
」「
多
く
の
人
が
命
を
落
と
し
た
の
は
自
分
の
せ
い
だ
」
と
強
い
罪
悪
感
を
持
っ
て
自
分
を
責
め
て
し
ま
う
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
の
「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
と
い
う
概
念
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
を
積
極
的
に
提
唱
し
て
き
た
の

は
、
文
学
研
究
者
・
国
語
教
育
研
究
者
の
野
中
潤
で
あ
る
。
野
中
は
、
特
に
戦
後
の
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
小
説
教
材
に
こ
の
「
サ

バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
の
要
素
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
、
そ
こ
に
戦
後
の
日
本
人
の
「
多
く
の
犠
牲
の
上
に
自
分
た

ち
の
繁
栄
が
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
罪
障
感
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た（

2
）。

　

こ
う
し
た
「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
の
問
題
は
、
国
語
教
科
書
に
『
こ
こ
ろ
』
な
ど
の
作
品
の
採
択
が
急
激
に
進
ん
だ
戦
後
に
お

い
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
身
近
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
現
代
の
社
会

が
安
全
の
確
保
さ
れ
た
社
会
で
あ
り
、
突
然
身
近
な
人
に
死
な
れ
る
こ
と
の
な
い
は
ず
の
社
会
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
家
族
の
あ
り

か
た
が
核
家
族
化
し
、
死
が
身
近
に
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
家
族
的
な
以
前
の
家
族
形
態
で
あ
れ
ば
、
年
長
者
を
順
に
見
送
っ
て

い
く
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
が
、
核
家
族
化
し
、
安
全
の
確
保
さ
れ
た
社
会
に
生
き
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
は
、
死
が
ま
っ
た
く

身
近
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
身
近
な
人
の
死
か
ら
受
け
る
衝
撃
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
日
本
の
特
殊
事
情
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
日
本
が
毎
年
二
万
五
千
人
以
上
の
自
殺
者
を
出
し
続
け
て
い
る
た
い
へ
ん
な
「
自

殺
社
会
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
身
近
な
人
を
自
殺
に
よ
っ
て
失
う
こ
と
は
、
事
故
や
病
気
で
人
を
失
う
こ
と
に
比
べ
て
、「
自
分

が
何
か
し
て
い
れ
ば
助
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
」「
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
せ
い
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
」



一
四
三

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
学
際
的
分
析
の
試
み
（
宇
佐
美
）

と
い
う
強
い
後
悔
の
念
を
生
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
悔
の
念
が
罪
障
感
に
変
わ
る
こ
と
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。
今
の

日
本
に
生
き
て
い
る
人
び
と
に
は
、
自
殺
の
危
険
と
同
時
に
、「
自
殺
さ
れ
る
」
恐
怖
や
「
自
殺
さ
れ
た
」
罪
の
意
識
に
も
お
び
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
状
況
が
あ
る
。

四
章
五
節　

現
代
日
本
社
会
と
二
〇
一
一
年
の
意
味

　

こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
多
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

文
学
に
お
い
て
「
死
」（
特
に
自
殺
）
は
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
を
描
く
と
き
に
は
そ
の
人
物
の
心
情
を
詳
細
に
丁
寧
に
描
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
暗
黙
の
了
解
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
な
ど
が
そ
の
典
型
で
、
こ
の
国
民
的
小
説
と

も
言
え
る
小
説
作
品
は
、「
な
ぜ
自
分
は
自
殺
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
延
々
と
書
き
続
け
た
小
説
と
も
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対

応
す
る
現
代
文
学
は
村
上
春
樹
で
あ
ろ
う
。
彼
の
小
説
に
は
多
く
の
死
者
、
そ
れ
も
自
殺
者
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
人
々
の
気
持
ち
は
あ

ま
り
描
か
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
殺
者
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
人
間
の
気
持
ち
、
他
者
の
死
を
い
か
に
乗
り
越
え
る
か
の
方
に

は
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
て
作
品
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
吉
本
ば
な
な
や
江
國
香
織
と
い
っ
た
現
代
作
家
た
ち
に
も
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る（

3
）。

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
三
田
灯
は
、
夫
と
息
子
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
ま
さ
に
こ
の
罪
障
感
を
背
負
っ
て
い
る
人
間
で
あ
る
。

そ
の
罪
障
感
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
自
分
の
生
き
方
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
間
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
三
田
が
家
政
婦
と
し

て
勤
め
る
阿
須
田
家
も
ま
た
、
母
親
を
自
殺
に
よ
っ
て
失
っ
た
家
族
で
あ
り
、
そ
の
夫
と
子
ど
も
た
ち
は
、
妻
・
母
親
を
自
殺
で
失
っ
た

こ
と
の
傷
に
よ
っ
て
崩
壊
寸
前
に
な
っ
た
家
族
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
家
族
に
三
田
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
切
な
家
族
を
失
っ
た
者
同
士
が
共
鳴
し
あ
っ
て
傷
か
ら
立
ち
直
っ
て

い
く
。
一
一
回
か
ら
成
る
ド
ラ
マ
を
や
や
細
か
く
見
て
み
る
と
、
前
半
で
は
三
田
灯
の
異
様
さ
が
描
か
れ
る
の
と
同
時
に
、
家
族
一
人
一

人
の
問
題
が
描
か
れ
る
。
希
衣
が
「
お
母
さ
ん
に
会
い
た
い
」
と
駄
々
を
こ
ね
る
、
恵
一
の
会
社
で
の
不
倫
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
、
海

斗
が
周
囲
の
い
じ
め
に
あ
う
、
翔
が
母
親
の
死
の
真
相
を
知
っ
て
動
揺
す
る
、
結
が
家
族
の
状
況
に
嫌
気
が
さ
し
て
駆
け
落
ち
し
よ
う
と
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す
る
…
等
々
。
灯
は
そ
の
つ
ど
、
言
わ
れ
た
通
り
に
だ
け
行
動
す
る
家
政
婦
と
し
て
そ
れ
以
上
の
対
応
を
拒
む
が
、
本
来
は
家
政
婦
で
は

な
く
母
親
が
対
応
す
べ
き
課
題
に
何
度
も
直
面
す
る
。
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
ド
ラ
マ
の
後
半
の
回
で
は
少
し

ず
つ
三
田
灯
に
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
は
、
亡
く
な
っ
た
夫
と
子
ど
も
の
姿
を
幻
覚
と
し
て
見
る
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
阿
須
田
家
の
人
び
と
の
中
で
疑
似
的
な
母
親
役
を
何
度
も
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
中
で
、
三
田
灯
に

生
じ
た
変
化
な
の
で
あ
る
。

　

妻
・
母
を
失
っ
て
、
そ
の
役
割
を
三
田
灯
に
求
め
よ
う
と
す
る
阿
須
田
家
と
、
夫
と
子
ど
も
を
失
っ
た
後
の
心
の
空
洞
を
阿
須
田
家
の

人
び
と
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
よ
う
と
し
つ
つ
あ
る
三
田
灯
。
こ
の
よ
う
に
、
三
田
灯
と
阿
須
田
家
の
人
び
と
は
、
ど
ち
ら
も
身
近
で
大
切

な
人
を
失
っ
た
と
い
う
心
の
傷
を
共
有
す
る
が
故
に
共
感
し
あ
い
、
必
要
と
し
あ
い
、
や
が
て
そ
の
心
の
傷
を
少
し
ず
つ
癒
し
て
い
く
。

そ
の
姿
は
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曽
有
の
大
災
害
を
経
験
し
た
多
く
の
人
び
と
の
気
持
ち
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

当
時
の
人
び
と
は
、
実
際
に
身
近
な
家
族
や
友
人
を
震
災
で
失
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
大
災
害
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
多
く
の
人
び
と
が
、
自
分
の
責
任
で
あ
る
か
の
よ
う
に
自
分
を
責
め
、
自
分
の
過
ち
を
つ
ぐ
な
う
か
の
よ
う
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
や
そ
の
他
の
活
動
に
か
り
た
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
正
に
日
本
中
が
「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
の
ト
ラ
ウ
マ
現
象
を
共
有
す
る
か

の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
っ
た
の
が
、
二
〇
一
一
年
と
い
う
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
制
作
者
た
ち
が
、
そ
こ
ま
で
を
意
図
し
、
計
算
し
て
作
品
を
描
い
た
と
は
思
わ
な
い
。
脚
本
家
・
遊
川
和

彦
の
次
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
震
災
が
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
み
ん
な
ど
う
す
る
の
か
？　

死
者
に
対
し
て
僕
ら
は
心
の
折
り
合
い
を
つ
け
、
先
に
進
ま
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
そ
こ
で
、
説
得
力
を
持
つ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
自
分
た
ち
よ
り
も
遥
か
に
深
い
悲
し
み
と
喪
失
感
を
持
っ
て
い
る
三

田
が
必
要
だ
っ
た
」
と
三
田
灯
の
誕
生
秘
話
を
明
か
す
。「
心
が
折
れ
て
い
る
時
に
“
も
う
い
い
よ
、
辞
め
ち
ゃ
え
”
っ
て
言
わ
れ
た

方
が
楽
な
時
も
あ
る
で
し
ょ
？　

人
間
は
弱
い
か
ら
、
優
し
い
言
葉
は
疑
う
け
ど
、
冷
た
い
言
葉
は
す
ぐ
信
じ
ち
ゃ
う
。
で
も
、
そ

の
言
葉
を
言
う
資
格
が
あ
る
の
は
、
誰
よ
り
も
深
い
喪
失
感
を
背
負
っ
て
そ
れ
で
も
歩
い
て
き
た
人
間
だ
け
な
ん
で
す
」（

4
）。
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テ
レ
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ド
ラ
マ
学
際
的
分
析
の
試
み
（
宇
佐
美
）

　　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
東
日
本
大
震
災
後
に
放
送
さ
れ
る
ド
ラ
マ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
人
物
を
描
く
か
は
も
ち
ろ
ん
脚
本
家
や
制
作

者
た
ち
に
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、「
サ
バ
イ
バ
ー
ズ
・
ギ
ル
ト
」
の
説
明
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
な
、
現
代
日
本
の
あ
り
方
と
二
〇
一
一
年
の

意
味
と
い
う
点
に
関
し
て
ま
で
意
図
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
部
分
は
本
論
の
考
察
に
基
づ
い
た
意
味
づ
け
で
あ
り
、
ド
ラ
マ

を
見
た
人
た
ち
が
み
な
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、
戦
後
の
日
本
社
会
や
日
本
人
が
抱
え
て
き
た
課
題

と
、
そ
れ
が
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
後
に
特
に
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
い
う
ド
ラ
マ
が
受
け

取
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
が
驚
異
的
な
視
聴
率
を
あ
げ
て
社
会
現
象
と
な
っ
た
こ
と
が
説
明
で
き
る
。

　
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
の
成
功
の
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
病
、
現
代
人
の
苦
悩
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
現
代
社
会
の
課
題
を
と
ら
え
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
問
い
か
け
に
は
重
み
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
と
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
も
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
研
究
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
研
究
が
果
た
す
べ
き
重
要
な
役
割
な
の
で
あ
る
。

五
章　

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
学
際
的
分
析
の
意
義
（
総
括
）

　

本
論
文
で
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
～
一
二
月
に
日
本
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
を
共
通
の
分
析
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
、
言
語
学
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
・
文
学
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
研
究
領
域
の
手
法
を
用
い
て
考
察
し
て
き
た
。
二
章
で

は
、
言
語
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
、
作
品
（
テ
ク
ス
ト
世
界
）
の
中
で
描
か
れ
る
言
語
行
動
が
人
物
描
写
・
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
担
う
様

相
を
明
ら
か
に
し
た
。
三
章
で
は
、「
妻
」
の
表
象
を
中
心
に
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
史
的
変
遷
に
も
目
を
向
け
、
人
物
描
写
に
反
映
さ
れ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
と
い
う
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
取
り
巻
く
社
会
の
分
析
を
行
っ
た
。
四
章
は
「『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
東
日

本
大
震
災
」
と
題
し
、
作
品
と
同
時
代
の
背
景
を
生
産
者
・
受
容
者
の
双
方
に
関
わ
ら
せ
て
分
析
し
、
さ
ら
に
は
個
別
の
作
品
を
超
え
た

普
遍
的
な
日
本
社
会
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
発
展
さ
せ
た
。

　

第
一
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
論
文
の
内
容
は
第
一
四
回
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究
者
会
議
で
行
っ
た
パ
ネ
ル
発
表
に
基
づ
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い
て
い
る
。
こ
の
会
議
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
世
界
各
国
で
日
本
研
究
を
お
こ
な
う
研
究
者
が
、
分
野
を
越
え
て
研
究
成
果
を
発
表

し
、
討
議
を
お
こ
な
う
場
で
あ
る
。
包
括
的
な
テ
ー
マ
を
扱
う
基
調
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
る
ほ
か
、
地
域
・
言
語
・
文
学
・
社
会
・
メ
デ

ィ
ア
・
経
済
・
歴
史
・
宗
教
・
哲
学
・
政
治
・
国
際
関
係
・
日
本
語
教
育
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
集
う
。
し
た
が
っ
て
、

本
パ
ネ
ル
発
表
に
関
し
て
も
、
多
分
野
の
研
究
者
の
参
加
を
得
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
言
に
触
発
さ
れ
て
活
発
な
質
疑
応
答
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
紙
幅
の
関
係
か
ら
そ
の
内
容
ま
で
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
国
内
に
お
け
る
細
分
化
し
た
学
会
組
織
で
は
見
る
こ
と
の

な
い
、
多
分
野
の
研
究
者
の
視
点
が
交
差
す
る
場
と
し
て
、
本
パ
ネ
ル
発
表
が
機
能
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

多
分
野
の
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
る
Ｅ
Ａ
Ｊ
Ｓ
で
あ
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
研
究
（M

edia�Studies

）
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
た
の
は

今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。
当
該
セ
ク
シ
ョ
ン
で
発
表
し
た
本
パ
ネ
ル
は
、
従
来
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
く
な
か
っ
た
日
本

の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
三
名
の
発
表
者
が
異
な
る
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
当
日
集
ま
っ
た
多
分
野
の
研

究
者
か
ら
も
お
お
む
ね
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
質
問
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
で
な
い

意
見
も
含
ま
れ
て
い
た
。
三
名
の
発
表
者
は
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
と
い
う
作
品
の
意
味
を
最
大
限
に
抽
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
そ

こ
ま
で
作
品
の
意
義
を
拡
大
し
て
と
ら
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
質
問
者
の
中
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

質
問
者
た
ち
が
必
ず
し
も
『
家
政
婦
の
ミ
タ
』
を
実
際
に
視
聴
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
作
品
内
容
と
三
名
の
発
表
者
の
考
察
を
総
合
的

に
受
け
と
め
て
も
ら
え
れ
ば
、
多
く
の
疑
問
は
解
消
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
回
の
文
章
化
に
あ
た
っ
て
は
、
討
論
で
得
た
指
摘
に
も

配
慮
し
、
部
分
的
に
考
察
を
補
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
パ
ネ
ル
発
表
時
の
質
問
者
・
発
言
者
の
意
見
を
ふ
ま
え
て
考
察
内
容
を
更
に

前
進
さ
せ
た
成
果
を
示
し
た
も
の
が
本
論
文
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

日
本
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
の
研
究
に
お
い
て
、
歴
史
の
長
い
文
学
研
究
、
演
劇
研
究
や
、
近
年
特
に
盛
ん
に
な
っ
た
映
画
研
究
な
ど

に
比
べ
て
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
研
究
は
ま
だ
日
も
浅
く
、
研
究
者
も
少
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
研
究
セ
ク
シ
ョ
ン
で
の
発
表
と
そ
れ
を
文
章
化
し

た
本
論
文
が
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
考
察
を
通
じ
て
日
本
研
究
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
役
割
の
一
端
を
担
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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灯
と
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タ
ミ
の
話
し
方
と
人
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描
写
に
つ
い
て
は
、
林
（
二
〇
一
四
）
で
取
り
上
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が
、
本
稿
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さ
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に
分
析
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進
め
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の
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あ
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。
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潤
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て
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Ｔ
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