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不
可
避
と
し
て
の
「
さ
よ
う
な
ら
」
を
見
事

に
表
現
し
た
女
性
作
家
が
い
た
。
ア
ン
・
モ

ロ
ー
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
。
夫
は
１
９
２
７
年
、

プ
ロ
ペ
ラ
機
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
パ
リ
間
の
大

西
洋
単
独
無
着
陸
飛
行
に
成
功
し
た
英
雄
。
自

身
も
米
国
初
の
女
性
飛
行
家
だ
っ
た
。

　
４
年
後
、
二
人
は
北
太
平
洋
航
路
開
拓
の
た

め
、
カ
ナ
ダ
、
ア
ラ
ス
カ
を
経
て
日
本
に
飛
行

し
た
。
そ
の
途
中
、
濃
霧
の
た
め
国
後
島
へ
不

時
着
。
暗
闇
の
恐
怖
の
中
、
漁
民
に
救
助
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
各
地
を
巡
り
熱
烈
な
歓
迎
を
受

け
る
。
い
よ
い
よ
横
浜
か
ら
船
に
乗
る
。
埠ふ

頭と
う

を
埋
め
る
人
た
ち
が
口
々
に
「
さ
よ
う
な
ら
」

と
叫
び
、
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
。

　
こ
の
光
景
を
ア
ン
は
綴つ

づ

る
。「
さ
よ
う
な
ら
は

『
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
』
の
意
味
だ

と
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
美
し
い
言
葉
を

私
は
知
ら
な
い
。
な
ん
と
美
し
い
諦
め
の
表
現

だ
ろ
う
。
英
語
の
グ
ッ
ド
バ
イ
は
神
の
ご
加
護

を
、
仏
語
の
ア
デ
ュ
ー
も
神
の
み
も
と
で
の
再

会
を
期
し
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
国
の

人
々
は
、
別
れ
に
臨
ん
で
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
な
ら
と
、
諦
め
の
言
葉
を
口
に
す
る
」

　
こ
の
文
を
紡
ぐ
前
に
残
酷
な
事
件
が
あ
っ
た
。

北
太
平
洋
飛
行
の
翌
年
、
夫
妻
の
幼
い
息
子
が

誘
拐
・
殺
害
さ
れ
た
。
著
名
人
の
悲
劇
に
世
界

は
震し

ん

撼か
ん

し
た
。
ア
ン
の
胸
中
で
、
別
れ
の
言
葉

が
神
と
共
に
か
ら
「
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の

な
ら
」
と
の
諦
念
に
変
わ
っ
た
の
は
、
こ
の
喪

失
感
か
ら
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
近
「
さ
よ
う
な
ら
」
を
言
わ
な
く
な
っ

た
よ
う
に
思
う
。「
そ
れ
で
は
」「
じ
ゃ
あ
」「
ほ

な
」「
せ
ば
」
等
は
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、

余
韻
に
欠
け
る
。
あ
る
頃
ま
で
は
、
誰
も
が
さ

よ
う
な
ら
を
口
に
し
て
い
た
。
小
学
校
で
は
こ

の
挨
拶
で
下
校
し
た
。
映
画
に
も
こ
の
言
葉
で

別
れ
る
印
象
的
な
シ
ー
ン
が
あ
っ
た
。

　
英
語
の
別
れ
の
挨
拶
は
「G

ood-bye
」。

原
型
は
「G

od be w
ith you

（
あ
な
た
が

神
と
共
に
あ
ら
ん
こ
と
を
）」
と
い
う
祝
福
の

意
味
。
日
本
人
の
別
れ
の
言
葉
は
さ
よ
う
な
ら
。

グ
ッ
ド
バ
イ
と
は
随
分
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。

「
さ
よ
う
な
ら
」
は
「
左
様
な
ら
ば
、
こ
れ
で

…
」
の
接
続
詞
か
ら
転
じ
た
も
の
。「
さ
ら
ば
」

は
真
ん
中
の
「
よ
う
な
」
を
略
し
た
も
の
。
私

た
ち
に
は
、
さ
よ
う
な
ら
が
最
も
馴
染
ん
で
お

り
、
ご
く
自
然
に
、
ま
た
美
し
く
心
に
響
く
。

　
さ
よ
う
な
ら
に
は
大
き
く
二
つ
の
意
味
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
一
方
は
、
古
い
「
こ
と
」
が
終

わ
っ
た
時
、
そ
こ
に
立
ち
止
ま
り
「
さ
よ
う
で

あ
る
な
ら
ば
」
と
確
認
し
、
訣け

つ

別べ
つ

し
つ
つ
新
し

い
「
こ
と
」
に
立
ち
向
か
う
心
の
構
え
を
さ
す
。

一
方
は
「
そ
う
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
」
と
、

そ
の
別
れ
を
何
か
し
ら
、
不
可
避
の
定
め
と
し

て
受
け
止
め
る
。
そ
こ
に
は
無
常
観
が
漂
う
。

　
随
筆
家
須す

賀が

敦あ
つ

子こ

は
、
し
み
じ
み
と
し
た
情

趣
で
人
生
の
別
れ
を
描
い
た
。
須
賀
を
外
国
文

学
へ
誘い

ざ
な

っ
た
の
は
ア
ン
の
文
章
だ
っ
た
。「
さ
よ

う
な
ら
、
と
い
う
異
国
の
言
葉
へ
の
深
い
思
い

を
表
現
す
る
文
章
は
、
私
を
閉
じ
こ
め
て
い
た

日
本
語
だ
け
の
世
界
か
ら
解
き
放
っ
て
く
れ
た
。

語
源
や
解
釈
と
い
う
難
し
い
用
語
を
使
わ
な
い

で
、
自
国
の
言
葉
を
外
か
ら
見
る
と
い
う
経
験

に
誘
い
こ
ん
で
く
れ
た
」
と
記
す
。

　
ア
ン
は
さ
ら
に
綴
る
。「
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
は
言
い

過
ぎ
も
し
な
け
れ
ば
、
言
い
足
り
な
く
も
な

い
。
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い

る
。
人
生
の
理
解
の
す
べ
て
が
こ
も
っ
て
い
る
。

密
か
に
く
す
ぶ
っ
て
い
る
も
の
も
含
め
、
す
べ

て
の
感
情
が
埋う

ず

み
火
の
よ
う
に
こ
も
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
自
体
何
も
語
ら
な
い
。
言
葉
に
し
な

い
グ
ッ
ド
バ
イ
で
あ
り
、
心
を
こ
め
て
手
を
握

る
暖
か
さ
な
の
だ
」
な
ん
と
心
の
琴
線
に
触
れ
、

日
本
的
精
神
に
満
ち
て
い
る
こ
と
か
。

阿あ

久く

悠ゆ
う

は
言
う
。「
人
間
の
さ
よ
な
ら
史
が
ど

れ
だ
け
厚
い
か
で
、
い
い
人
生
か
ど
う
か
決
ま

る
。
人
間
の
心
は
、
い
つ
も
湿
り
気
を
帯
び
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
心
に
噴
霧
器
で
水
を

与
え
る
に
は
、
切
な
さ
や
哀
し
み
、
寂
し
さ
の

自
覚
が
不
可
欠
で
あ
る
」

　「
さ
よ
う
な
ら
」
に
は
日
本
人
の
無
常
観
や

死
生
観
、
諦
観
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
よ
う

な
ら
が
使
わ
れ
な
い
社
会
は
、
パ
サ
パ
サ
に
乾

い
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
幸
せ
な
こ
と
に
私

た
ち
は
珠
玉
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る
。

「
あ
な
た
の
国
に
は

　
　『さ
よ
う
な
ら
』
が
あ
る
」
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