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戦
後
日
本
の
﹁
妊
娠
文
学
﹂
を
紹
介
す
る
興
味
深
い
本
が
現
れ
た
︒
ス

ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
た
る
の
は
︑
母
と
な
る
日
を
待
つ
日
本
の
妊
婦
た
ち
の

経
験
だ
が
︑
こ
れ
は
今
ま
で
気
づ
か
れ
ず
に
き
た
刺
激
的
で
独
創
的
︑
挑
発

的
な
ジ
ャ
ン
ル
だ
︒
お
ま
け
に
こ
の
本
は
読
み
物
と
し
て
楽
し
い
︒
切
れ
の

良
い
︑
い
き
い
き
し
た
文
体
で
︑
専
門
用
語
も
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
言
語
の

複
雑
さ
へ
の
感
度
の
良
さ
と
︑
口
語
日
本
語
の
英
訳
の
適
切
さ
も
印
象
的
だ
︒

ホ
ラ
ー
︑
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
︑
短
編
︑
小
説
︑
回
想
録
︑
マ
ン
ガ
を
つ
う
じ
て

著
者
が
誘
う
旅
路
は
︑
学
部
生
を
刺
激
し
魅
了
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

　
処
女
作
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
や
懸
念
を
扱
う
五
人
の
作
家

を
と
り
あ
げ
た
著
者
は
︑
本
書
で
も
同
じ
ひ
な
型
を
用
い
た
︒
主
軸
と
な
る

の
は
公
言
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
嫌
悪
︑
つ
ま
り
す
べ
て
の
母
親
が
︑
生
ま

れ
る
前
と
後
の
赤
ち
ゃ
ん
に
喜
び
や
愛
情
を
感
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

問
題
で
あ
る
︒
こ
の
本
の
最
良
の
部
分
︑
そ
れ
は
女
性
の
身
体
の
根
幹
的
変

容
と
︑
そ
れ
に
伴
う
心
理
的
変
化
と
い
う
経
験
を
扱
っ
た
箇
所
だ
︒
妊
娠
中
︑

母
体
は
急
速
に
変
化
す
る
︒
自
分
の
身
体
が
自
分
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

な
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
経
験
︑
し
ば
し
ば
完
全
に
理
解
で
き
な

い
変
化
に
恐
怖
と
違
和
感
を
抱
く
未
来
の
母
親
も
い
る
︒
ま
た
︑
胎
児
が
体

内
で
育
ち
︑
身
体
に
密
着
す
る
こ
の
変
身
の
あ
い
だ
︑
妊
娠
し
た
身
体
は
︑

異
物
で
も
あ
り
親
密
で
も
あ
る
侵
入
者
の
宿
主
に
な
る
︒
妊
娠
を
侵
入
の
一

形
態
と
し
て
描
く
︑
こ
の
分
野
の
文
学
が
あ
つ
か
う
恐
怖
は
そ
も
そ
も
驚
く

ほ
ど
主
観
的
な
も
の
だ
︱
︱
つ
ま
り
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
の
恐
怖
と
胎
児
の

発
育
の
不
確
か
さ
へ
の
不
安
で
あ
る
︒
結
果
の
不
透
明
さ
と
︑﹁
母
親
の
行
動

の
み
な
ら
ず
思
考
す
ら
も
が
胎
児
の
発
育
﹂
と
性
格
に
影
響
す
る
と
い
う

﹁
胎
内
感
応
﹂
の
せ
い
で
︑
自
分
自
身
と
他
者
と
の
境
界
が
ど
う
ほ
ど
け
て
い

書 
評ア

マ
ン
ダ
・
C
・
シ
ー
マ
ン

﹃ 

少
子
化
日
本
の
妊
娠
文
学
﹄

A
m

anda C
. Seam

an, W
riting Pregnancy in Low

-Fertility Japanビ
ル
・
ミ
ハ
ロ
パ
ウ
ロ
ス

University of Hawai‘i Press, 2016



282

く
か
を
︑
著
者
は
妊
娠
の
描
写
の
中
で
追
っ
て
い
く
（p . 48

）︒

　
最
終
章
で
は
︑
や
は
り
予
想
ど
お
り
︑
日
本
研
究
の
学
部
生
な
ら
誰
の
読

書
リ
ス
ト
に
も
標
準
的
に
入
っ
て
い
る
︑
大
胆
不
敵
で
型
破
り
な
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
・
文
筆
家
の
内
田
春
菊
が
登
場
す
る
︒
こ
の
章
で
は
︑
内
田
の
公
的
ペ

ル
ソ
ナ
と
︑
内
田
自
身
の
妊
娠
や
家
族
生
活
の
個
人
的
な
細
部
を
描
い
た
シ

リ
ー
ズ
漫
画
と
が
重
な
り
合
う
︒
内
田
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
︑
日
本
社
会
の

不
当
な
性
差
別
に
つ
い
て
大
胆
な
発
言
を
す
る
一
方
で
︑
日
本
の
初
期
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
の
唱
え
た
反
出
生
主
義
と
は
距
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
だ
︒
内
田

は
出
産
を
セ
ッ
ク
ス
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
個
人
の
自
由
に
つ
な
が
る
と
は

考
え
て
い
な
い
︒
彼
女
が
追
求
す
る
個
人
的
満
足
は
︑
子
孫
を
産
ま
な
け
れ

ば
と
い
う
欲
求
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
に
か
く
赤
ん
坊
を
産
む
こ
と

︱
︱
た
く
さ
ん
産
め
ば
産
む
ほ
ど
良
い
︱
︱
た
だ
し
︑
自
分
の
思
う
が
ま
ま

に
育
て
ら
れ
る
な
ら
︒
内
田
の
場
合
︑
そ
れ
は
何
人
も
の
父
親
の
違
う
子
供

を
も
ち
︑
そ
の
過
程
で
性
的
に
完
全
に
機
能
し
︑
活
動
的
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
︒
複
数
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
あ
い
だ
に
子
供
を
産
む
こ
と
を
選
び
︑

出
産
プ
ロ
セ
ス
を
自
分
が
管
理
し
︑
母
親
を
生
ま
れ
て
く
る
赤
ん
坊
の
容
器

に
し
な
い
︑
妊
娠
し
た
自
分
自
身
と
い
う
観
点
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

内
田
は
日
本
社
会
を
覆
う
父
権
的
規
範
に
対
し
て
破
壊
的
︑
反
抗
的
な
境
界

的
社
会
空
間
に
住
み
︑
文
字
ど
お
り
﹁
男
に
喧
嘩
を
売
る
﹂
の
で
あ
る
︒

　
魅
力
的
で
は
あ
る
も
の
の
︑
本
書
は
日
本
の
女
性
史
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
︑

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
︑
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
そ
の
他
へ
の
新
た
な
批
判
的
洞

察
を
前
面
に
押
し
出
す
と
い
う
主
張
を
満
た
し
て
い
な
い
︒
そ
の
大
き
な
理

由
は
︑
こ
の
本
が
暗
黙
の
う
ち
に
立
脚
し
て
い
る
﹁
反
医
学
﹂
的
批
判
論
で

あ
る
︒
著
者
は
北
米
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
社
会
科
学
文
献
の

動
向
に
沿
っ
て
︑
自
分
の
研
究
を
﹁
医
師
中
心
の
医
学
﹂
に
批
判
的
な
論
調

の
大
き
な
枠
内
に
位
置
づ
け
た
︒
こ
の
種
の
医
学
は
還
元
的
︑
客
観
的
︑
非

人
間
的
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
医
学
知
識
を
独
占
す
る
医
師
は
︑
妊

娠
中
の
母
親
が
胎
児
へ
の
義
務
を
ど
う
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
規
範
的
処

方
を
出
す
権
限
を
持
ち
（
著
者
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
い
う
権
力
の
持
主
は
大
半
が
男

性
だ
と
い
う
）︑
そ
の
過
程
で
︑
医
師
は
自
分
の
身
体
の
管
理
に
関
す
る
妊
婦

の
発
言
を
︑
有
無
を
言
わ
さ
ず
封
じ
て
し
ま
う
︒
そ
の
結
果
︑
日
本
の
妊
娠

経
験
は
他
国
と
同
じ
よ
う
に
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
具
や
非
人
間
的
形
態
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
て
︑
妊
婦
を
出
産
の
身
体
感
情
的
経
験
か
ら
遠
ざ
け
︑

胎
児
の
活
き
た
署
名
（vital signature

）
を
母
親
の
子
宮
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た

空
間
に
還
元
し
て
し
ま
う
︒
権
力
の
医
学
モ
デ
ル
が
著
者
の
言
う
よ
う
に
働

く
か
ど
う
か
と
い
う
厄
介
な
疑
問
は
別
と
し
て
（
こ
の
問
題
は
著
者
が
読
者
に

信
じ
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
ほ
ど
明
白
で
は
な
い
）︑
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
力
の
形
成
が
近
代
に
普
遍
的
な
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
日
本
だ
け
に
特

徴
的
な
社
会
文
化
的
事
象
の
産
物
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
（O

sborne 

1992
）︒
著
者
は
さ
ら
に
︑
父
権
的
権
力
を
医
学
知
識
の
独
占
か
ら
生
じ
る
医

師
の
権
威
と
融
合
さ
せ
て
︑
こ
の
問
題
を
組
み
立
て
て
い
る
︒
医
師
中
心
の

医
学
は
年
長
の
男
性
の
領
域
だ
と
い
う
の
が
著
者
の
言
い
分
で
あ
り
︑
父
権
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的
権
力
と
医
師
の
権
威
が
︑
胎
児
に
と
っ
て
何
が
ベ
ス
ト
か
知
っ
て
い
る

﹁
彼
﹂
の
中
に
融
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
父
権
的
日
本
の
伝
統
と
い
う
流
行

後お
く

れ
の
形
態
を
医
師
が
体
現
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
く
は
な
い
が
︑
父
権
主

義
に
動
員
さ
れ
た
権
威
と
権
力
の
関
係
は
機
能
し
な
い
し
︑
著
者
が
近
代
医

学
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
る
実
用
知
識
の
近
代
的
形
態
が
用
い
る
の
と
同

じ
送
電
網
は
使
わ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
う
少
し
明
確
で
陰

影
の
あ
る
分
析
が
あ
れ
ば
︑
本
書
全
体
の
主
張
は
い
っ
そ
う
説
得
力
を
持
つ

だ
ろ
う
︒

　
本
書
で
も
う
一
つ
の
意
外
な
欠
点
は
歴
史
還
元
主
義
で
あ
る
︒
著
者
は

﹁
良
妻
賢
母
思
想
﹂
が
明
治
以
来
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
を
決
定
し
て
き
た
と
い
う

考
え
方
に
賛
同
し
て
い
る
が
（pp. 163, 169

）︑
近
代
日
本
の
女
性
性
が
た
だ

一
つ
の
経
路
で
形
成
さ
れ
た
︑
あ
る
い
は
﹁
良
妻
賢
母
﹂
の
よ
う
な
一
般
原

則
の
上
に
築
か
れ
た
と
考
え
て
は
︑
階
級
︑
年
齢
︑
場
所
か
ら
生
じ
る
複
数

の
経
験
が
事
実
上
︑
封
じ
ら
れ
て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
︑
女
性
が
文
化
を
伝
達

す
る
お
と
な
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
︑
日
本
女
性
に
は

こ
の
手
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
抵
抗
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
し
︑
母
親
性
お
よ
び
出
産
の
問
題
と
格
闘
す
る
多
様
で
多
数
の

二
十
一
世
紀
の
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
を
︑
意
図
せ
ず
歴
史
か
ら
吹
き
消
し

て
し
ま
い
は
し
な
い
か
︒

　
こ
う
し
た
留
保
点
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
の
本
は
楽
し
く
読
め
る
し
︑
思
考

に
と
っ
て
刺
激
的
な
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
︑
著
者
が
提
起
し
た

テ
ー
マ
を
さ
ら
に
追
求
し
た
い
多
く
の
人
を
活
気
づ
け
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
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（2019

）
に
掲
載
さ
れ
た
英
文
テ
キ
ス
ト
の
日
本
語
訳
で
あ
る
︒




