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三
九

１
、
は
じ
め
に
：
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
小
説
の
嚆
矢

幸
田
文
『
お
と
う
と
』１
は
大
正
期
末
に
結
核
で
早
逝
し
た
弟
を
、
姉
で
あ
る
文

が
看
取
っ
た
経
験
を
題
材
に
し
た
小
説
で
あ
る
。
史
実
を
参
照
し
て
読
ま
れ
が
ち
２

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
現
代
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
、
あ
る
い
は
き
ょ
う
だ
い
ケ
ア

ラ
ー
に
通
じ
る
〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
読
み
直
し
た
い
。

ケ
ア
と
は
多
様
な
意
味
を
も
つ
が
、
こ
こ
で
は
身
体
的
に
あ
る
い
は
精
神
的
に

「
脆
弱
な
状
態
に
あ
る
他
者
を
世
話
す
る
こ
と
」
３
と
、
ま
ず
定
義
し
て
お
く
。
近

年
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」４
と
い
う
用
語
は
、
ケ
ア
す

る
対
象
を
家
族
に
限
定
し
て
い
る
も
の
の
、
ケ
ア
の
広
範
な
意
味
領
域
を
説
明
す

る
の
に
は
役
立
つ
。
ケ
ア
と
は
看
病
や
介
護
だ
け
で
は
な
く
、家
事
、世
話
、育
児
、

療
育
、
介
助
、
見
守
り
、
感
情
面
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
も
含
意
す
る
。「
ケ
ア
ラ
ー
」

と
い
う
用
語
は
、
別
々
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
行
為
を
、

繋
げ
る
役
割
を
果
た
し
た
。

〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
幸
田
文
『
お
と
う
と
』　
―
姉
と
い
う
ケ
ア
ラ
ー
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幸
田
文
の
作
家
と
し
て
の
出
発
は
周
知
の
よ
う
に
、
父
幸
田
露
伴
の
看
護
と
看

取
り
を
材
に
し
た
『
父
―
―
そ
の
死
―
―
』（
一
九
四
九
年
、中
央
公
論
社
）
で
あ
っ

た
。
い
わ
ば
、ケ
ア
を
通
し
て
文
は
作
家
に
な
っ
た
の
だ
。
長
編
小
説
第
一
作
『
流

れ
る
』（
一
九
五
六
年
、
新
潮
社
）
で
も
芸
者
屋
の
使
用
人
と
し
て
の
家
事
を
描
い

て
い
る
よ
う
に
、
文
に
と
っ
て
家
事
労
働
を
含
む
ケ
ア
は
描
く
べ
き
モ
チ
ー
フ
で

あ
っ
た
は
ず
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
年
長
の
姉
が
弟
の
世
話
を
す
る
の
は
、
か
つ
て
は
家
族
の
助
け
合

い
だ
っ
た
５
と
し
て
、ケ
ア
と
殊
更
に
名
づ
け
る
必
要
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
小
説
に
ケ
ア
と
い
う
観
点
を
も
ち
こ
ん
で
読
み
直
す
意
義

は
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
看
護
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
と
い
う
用
語
か
ら
み
れ
ば
、

家
庭
内
で
の
家
事
が
、
病
院
で
の
弟
の
看
取
り
と
い
う
ケ
ア
ま
で
、
地
続
き
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
だ
。
い
わ
ば
ケ
ア
労
働
が
、
私
的
な
場
所
か

ら
公
的
な
場
所
に
ま
で
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。『
お
と
う
と
』
は
小
説
後
半
部

の
看
取
り
に
焦
点
化
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ケ
ア
の
観
点
は
ケ
ア
労
働
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が
小
説
全
体
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

ま
た
、
主
人
公
が
勉
学
と
の
両
立
が
難
し
い
家
事
負
担
に
不
満
を
抱
い
た
り
、

自
分
が
両
親
か
ら
「
完
全
に
労
働
力

0

0

0

」
と
見
做
さ
れ
て
失
望
し
た
り
す
る
心
情
も

描
く
。
そ
れ
は
若
い
ケ
ア
ラ
ー
の
胸
の
内
を
描
い
た
点
で
先
駆
的
側
面
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
結
核
患
者
の
弟
の
世
話
は
、
二
十
歳
を
過
ぎ
た
姉
に
と
っ

て
は
「
縁
談
」
が
遠
退
く
こ
と
に
直
結
す
る
。
そ
れ
で
も
、
弟
の
ケ
ア
を
引
き
受

け
て
い
く
状
況
を
描
き
、
若
い
き
ょ
う
だ
い
ケ
ア
ラ
ー
を
生
み
出
す
土
壌
を
可
視

化
し
て
い
る
。

大
正
期
の
若
い
主
人
公
が
家
庭
内
の
ケ
ア
を
「
労
働
」
と
し
、
そ
の
負
担
に
対

し
て
自
覚
的
に
な
れ
る
の
は
、
小
説
の
構
造
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
書
き
手
で
あ

る
幸
田
文
に
と
っ
て
は
、
初
出
連
載
か
ら
三
十
年
以
上
前
の
経
験
の
小
説
化
で
あ

る
。
三
十
年
後
の
語
り
手
の
視
点
と
、
過
去
の
作
者
を
モ
デ
ル
と
す
る
主
人
公
の

視
点
と
の
二
重
性
が
、『
お
と
う
と
』
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
複
眼

的
構
造
〉
に
も
注
目
し
な
が
ら
『
お
と
う
と
』
を
読
解
し
た
い
。

な
お
本
論
で
は
、「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
が
「
十
八
歳
未
満
」
と
定
義
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
た
め
、「
若
い
ケ
ア
ラ
ー
」
と
い
う
用
語
を
適
宜
使
用
す
る
。

２
、『
草
の
花
』
か
ら
『
お
と
う
と
』
へ
：
小
説
へ
の
変
換

２
・
１　

サ
ブ
タ
イ
ト
ル

『
お
と
う
と
』
は
一
九
五
六
年
一
月
か
ら
一
九
五
七
年
九
月
ま
で
十
八
回
に
わ
た

り
、『
婦
人
公
論
』
連
載
さ
れ
、
同
年
九
月
に
中
央
公
論
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
刊

行
６
さ
れ
た
。

初
出
で
は
連
載
第
一
回
に
「
本
篇
は
（
中
略
）「
草
の
花
」
の
続
篇
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。
編
集
部
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
毎
回
「
続
「
草
の
花
」」
と
い
う
サ
ブ

タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の『
草
の
花
』（
一
九
五
九
年
、中
央
公
論
社
）は
、

『
お
と
う
と
』
よ
り
五
年
前
、
同
じ
『
婦
人
公
論
』
に
連
載
（
一
九
五
一
年
一
月
か

ら
同
年
一
一
月
）
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
『
草
の
花
』
は
、
女
学

生
時
代
な
ど
を
描
い
た
随
筆
『
み
そ
つ
か
す
』（
一
九
五
一
年
、
岩
波
書
店
）
の
後

続
７
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
だ
が
最
終
回
に
は
「
自
然
に
鉛
筆
が
手
か
ら
離
れ
て
し

ま
つ
た
（
中
略
）
お
わ
び
の
し
や
う
も
な
い
」
と
筆
を
折
る
こ
と
を
詫
び
る
こ
と

ば
が
添
え
ら
れ
、『
草
の
花
』
は
中
断
し
て
い
る
。

幸
田
文
は
、こ
れ
ら
の
随
筆
の
後
に
、『
黒
い
裾
』（
一
九
五
五
年
、中
央
公
論
社
）

を
出
版
し
、
小
説
『
流
れ
る
』
に
挑
ん
だ
。『
お
と
う
と
』
は
そ
れ
に
続
く
小
説
で

あ
る
。「『
黒
い
裾
』
著
者
の
こ
と
ば
」（
一
九
五
五
年
九
月
『
読
書
春
秋
』）
で
は
、

自
作
に
つ
い
て
「
随
筆
な
り
小
説
な
り
は
つ
き
り
銘
が
打
て
る
や
う
に
な
り
た
い

と
お
も
ふ
の
で
す
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

確
か
に
『
お
と
う
と
』
に
は
、
関
東
大
震
災
前
後
の
「
文
士
」
の
家
族
が
描
か

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
幸
田
家
の
「
記
録
文
学
」」８
で
は
な
く
、
小
説
と
し

て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
注
目
し
た
い
。「
続
「
草
の
花
」」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
は
、
自
伝
的
に
読
ま
れ
る
可
能
性
を
許
容
し
つ
つ
も
、「
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
つ

た
」
題
材
を
、
随
筆
で
は
な
く
小
説
に
し
て
蘇
ら
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
変
換
は
、
先
述
し
た
〈
複
眼
的
構
造
〉
を

可
能
に
し
て
い
る
。

『
お
と
う
と
』
は
大
き
く
二
つ
の
期
間
に
分
か
れ
て
い
る
が
、『
草
の
花
』
と
重

な
る
期
間
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
前
半
部
で
あ
る
。
女
学
校
へ
通
う
十
七
歳
の
げ

ん
と
、
中
等
部
で
十
四
歳
の
碧
郎
と
の
三
年
ほ
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
弟
の
「
不

良
化
」
と
家
族
内
の
軋
轢
が
激
し
く
な
る
と
同
時
に
、
病
気
が
ち
な
母
に
代
わ
っ

て
担
う
げ
ん
の
家
事
は
増
え
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
震
災
後
の
後
半
部
で
、
弟
の
看
取

り
と
い
う
重
い
ケ
ア
役
割
を
引
き
受
け
て
い
く
素
地
と
な
っ
て
い
る
。
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四
一

〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
幸
田
文
『
お
と
う
と
』（
佐
々
木
亜
紀
子
）

２
・
２　
『
草
の
花
』
の
継
母

先
述
し
た
と
お
り
、『
お
と
う
と
』
は
『
草
の
花
』
の
続
編
と
し
て
の
側
面
も
あ

る
が
、
こ
の
二
作
に
は
注
目
す
べ
き
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
継

母
の
描
き
方
で
あ
る
。

幸
田
文
の
継
母
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
こ
ん
な
こ
と
』（
一
九
五
〇
年
、
創
元

社
）
で
「
生
母
に
く
ら
べ
て
学
事
に
優
り
、
家
事
に
劣
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
」
な
ど
、

悪
印
象
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
『
草
の
花
』
を
先
入
観
な
し
に
読
め
ば
、
別

の
一
面
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

『
草
の
花
』
で
は
、
冒
頭
か
ら
父
の
再
婚
相
手
で
あ
る
母
、
す
な
わ
ち
『
お
と
う

と
』
の
「
母
」
の
モ
デ
ル
に
言
及
し
て
い
る
。「
私
」
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル

に
長
年
勤
務
し
て
い
た
母
の
便
宜
で
「
女
子
学
院
」
に
「
無
試
験
入
学
さ
せ
て
も

ら
」
っ
た
と
い
う
。

入
学
と
同
時
に
、
は
ゝ
は
ぐ
つ
と
私
に
近
く
な
つ
て
ゐ
た
。
自
分
の
長
い
教

0

0

0

員
生
活
の
経
験

0

0

0

0

0

0

か
ら
、
私
の
新
入
生
の
状
態
を
鏡
に
映
す
よ
り
は
つ
き
り
と
理

解
し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
新
し
い
毎
日
の
昂
奮
を
家
へ
帰
つ
て
話
す

こ
と
は
楽
し
か
つ
た
し
、
は
ゝ
の
方
も
忙
し
く
夕
餉
の
仕
度
な
ど
に
動
き
ま
は

り
つ
ゝ
、
つ
め
た
く
な
い
気
も
ち
で
聴
い
て
ゐ
て
く
れ
た
。（
中
略
）
は
ゝ
は
何

で
も
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
学
問
の
で
き
る
は
ゝ

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
つ
た
こ
と
は
嬉
し

0

0

く
誇
り
か

0

0

0

0

で
、（
中
略
）
た
ま
ら
な
く
得
意
だ
つ
た
。（
中
略
）
思
春
期
の
第
一

階
段
に
あ
る
娘
へ
の
は
ゝ
の
心
く
ば
り
は
ゆ
き
と
ゞ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ゐ
、（
中
略
）
継
母
子

の
あ
ひ
だ
は
円
滑
に
行
つ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
は
ゝ
と
の
生
涯
の
う
ち
、
こ
の
短0

い
期
間

0

0

0

だ
け
が
文
句
な
し
に
ば
あ
つ
と
光
つ
て
ゐ
る
。
知
識
と
理
解
と
愛

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。

　
元
教
員
だ
っ
た
「
は
ゝ
」
は
、
私
の
学
校
で
の
勉
学
を
支
え
る
知
性
を
も
ち
、

娘
を
教
育
的
に
導
く
頼
も
し
く
行
き
届
い
た
母
で
も
あ
り
、「
私
」
は
母
を
誇
り
に

思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
時
期
が
「
短
い
期
間
」
と
は
い
え
確
か
に
あ
っ
た
の
だ
。

ま
た
、
病
気
が
ち
で
「
不
機
嫌
」
な
面
も
、「
は
ゝ
の
不
機
嫌
を
病
気
の
せ
い
だ
と

知
つ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
が
な
か

く
実
際
に
は
役
立
た
な
か
つ
た
。
は
ゝ
は
不
自

由
な
の
を
忍
ん
で
女
中
と
一
緒
に
煮
焚
き
も
し
て
ゐ
た
」

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

と
、
肯
定
的
に
語
ら
れ

て
い
る
。

２
・
３　
『
お
と
う
と
』
の
母

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
期
を
材
に
し
た
『
お
と
う
と
』
で
は
、
冒
頭
か
ら
非
教

育
的
な
母
親
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

太
い
川
が
流
れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
土
手
に
は
点
々
と
傘
・
洋
傘
が
続
い
て
、

み
な
向
う
む
き
に
行
く
。（
中
略
）
弟
は
傘
な
し
で
濡
れ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
碧

郎
が
母
に
骨
直
し
屋
へ
出
し
て
く
れ
と
云
つ
て
頼
ん
で
ゐ
る
の
を
、
げ
ん
は
そ

ば
で
聞
い
て
知
つ
て
ゐ
た
。
が
、
そ
の
つ
ぎ
の
雨
の
と
き
、
そ
れ
は
は
ふ
り
つ

0

0

0

0

放
し

0

0

に
な
つ
て
ゐ
た
。

碧
郎
の
登
校
用
の
傘
を
、母
は
修
繕
に
出
さ
ず
「
は
ふ
り
つ
放
し
」
に
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
弟
は
濡
れ
た
ま
ま
中
学
校
へ
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

「
け
さ
も
母
は
持
病
に
悩
ま
さ
れ
て
床
を
出
て
来
な
か
つ
た
。
こ
の
ご
ろ
は
ほ
と
ん

ど
毎
朝
げ
ん
が
朝
飯
を
た
い
て
、
弟
に
も
た
べ
さ
せ
自
分
も
た
べ
、
手
早
く
跡
か

た
づ
け
を
し
て
弁
当
を
詰
め
る
、
そ
し
て
大
慌
て
で
出
て
来
る
順
序
に
き
ま
つ
て

ゐ
た
」
と
、
持
病
を
理
由
に
、
登
校
前
の
げ
ん
に
家
事
を
任
せ
て
い
る
様
子
が
描

か
れ
る
。

学
校
へ
濡
れ
た
ま
ま
登
校
す
る
弟
、
あ
る
い
は
家
事
に
追
わ
れ
て
「
い
つ
も
大

概
す
れ

く
の
滑
り
こ
み
」
で
登
校
す
る
姉
。
い
ず
れ
も
勉
学
以
前
の
生
活
基
盤
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で
課
題
を
抱
え
、
学
業
に
支
障
が
出
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。『
草
の
花
』

で
の
教
育
的
で「
心
く
ば
り
」の
行
き
届
い
た
母
親
像
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
。

そ
し
て
『
お
と
う
と
』
で
は
「
学
問
の
で
き
る
」
こ
と
も
、「
長
い
教
員
生
活
の
経

験
」
と
い
う
経
歴
も
省
か
れ
て
い
る
。

加
え
て
、母
の
信
仰
が
母
自
身
と
家
族
と
を
隔
て
て
い
る
。
碧
郎
が
学
校
で
「
事

件
」
を
起
こ
し
た
夜
も
、
母
は
自
室
に
こ
も
っ
て
祈
禱
し
て
い
る
の
だ
。

家
族
の
な
か
で
一
人
だ
け
血
の
繋
が
ら
な
い
母

0

0

0

0

0

0

0

0

が
自
分
の
部
屋
へ
し
り
ぞ
き

障
子
を
た
て
き
つ
て
、
聖
書
と
祈
禱
の
別
世
界
へ
は
い
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
は
寂

し
く
、
そ
し
て
拒
絶
的
に
見
え
て
不
愉
快
だ
つ
た
。（
中
略
）
御
飯
じ
た
く
は
娘

に
任
せ
つ
き
り

0

0

0

0

0

、
夫
も
事
件
の
子
も
は0

ふ
つ
て
お
い
て

0

0

0

0

0

0

、
ひ
と
り
自
室
に
籠
つ

て
二
十
分
も
三
十
分
も
出
て
来
な
い
母
親
は
、
冷
た
い
も
の
に
し
か
思
へ
な
か

つ
た
。（
中
略
）
も
と

0

0

く0

キ
リ
ス
ト
教
で
な
い
こ
の
家

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
な
か
で
は
、
何
か
冷

つ
こ
い
自
分
だ
け
の
勝
手
な
こ
と
に
考
へ
ら
れ
る
の
は
是
非
も
な
か
つ
た
。

碧
郎
の
傘
を
「
は
ふ
り
つ
放
し
」
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
食
事
の
準
備
を
げ

ん
に
「
任
せ
つ
き
り
」
に
し
、
家
族
ま
で
も
「
は
ふ
つ
て
お
」
く
母
。
母
か
ら
す

れ
ば
、
無
精
や
無
責
任
で
は
な
く
、「
事
件
」
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
聖
書
と
祈
禱
」

が
必
要
な
の
だ
ろ
う
。
げ
ん
は
そ
う
理
解
は
で
き
て
も
、
信
仰
を
優
先
す
る
態
度

を
苦
々
し
く
思
う
。
そ
し
て
「
家
族
の
な
か
で
一
人
だ
け
血
の
繋
が
ら
な
い
母
」

と
い
う
血
縁
と
、「
も
と

く
キ
リ
ス
ト
教
で
な
い
こ
の
家
」
と
い
う
家
族
の
歴
史

と
を
も
ち
だ
し
て
、
母
を
異
分
子
と
し
て
疎
外
す
る
。

そ
の
う
え
、「
事
の
次
第
」
を
訊
こ
う
に
も
、
話
が
「
不
平
と
悲
嘆
と
い
や
み
」

に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
感
情
的
な
性
格
も
げ
ん
は
見
逃
さ
な
い
。
こ
こ
に
は『
草

の
花
』
で
描
か
れ
た
「
知
識
と
理
解
と
愛
」
に
満
ち
た
誇
ら
し
い
「
は
ゝ
」
の
姿

は
な
い
。
継
母
を
分
か
り
易
い
悪
役
と
し
て
大
胆
に
造
型
す
る
こ
と
は
、
小
説
と

い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
こ
そ
な
し
え
た
設
定
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し

た
「
は
ふ
り
つ
放
し
」
の
母
の
造
型
は
、
碧
郎
の
世
話
を
含
む
家
事
負
担
が
げ
ん

に
移
動
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

３
、
家
事
を
め
ぐ
る
葛
藤
：「
労
働
力
」
と
し
て
の
げ
ん

３
・
１　
「
母
親
の
し
ご
と
」
か
「
私
の
し
ご
と
」
か

げ
ん
の
批
判
は
、
碧
郎
の
世
話
に
関
わ
る
母
の
態
度
に
集
中
し
て
い
く
。
た
と

え
ば
、
碧
郎
の
遊
び
仲
間
を
見
て
、
碧
郎
の
着
物
が
子
供
用
だ
と
気
づ
い
て
不
憫

に
思
う
場
面
が
あ
る
。

こ
り
や
あ
い
け
な
い
、
碧
郎
も
腰
あ
げ
の
な
い
大
人
じ
た
て
に
し
て
や
ら
な

け
れ
ば
、
と
思
ふ
。（
中
略
）
な
ぜ
碧
郎
に
は
さ
う
し
て
や
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ

は
ふ
り
つ
放
し

0

0

0

0

0

0

に
し
て
ゐ
る
の
か
。（
中
略
）
そ
れ
は
は
つ
き
り
母
親
の
し
ご
と

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
母
親
が
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
私
の
し
ご
と

0

0

0

0

0

ぢ
や
な
い
！

子
供
の
着
る
も
の
は
「
母
親
の
し
ご
と
」
だ
と
し
て
、「
は
ふ
り
つ
放
し
に
し
て

ゐ
る
」
母
の
心
や
り
の
な
さ
を
せ
め
る
一
方
で
、
げ
ん
は
「
私
の
し
ご
と
」
な
の

か
と
逡
巡
す
る
。

と
思
ひ
は
す
る
も
の
ゝ
、げ
ん
は
実
は
あ
わ
て
ゝ
ゐ
た
。（
中
略
）
な
ぜ
な
ら
、

げ
ん
は
通
学
の
か
た
は
ら
ほ
と
ん
ど
家
事
一
切
を
担
当

0

0

0

0

0

0

0

し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
、

衣
類
の
こ
と
は
家
事
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
大
き
な
、
し
か
も
見
の
が
せ
な

い
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
明
ら
か
に
家
事
の
う
ち
へ
含
ま
れ
て

ゐ
る
こ
と
だ
つ
た
。
げ
ん
の
す
べ
き
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
。
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四
三

〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
幸
田
文
『
お
と
う
と
』（
佐
々
木
亜
紀
子
）

結
局
、
着
物
を
「
大
人
じ
た
て
」
に
直
す
の
は
げ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
や
は

り「
だ
い
た
い
通
学
し
な
が
ら
家
事
な
ん
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

や
つ
て
る
も
の
あ
り
は
し
な
い（
中
略
）

で
き
な
い
は
う
が
あ
た
り
ま
へ
だ
。
な
ぜ
か
あ
さ
ん
が
、
…
…
」
と
、
学
生
が
家

事
を
担
う
辛
さ
に
母
を
恨
め
し
く
思
う
。
こ
う
し
た
葛
藤
や
た
め
ら
い
は
、
あ
た

か
も
現
代
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
悲
痛
な
内
面
を
読
む
よ
う
だ
。

３
・
２　

複
眼
的
構
造
と
女
中
の
消
去

そ
の
う
え
で
、『
お
と
う
と
』
は
超
越
的
な
立
場
の
語
り
を
滑
り
込
ま
せ
る
。

母
は
リ
ョ
ー
マ
チ
を
病
ん
で
ゐ
た
。
リ
ョ
ー
マ
チ
の
進
行
に
つ
れ
て
、
家
事
は

い
つ
と
な
く
母
の
手
か
ら
娘
の
手

0

0

0

に
移
り
、
い
つ
た
ん
移
っ
た
家
事
雑
用

0

0

0

0

と
い

ふ
も
の
は
、
も
う
梃
で
も
動
か
ず
げ
ん
の
肩
の
上
へ
く
ひ
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
ま
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
げ
ん
は
い
や
だ
つ
た
。（
中
略
）
し
か
も
そ
ん
な
く
だ

ら
な
い
些
事
が
、
げ
ん
の
若
さ
を
少
し
づ
ゝ
削
り
取
つ
て
、
つ
ま
ら
な
く
費
し

て
ゐ
る
の
だ
と
は
気
づ
か
な
い

0

0

0

0

0

。

客
観
的
立
場
か
ら
「
娘
の
手
」
そ
し
て
「
肩
の
上
」
に
、「
家
事
雑
用
」
が
の
し

か
か
っ
て
い
く
様
相
を
指
摘
す
る
語
り
手
は
、
弟
の
世
話
を
め
ぐ
る
逡
巡
を
、「
く

だ
ら
な
い
些
事
」と
す
る
。
そ
し
て
げ
ん
の
奮
闘
を
、若
さ
の
浪
費
と
切
っ
て
捨
て
、

そ
れ
に
「
気
づ
か
な
い
」
げ
ん
の
死
角
を
指
摘
す
る
。
こ
の
語
り
手
の
超
越
的
視

点
と
、
主
人
公
げ
ん
の
視
点
と
は
、
こ
の
小
説
の
〈
複
眼
的
構
造
〉
を
形
作
っ
て

い
る
。

『
お
と
う
と
』
の
「
三
人
称
の
語
り
手
」
に
つ
い
て
、
早
く
に
論
じ
た
の
は
藤
森

清
９
で
あ
る
。
藤
森
は
そ
の
語
り
手
が
、「
回
想
的
で
実
体
的
」
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、「
か
な
り
当
事
者
的
な
悔
恨
の
情
」
を
読
み
取
り
、「
出
来
事
か
ら
三
十
年

隔
た
っ
た
作
者
の
意
識
を
想
定
」
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
一
九
二
〇
年
代
と

い
う
新
中
間
層
の
出
現
時
期
を
舞
台
と
す
る
こ
の
物
語
が
、「
核
家
族
的
生
活
形
態

の
量
的
拡
大
」
時
期
で
あ
る
一
九
五
〇
年
代
に
書
か
れ
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。
そ
し
て
「
近
代
家
族
形
成
史
」
に
照
ら
し
て
、
姉
弟
の
「
情
愛
の
論
理
」

は「
か
な
り
新
奇
な
文
化
的
構
築
物
」だ
っ
た
の
で
あ
り
、そ
う
し
た
論
理
と
の「
逡

巡
に
満
ち
た
距
離
感
」
を
、
テ
ク
ス
ト
の
「
残
余
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
藤
森
論
を
参
照
す
る
と
、
舞
台
と
な
っ
た
一
九
二
〇
年
代
と
、
発
表
時
期

の
一
九
五
〇
年
代
の
二
重
性
は
、
女
中
の
不
在
と
い
う
点
に
も
み
ら
れ
る
。
大
正

期
の
新
中
間
層
が
理
想
と
す
る
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ホ
ー
ム
は
、
女
中
の
支
え
な
し
に

は
成
り
立
た
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
『
み
そ
つ
か
す
』
や
『
草
の
花
』
で
し

ば
し
ば
描
か
れ
て
い
た
「
女
中
」
が
、『
お
と
う
と
』
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
関

東
大
震
災
前
の
東
京
で
、
し
か
も
子
ど
も
た
ち
を
私
立
学
校
へ
通
学
さ
せ
る
家
庭

が
舞
台
で
あ
れ
ば
、
女
中
が
い
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
幸
田
家
に
も

女
中
は
い
た
だ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
『
草
の
花
』
で
も
、「
は
ゝ
は
不
自
由
な
の

を
忍
ん
で
女
中

0

0

と
一
緒
に
煮
焚
き
も
し
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
『
お
と
う
と
』
に
は
女
中
が
登
場
し
な
い
。『
草
の
花
』
と
『
お

と
う
と
』
と
の
相
違
点
と
し
て
、
継
母
の
造
型
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
女
中
が
描

か
れ
な
い
こ
と
も
ま
た
、
そ
れ
に
次
ぐ
、『
お
と
う
と
』
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
と
し

て
指
摘
し
た
い
。
行
き
届
い
た
母
か
ら
「
は
ふ
り
つ
放
し
」
の
母
へ
の
変
換
と
、

女
中
の
不
在
と
い
う
設
定
と
は
、
げ
ん
の
ケ
ア
負
担
増
に
直
結
す
る
要
因
と
な
る
。

げ
ん
は
放
課
後
う
ち
へ
帰
る
と
す
ぐ
、
夕
が
た
の
炊
事
に
か
ゝ
る
。（
中
略
）
晩

酌
を
す
る
父
に
向
く
や
う
な
も
の
と
家
族
の
お
惣
菜
を
つ
く
る
。
跡
か
た
づ
け

を
済
ま
せ
ば
九
時
に
な
る
。（
中
略
）
宿
題

0

0

を
す
る
の
さ
へ
九
時
か
ら
で
は
睡
く

な
つ
て
ゐ
る
。
通
学
距
離
が
遠
す
ぎ
る
の
と
、
家
事

0

0

を
ひ
き
う
け
て
ゐ
る
こ
と

が
苦
し
か
つ
た

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
こ
の
春
か
ら
碧
郎
の
分
が
殖
え
る
と
気
が
疲
れ
た

0

0

0

0

0

。
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現
代
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
さ
な
が
ら
に
、
げ
ん
は
女
学
校
の
「
宿
題
」
よ
り
、

弟
や
父
の
た
め
の
「
家
事
」
を
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
順
位
の
顚
倒
に
苦

痛
を
感
じ
つ
つ
も
、
女
中
の
消
さ
れ
た
こ
の
小
さ
な
家
庭
で
は
、
げ
ん
の
ほ
か
に

ケ
ア
を
引
き
受
け
る
人
は
い
な
い
。
家
族
内
の
ケ
ア
分
配
の
不
均
衡
は
明
ら
か
で
、

げ
ん
は
自
分
の
ケ
ア
役
割
を
、
家
族
内
の
助
け
合
い
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
大
正

時
代
の
十
七
歳
の
女
学
生
の
逃
れ
ら
れ
な
い
状
況
を
、「
苦
し
か
つ
た
」「
気
が
疲

れ
た
」
と
言
語
化
し
得
た
の
は
、
三
十
年
以
上
の
時
差
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
五
〇
年
代
の
よ
う
な
女
中
不
在
の
家
庭
状
況
を
、
一
九
二
〇
年
代
の
舞
台

に
忍
ば
せ
た
『
お
と
う
と
』
の
設
定
は
、
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
の
危
う
さ
を
は
し
な

く
も
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
核
家
族
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
私
的
領
域
で
の
抑

圧
が
、
げ
ん
の
よ
う
な
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
を
、
予
言
し
た
の
で

あ
る
。

３
・
３　
「
労
働
力
」
と
み
な
さ
れ
る
姉

『
お
と
う
と
』
の
前
半
部
は
、
弟
碧
郎
の
「
不
良
化
」
か
ら
、
放
校
処
分
、
転
学

に
続
い
て
、
ピ
ン
ポ
ン
、
球
つ
き
、
ス
カ
ー
ル
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
、
乗
馬
と
、「
遊

び
ぐ
せ
」
が
金
銭
問
題
も
伴
っ
て
高
じ
て
ゆ
く
様
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
事
あ
る

ご
と
に
家
族
関
係
の
悪
化
が
露
呈
す
る
。
殊
に
「
生
さ
ぬ
中
」
と
い
う
血
縁
の
話

題
は
、「
不
和
な
両
親
」
の
亀
裂
を
決
定
的
な
も
の
に
す
る
。

母
は
碧
郎
の
放
校
処
分
を
「
せ
つ
か
く
骨
を
折
つ
て
入
学
さ
せ
た
の
に
」、「
私

は
も
う
知
ら
な
い
。（
中
略
）
私
は
血
は
繋
が
つ
て
ゐ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ん
だ
も
の
」
と
嘆
く
。

そ
こ
か
ら
「
父
と
母
と
の
あ
ひ
だ
に
は
凄
じ
い
ば
か
り
の
暗
闘

0

0

が
開
か
れ
」
る
。

「
お
れ
は
そ
ん
な
愛
情
の
何
の
と
つ
べ
こ
べ
云
ふ
よ
り
さ
き
に
、
も
つ
と
毎

日
々
々
の
弁
当
の
こ
と
で
も
靴
の
紐
の
こ
と
で
も
、
は
つ
き
り
し
た
実
際
の
こ

と
を
ど
う
し
よ
う
か
と
思
つ
て
る
ん
だ
。」（
中
略
）

「
碧
郎
の
身
の
廻
り
は
げ
ん
が
や
つ
て
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
見
て
ゐ
る
が
違
ふ
か
。（
中
略
）

そ
れ
で
い
ゝ
ん
だ
。
げ
ん
だ
つ
て
家
事
は
す
る
が
い
ゝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ん
だ
。
た
ゞ
（
中
略
）

げ
ん
に
指
図
す
る

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
の
こ
と
は
し
て
も
ら
ひ
た
い
ん
だ
」

「
げ
ん
だ
つ
て
家
事
は
す
る
が
い
ゝ
」
に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
偏
差
と
、
家
父
長
的

支
配
と
が
混
在
し
て
い
る
も
の
の
、「
毎
日
々
々
の
弁
当
」
や
「
靴
の
紐
」
の
重
要

性
を
知
る
父
の
発
言
は
正
し
い
。
だ
が
げ
ん
を
落
胆
さ
せ
る
の
は
、「
げ
ん
に
指
図

す
る
」「
命
令
権
」
は
母
親
が
も
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。「
不
良
化
」
す
る
弟
の
処

遇
を
め
ぐ
る
口
論
は
、
も
う
一
方
の
姉
の
げ
ん
も
ま
た
保
護
さ
れ
世
話
を
受
け
る

べ
き
学
生
で
あ
る
こ
と
を
置
き
去
り
に
し
て
い
る
。

げ
ん
は
自
分
が
ど
う
い
ふ
位
置
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
は
か

ら
ず
も
よ
く
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
げ
ん
は
自
分
が
両
親
に
は
完
全

0

0

に
労
働
力

0

0

0

0

と
し
か
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
と
い
ふ
受
取
り
か
た
を
し
て
ゐ
た
。

（
中
略
）
学
生
で
あ
る

0

0

0

0

0

こ
と
も
確
か
だ
け
れ
ど
、
女
中
の
す
る
こ
と
主
婦
の
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
代
つ
て
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
、
し
か
も
主
婦
と
し
て
は
（
中
略
）
母
と
い
ふ
人
が

ゐ
て
、
そ
の
人
が
命
令
権

0

0

0

を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
父
が
そ
の
話
の
な
か
で
ち

や
ん
と
承
認
し
て
ゐ
る
の
だ
。

学
生
で
あ
り
な
が
ら
、
主
婦
と
女
中
の
代
り
に
な
り
つ
つ
、
な
お
「
完
全
に
労0

働
力

0

0

と
し
か
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
だ
」
と
げ
ん
は
失
望
す
る
。『
お
と
う
と
』
に

女
中
が
描
か
れ
な
い
の
は
、
ま
さ
に
げ
ん
が
女
中
に
代
わ
る
「
労
働
力
」
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
符
合
す
る
。

３
・
４
「
姉
の
パ
ー
ト
」
の
選
択

ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
承
認
労
働
論
に
お
い
て
、
社
会
的
承
認
を
求
め
る
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四
五

〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
幸
田
文
『
お
と
う
と
』（
佐
々
木
亜
紀
子
）

感
情
を
刺
激
す
る
こ
と
で
、「
抑
圧
な
き
従
属
」
へ
と
駆
り
立
て
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
明
ら
か
し
た 

10

。
承
認
を
反
復
し
続
け
る
こ
と
で
、「
自
発
的
な
従
属
」
を
引

き
出
し
、
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
を
「
従
順
な
臣
下
」
に
し
、
女
性
た
ち
を
「「
善
き
」

母
と
主
婦
」
に
し
た
と
い
う
。

げ
ん
の
場
合
、
確
か
に
父
に
逆
ら
い
は
し
な
い
が
、
こ
う
し
た
「
承
認
」
を
求

め
た
順
応
的
ふ
る
ま
い
と
は
言
い
難
い
。
ま
し
て
や
「
み
そ
つ
か
す
」
な
姉
が
「
承

認
」
を
求
め
て
、「
自
発
的
な
従
属
」
を
し
た
の
で
は
な
い
。「
父
は
し
ご
と
一
方
、

母
は
命
令
だ
け
で
坐
つ
た
き
り
、
弟
は
み
ん
な
か
ら
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
受
け
は
う
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

、
げ
ん
だ
け
が
も
つ
ぱ
ら
働
か
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
の
で
は
、
な
さ
け
な
い
」
と
、

ケ
ア
分
配
の
不
均
衡
や
姉
弟
の
非
対
称
な
扱
い
に
自
覚
的
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
げ
ん
は
、「
姉
」
で
あ
る
こ
と
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。「
労
働
力
」

と
み
な
さ
れ
る
口
惜
し
さ
を
抱
き
つ
つ
も
、「
生
さ
ぬ
中
」
の
母
に
愛
さ
れ
ざ
る
弟

を
、「
不
和
な
両
親
」
の
も
と
に
置
き
去
り
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

縁
談
な
ん
か
と
比
較
に
な
ら
な
い
比
重
が
碧
郎
に
落
ち
て
ゐ
た
。
碧
郎
は「
か

は
い
さ
う
な
弟
」
で
あ
り
、「
愉
快
な
弟
」
で
あ
り
、
不
良
で
ひ
ね
く
れ
で
姉
思

ひ
の
子
で
あ
る
。（
中
略
）
姉
の
パ
ー
ト

0

0

0

0

0

を
尽
し
て
か
ら
で
も
結
婚
は
で
き
る
し

（
中
略
）い
ま
弟
を
一
人
ぽ
っ
ち

0

0

0

0

0

に
し
て
は
お
け
な
い
心
が
し
き
り
だ
つ
た
。（
中

略
）
碧
郎
が
も
し
孤
独
で
あ
つ
た
ら
と
考
へ
る
と
、
げ
ん
は
自
分
が
ゐ
る
こ
と

は
役
に
立
つ
と
信
じ
た
。

妻
に
な
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
行
く
こ
と
よ
り
、
ケ
ア
が
必
要
な
碧
郎
を
「
一

人
ぽ
つ
ち
」
に
し
な
い
た
め
に
、「
姉
の
パ
ー
ト
を
尽
」
す
こ
と
を
げ
ん
は
自
ら
選

ん
だ
の
だ
。

４
、
弟
の
結
核
罹
患
：
げ
ん
の
「
無
収
入
」

４
・
１　

医
師
が
求
め
る
「
母
親
の
愛
」

『
お
と
う
と
』
の
前
半
部
は
、
碧
郎
の
外
泊
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
、
後
半
部
は
年

の
改
ま
っ
た
一
九
五
二
年
一
月
か
ら
連
載
さ
れ
た
。
前
半
部
末
尾
か
ら
は
震
災
を

挟
ん
で
二
年
経
っ
て
い
る
。
物
語
は
碧
郎
が
進
行
し
た
結
核
に
罹
患
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
し
た
六
月
か
ら
始
ま
る
。
碧
郎
は
十
九
歳
、
げ
ん
は
二
十
二
歳
に
な
っ

て
い
る
。

後
半
部
冒
頭
で
、
結
核
と
の
診
断
を
知
っ
た
父
は
、「
医
者
が
（
中
略
）
保
護
者

0

0

0

に
病
状
を
話
し
た
い
と
云
つ
て
る
さ
う
だ
か
ら
、
お
ま
へ
行
つ
て
聴
い
て
来
て
く

れ
な
い
か
」
と
げ
ん
に
依
頼
す
る
。
げ
ん
は
「
非
常
に
荷
の
重
い
使
者
」
に
な
る

こ
と
を
承
知
の
う
え
で
医
院
に
出
向
く
。
す
る
と
医
師
は
「
保
護
者

0

0

0

の
か
た
に
お

出
で
願
ひ
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
」、「
家
長

0

0

の
は
つ
き
り
し
た
方
針
と
い
ふ
も
の
を

聴
き
た
い
」
と
、
姉
で
は
な
く
、「
保
護
者
」「
家
長
」
の
必
要
性
を
告
げ
る
。

ま
た
、
医
師
は
熱
心
さ
の
あ
ま
り
、「
知
識
階
級
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
の
家
に

こ
ん
な
ひ
ど
い
患
者
を
出
し
て
し
ま
つ
た
こ
と
」
を
患
者
の
た
め
に
悔
し
が
る
。

だ
が
こ
の
家
族
に
と
っ
て
医
師
は
所
詮
他
者
で
し
か
な
い
。「
入
院
ま
で
の
看
病
に

し
て
も
、
お
か
あ
さ
ん

0

0

0

0

0

が
な
さ
る
ん
で
し
よ
？
」、「
お
と
う
さ
ん
は
気
が
つ
か
な

く
て
も
、ど
う
し
て
お
か
あ
さ
ん

0

0

0

0

0

に
気
が
つ
か
な
か
つ
た
の
か
な
？
」と
不
審
が
る
。

「
先
生
は
家
庭
の
不
和
な
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0

を
ま
つ
た
く
知
つ
て
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
已
む
を
得
ま

い
け
れ
ど
」、「
愛
の
乏
し
い
母
と
息
子
の
間
が
ら
」
が
想
像
で
き
な
い
の
だ
。
そ

の
医
師
を
相
手
に
、
げ
ん
は
家
族
の
暗
部
を
隠
蔽
し
、「
寂
し
さ
に
逆
ら
つ
て
、
強

情
を
張
り
た
い
」。　

そ
こ
で
げ
ん
は
、「
弟
の
世
話

0

0

0

0

は
わ
た
し
が
し
て
ゐ
ま
し
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
や

は
り
母
で
な
く
て
私
の
し
ご
と

0

0

0

0

0

だ
と
思
ひ
ま
す
」
と
告
げ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た

い
は
、「
私
の
し
ご
と
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
先
述
し
た
碧
郎
の
着
物
を
「
大
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六

人
じ
た
て
」
に
直
す
際
と
同
じ
こ
と
ば
だ
。
衣
類
管
理
は
家
事
の
一
部
で
あ
り
、

家
事
は
「
私
の
し
ご
と
」
な
の
だ
か
ら
、「
弟
の
世
話
」
は
衣
類
で
も
病
気
で
も
「
私

の
し
ご
と
」
と
い
う
わ
け
だ
。
家
事
も
看
病
も
、「
世
話
」
す
な
わ
ち
ケ
ア
な
の
で

あ
る
。
だ
が
、
医
師
は
「
若
す
ぎ
て
不
行
届
に
な
り
が
ち
な
ん
で
す
。
三
ツ
違
ひ

の
姉
で
は
母
親
だ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
大
病
に
是
非
必
要
な
の
は
母
親

0

0

の
看
病

0

0

0

な
ん
で
す
」
と
、
あ
く
ま
で
母
親
の
ケ
ア
を
求
め
る
。

家
族
の
心
身
の
ケ
ア
を
女
性
の
役
割
と
し
、
そ
れ
は
、
姉
で
は
な
く
「
母
親
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
母
性
愛
神
話
が
根
を
下
ろ
し
て

い
る
の
だ
。
げ
ん
は
翌
日
に
弟
に
付
き
添
い
な
が
ら
、「
三
ツ
違
ひ
の
姉
に
な
ど
母0

親
の
愛

0

0

0

は
も
て
な
い
も
の
だ
、
と
云
は
れ
た
の
を
痛
く
想
ひ
か
へ
す
」。
さ
ら
に
、

病
院
で
は
感
染
の
危
険
か
ら
、若
い
「
げ
ん
の
附
添
は
不
適
当
だ
と
指
摘
さ
れ
」
る
。

そ
れ
で
も
げ
ん
は「
私
よ
り
ほ
か
人
が
ゐ
な
い
ん
で
す
。家
族
が
少
い
う
ち

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
」

と
、自
ら
医
師
に
抗
弁
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、げ
ん
の
け
な
げ
な
奮
闘
に
よ
っ
て
、

辛
う
じ
て
家
族
に
よ
る
ケ
ア
の
調
達
が
可
能
だ
っ
た
様
相
が
描
か
れ
、
少
人
数
化

す
る
家
族
の
危
う
さ
が
予
見
さ
れ
て
い
る
。　

４
・
２　
「
無
収
入
」
と
い
う
気
づ
き

碧
郎
の
入
院
を
め
ぐ
っ
て
露
呈
し
た
の
は
、
家
族
ケ
ア
の
女
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化

と
母
性
愛
神
話
の
浸
透
で
あ
り
、
ケ
ア
役
割
は
家
庭
内
だ
け
で
な
く
、
病
院
と
い

う
公
的
な
空
間
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
ケ

ア
の
実
働
は
な
く
と
も
、
決
定
権
は
あ
く
ま
で
「
家
長
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

「
家
長

0

0

の
は
つ
き
り
し
た
方
針
と
い
ふ
も
の
を
聴
き
た
い
ん
で
す
」（
中
略
）

経
済
に
責
任

0

0

0

0

0

を
も
つ
父
親
の
意
見
が
な
く
て
は
、
治
療
の
方
法
は
医
師
の
ひ
と

り
ぎ
め
に
は
で
き
な
い
の
だ
つ
た
。
そ
れ
に
は
げ
ん
の
や
う
な
何
の
責
任
も
取

れ
な
い
姉
と
い
ふ
身
分
は
、
保
護
者
の
範
囲
に
は
は
ひ
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
り
、（
中

略
）
今
ま
で
あ
ま
り
考
へ
て
も
み
な
か
つ
た
自
分
が
無
収
入

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
ふ
こ
と
も
、

い
た
く
思
ひ
知
つ
た
。

医
師
が
説
く
と
お
り
、「
家
長
」
が
「
経
済
に
責
任
」
を
持
つ
ゆ
え
に
、
決
定
権

も
「
家
長
」
に
あ
る
。
家
庭
で
は
「
げ
ん
に
指
図
す
る
」「
命
令
権
」
は
母
親
に
あ

り
、
病
院
で
は
治
療
方
針
の
決
定
権
が
「
家
長
」
に
あ
り
な
が
ら
、
ケ
ア
そ
の
も

の
は
双
方
の
場
所
で
げ
ん
の
「
し
ご
と
」
と
さ
れ
る
と
は
、
な
ん
と
理
不
尽
な
こ

と
だ
ろ
う
。

前
半
部
に
お
い
て
、
両
親
の
口
論
か
ら
自
分
が
単
な
る
「
労
働
力
」
と
み
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
っ
た
げ
ん
だ
が
、こ
こ
で
は
「
労
働
力
」
と
な
っ
て
な
お
、

「
自
分
が
無
収
入
」
で
あ
る
こ
と
も
「
い
た
く
思
ひ
知
」
る
。

女
学
校
を
出
た
未
婚
の
女
性
が
、
収
入
を
得
る
、
言
い
換
え
れ
ば
有
償
労
働
を

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
難
し
い
時
代
で
あ
る
。「
経
済
に
責
任
を
持
つ
父
親
」
の
も

と
に
暮
ら
し
、「
労
働
力
」
と
な
っ
て
家
事
を
し
て
も
、「
無
収
入
」
な
の
は
当
然
だ
。

「
あ
ま
り
考
へ
て
も
み
な
か
つ
た
」
と
し
て
も
、
げ
ん
が
迂
闊
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
こ
こ
に
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
書
き
手
の
認
識
が
、
げ
ん
を
背
後
か
ら
後
押

し
し
て
い
る
よ
う
だ
。
物
語
内
容
の
大
正
末
期
と
三
十
年
後
の
執
筆
時
期
と
の
時

差
が
、〈
複
眼
的
構
造
〉
と
な
っ
て
、
げ
ん
を
「
無
収
入
」
と
い
う
気
づ
き
に
導
い

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ー
サ
・
Ａ
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
で
称
揚
さ
れ
る
「
自
律
神
話
」

を
否
定
し
、
誰
も
が
ケ
ア
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
う
え
で
「
二

次
的
な
依
存
」
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

二
次
的
な
依
存
と
は
、
や
む
を
え
ず
誰
か
に
依
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
の

ケ
ア
の
責
任
を
果
た
す
（
あ
る
い
は
、
割
り
振
ら
れ
た
）
と
き
に
起
こ
る
。
誰

か
を
ケ
ア
す
る
人
が
、
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
自
分
自
身
も
人
や
社
会
的
資
源
に
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〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
幸
田
文
『
お
と
う
と
』（
佐
々
木
亜
紀
子
）

頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と
い
う
ご
く
単
純
な
か
ら
く
り

0

0

0

0

を
は
っ
き
り
さ
せ
る

た
め
に
、
私
は
こ
の
依
存
を
〝
二
次
的
な
依
存
〞
と
呼
ぶ
。（
中
略
）
ケ
ア
は
女

性
に
割
り
振
ら
れ
つ
づ
け
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
妻
、

母
、（
中
略
）
姉0

と
い
っ
た
人
た
ち
に
責
任
と
し
て
委
ね
ら
れ
る
。 

11

げ
ん
の
「
無
収
入
」
状
態
は
、
ま
さ
に
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
指
摘
す
る
「
二
次
的

な
依
存
」
状
態
で
あ
る
。
病
気
が
原
因
で
「
依
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
碧
郎

が
い
て
、
そ
の
ケ
ア
役
割
を
「
割
り
振
ら
れ
た
」
姉
の
げ
ん
。「
ケ
ア
の
責
任
を
果

た
す
」
げ
ん
は
、「
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
自
分
自
身
」
が
「
無
収
入
」
で
、
父
の
経

済
的
資
源
に
「
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
」
っ
て
い
る
。
こ
の
「
か
ら
く
り
」
か
ら
、

げ
ん
は
「
何
の
責
任
も
取
れ
な
い
姉
」
と
さ
れ
、
家
事
の
「
命
令
権
」
を
母
に
奪

わ
れ
、
治
療
方
針
は
父
の
決
定
を
待
つ
し
か
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
大
正
末
期
に
生
き
る
げ
ん
が
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
に
現
実
味

は
な
い
。
だ
が
現
代
の
「
妻
、
母
、（
中
略
）
姉
」
な
ど
の
ケ
ア
ラ
ー
が
、
家
事
、

育
児
、
介
護
と
い
う
ケ
ア
を
、「
責
任
と
し
て
委
ね
ら
れ
」
た
た
め
に
、「
二
次
的

な
依
存
」
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
重
な
る
。「
労
働
力
」
と
し
て
ケ
ア
役
割
を

果
た
し
て
も
な
お
「
無
収
入
」
だ
と
い
う
こ
と
に
、
大
正
期
の
若
い
主
人
公
が
思

い
及
ぶ
こ
と
で
、
現
代
に
つ
な
が
る
難
問
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
。「
二
次
的
な
依

存
」
状
態
に
陥
っ
て
、
自
立
を
阻
ま
れ
て
い
る
現
代
の
若
い
ケ
ア
ラ
ー
は
、
げ
ん

に
酷
似
し
て
い
る
。

４
・
３　
「
綱
を
つ
け
ら
れ
」
た
姉

げ
ん
が
碧
郎
の
看
病
か
ら
決
定
的
に
逃
れ
難
く
な
る
の
は
、
入
院
の
日
で
あ
る
。

病
室
に
聞
こ
え
る
「
何
か
の
宗
教
」
の
「
無
気
味
な
合
唱
に
堪
へ
か
ね
て
前
後
見

境
な
く
」、
げ
ん
は
帰
宅
し
て
し
ま
う
。
だ
が
帰
宅
し
て
「
わ
あ
つ
と
泣
い
て
し
ま

つ
た
」
げ
ん
を
、
父
母
が
労
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
ど
う
し
た
ん
だ
、
え
？　

ど
う
し
た
ん
だ
？
」

「
碧
郎
さ
ん
の
容
態
な
の
？
」

ひ
や
り
と
し
て
鎮
静
し
た
、
一
気
に
げ
ん
は
鎮
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。
父
も
母

も
‥
‥
‥
碧
郎
を
心
配
し
て
ゐ
る
！　

さ
う
だ
、
碧
郎
だ
け
な
の
だ
。
両
親
は

碧
郎
の
こ
と
だ
け
し
か
思
つ
て
ゐ
な
い
、
と
わ
か
つ
た
。（
中
略
）
帰
ら
う
と
思

つ
た
、
病
院
へ
。（
中
略
）

「
お
ま
へ
は
今
夜
は
ど
つ
ち
で
寝
る
ん
だ
？
」
あ
ゝ
、
ど
つ
ち
で
寝
る
ん
だ
？

と
は
、
な
ん
と
い
ふ
、
…
…
さ
み
し
か
つ
た
。

「
あ
ち
ら
へ
行
き
ま
す
」
と
云
ふ
よ
り
し
か
た
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
。

こ
の
日
、
げ
ん
は
朝
か
ら
杏
雲
堂
で
病
院
長
の
診
察
を
受
け
る
碧
郎
に
付
添
い
、

厳
し
い
病
状
を
告
げ
ら
れ
た
碧
郎
と
病
院
の
帰
り
に
喫
茶
店
と
写
真
館
に
立
ち
寄

り
、
帰
宅
し
て
入
院
の
仕
度
を
し
、
病
院
に
同
行
し
て
碧
郎
の
入
院
手
続
き
を
し

た
の
で
あ
る
。「
一
日
ぢ
ゆ
う
気
も
ち
が
休
ま
る
ひ
ま
は
な
く
、
連
続
し
た
神
経
の

酷
使
」
を
し
て
ケ
ア
を
尽
く
し
た
げ
ん
に
対
す
る
両
親
の
仕
打
ち
は
、
げ
ん
を
心

底
落
胆
さ
せ
る
。

自
分
は
弟
の
発
病
に
よ
つ
て
病
院
の
な
か
だ
け
の
範
囲
に
綱
を
つ
け
ら
れ
て
し

0

0

0

0

0

0

0

0

ま
つ
た

0

0

0

観
が
あ
る
。
も
う
両
親
の
ゐ
る
う
ち
と
い
ふ
も
の
も
、
自
分
の
綱
の

0

0

外

の
や
う
で
あ
る
。
あ
が
い
て
も
む
だ
な
の
だ
つ
た
。
看
病
す
る
け
な
げ
な
姉
娘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
、
も
う
ど
こ
へ
も
通
用
し
な
い
の
だ
。

げ
ん
に
「
綱
を
つ
け
」、「
看
病
す
る
け
な
げ
な
姉
娘
」
に
な
る
こ
と
を
強
い
た

の
は
、「
は
ふ
り
つ
放
し
」
の
母
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
父
で
あ
る
。
碧
郎
の
結
核

罹
患
以
来
、父
は
げ
ん
に
ま
す
ま
す
負
荷
を
か
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
先
述
の
「
医

者
が
（
中
略
）
保
護
者
に

0

0

0

0

病
状
を
話
し
た
い
と
云
つ
て
る
さ
う
だ
か
ら
、
お
ま
へ
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四
八

行
つ
て
聴
い
て
来
て
く
れ
な
い
か
」
と
げ
ん
に
依
頼
し
た
と
い
う
件
。「
保
護
者
」

と
指
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
げ
ん
を
「
非
常
に
荷
の
重
い
使
者
」
に
す
る
の
は
、

責
任
回
避
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
何
事
に
お
い
て
も
思
慮
深
く
状
況
を
把
握
す
る
父

に
、
げ
ん
が
「
保
護
者
の
範
囲
に
は
は
ひ
ら
な
い
」
姉
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
通

せ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
ま
た
、「
碧
郎
に
最
上
の
入
院
生
活
を
」
と
「
な
る
べ

く
み
じ
め
く
さ
く
な
い
部
屋
へ
入
れ
て
や
つ
て
く
れ
」
と
耳
う
ち
し
な
が
ら
も
「
そ

の
く
せ
自
分
で
碧
郎
を
送
つ
て
行
く
の
は
辛
い
ら
し
く
見
え
た
」
と
い
う
。
父
の

狼
狽
ぶ
り
と
ケ
ア
責
任
か
ら
の
逃
避
は
明
ら
か
だ
。
そ
し
て
入
院
後
は
、時
に
「
名

の
あ
る
料
亭
の
料
理
な
ど
を
み
や
げ
に
し
て
や
つ
て
来
る
の
だ
が
、
も
の
の
二
時

間
と
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」。

こ
う
し
た
「
気
弱

0

0

く
な
つ
て
き
て
ゐ
る
」
父
は
、
家
庭
内
で
「
碧
郎
の
身
の
廻

り
は
げ
ん
が
や
つ
て
る
」
と
し
た
延
長
で
、
げ
ん
を
病
院
へ
と
追
い
立
て
、「
病
院

の
な
か
だ
け
の
範
囲
に
綱
を
つ
け
」
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
代
わ
り
に
「
碧
郎
の

医
療
費
の
た
め
に
精
い
つ
ぱ
い
稼
い
で
ゐ
る
」。「
家
長
」
と
し
て
、
こ
れ
が
父
の

な
し
得
る
ケ
ア
責
任
な
の
で
あ
ろ
う
。

幸
田
文
が
父
を
こ
の
よ
う
な
不
甲
斐
な
い
「
気
弱
」
な
「
家
長
」
と
し
て
描
い

た
の
は
興
味
深
い
。

４
・
４　
〈
ケ
ア
〉
の
価
値
化

松
﨑
実
穂
は
「
ポ
ス
ト
・
ケ
ア
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、
現
代
の
「
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
や
若
者
ケ
ア
ラ
ー
」
が
、
ケ
ア
の
責
任
や
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
に
も
、

キ
ャ
リ
ア
選
択
や
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
で
困
難
を
抱
え
る
こ
と

を
論
じ
た 

12

。
げ
ん
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

金
井
景
子
は
『
闘
』（
一
九
七
三
年
、
新
潮
社
）
を
論
じ
る
際
、『
お
と
う
と
』

に
言
及
し
、「「
し
尽
く
す
」
こ
と
（
＝
役
割
の
一
元
化
や
燃
え
尽
き
を
厭
わ
な
い

献
身
的
な
看
護
・
介
護
）
へ
の
誘
惑
あ
る
は
強
迫
を
喚
起
し
続
け
る
」
こ
と
を
指

摘
し
、「
弟
の
死
を
も
っ
て
物
語
の
幕
を
閉
じ
、
生
き
て
行
く
姉
の
そ
の
後
の
物
語

が
綴
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」 13
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
げ
ん
は
「
一
家
に
結

核
患
者
を
出
し
て
ゐ
て
は
、
無
病
息
災
な
男
と
結
婚
は
ま
づ
望
み
薄
」
と
諦
め
て

い
た
。
た
と
え
「
燃
え
尽
き
」
な
い
と
し
て
も
、結
核
患
者
の
看
病
を
す
る
こ
と
は
、

そ
の
将
来
、
す
な
わ
ち
結
婚
に
も
負
の
影
響
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

の
だ
。
だ
が
そ
の
げ
ん
に
縁
談
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
会
っ
て
み
る
と
相
手
は
、「
有

名
人
の
知
人
」
や
親
類
の
「
家
柄
」
を
並
べ
立
て
た
と
い
う
。

最
後
に「
あ
な
た
と
結
婚
で
き
れ
ば
り
つ
ぱ
な
お
舅
さ
ん
が
持
て
ゝ
」と
云
ひ
、

結
核
の
弟
を
持
ち

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
看
病
を
し
て
の
け
た
勇
気
の
あ
る
女

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
妻
に
す
る
の

は
嬉
し
い
―
―
と
は
云
は
な
か
つ
た
。
興
ざ
め
る
紳
士
だ
つ
た
。

身
を
挺
し
て
「
看
病
の
労
働

0

0

0

0

0

を
続
け
通
し
て
ゐ
る
げ
ん
」
で
は
な
く
、
ケ
ア
責

任
を
長
女
に
負
わ
せ
続
け
る
父
が
「
り
つ
ぱ
な
お
舅
さ
ん
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る

不
条
理
。
だ
が
そ
れ
は
こ
の
「
興
ざ
め
る
紳
士
」
だ
け
で
な
い
。
ケ
ア
労
働
へ
の

社
会
的
評
価
の
低
さ
は
、
現
在
ま
で
も
連
綿
と
続
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
注
目
さ

れ
る
の
は
、
げ
ん
自
身
は
「
結
核
の
弟
を
持
ち
、
そ
の
看
病
を
し
て
の
け
た
勇
気

の
あ
る
女
」
と
自
己
評
価
し
、
ケ
ア
を
価
値
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
後
も
げ
ん
は
、
碧
郎
が
「
島
田
髷
に
結
つ
て
見
せ
て
く
れ
」
と
い
う
要
求

に
「
か
ら
か
は
れ
て
い
や
な
思
ひ
を
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
道
化
よ
う
と
」

応
え
て
み
せ
る
。
あ
る
い
は
「
鍋
焼
き
う
ど
ん
」
を
「
一
ツ
鍋
の
向
う
と
こ
ち
ら

か
ら
口
を
つ
け
」
る
よ
う
に
誘
う
碧
郎
の
真
意
を
さ
ぐ
り
、「
碧
郎
さ
ん
、
信
じ
な

さ
い
。
私
は
あ
ん
た
を
看
病
し
て
ゐ
る
ん
だ
。
い
や
が
ち
や
ゐ
な
い
」
と
慰
め
る
。

「
愛
を
確
認
し
て
安
心
し
た
い
一
心
」
の
傷
ま
し
い
碧
郎
を
相
手
に
、
ま
さ
に
感
情

労
働
ま
で
強
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
「
看
病
の
労
働

0

0

」
を
通
し
て
、「
結
核
の
看
病
と
い
ふ
し
ご
と

0

0

0

の
真
底
」
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を
げ
ん
は
会
得
す
る
。
そ
れ
は
細
や
か
な
配
慮
と
深
い
洞
察
力
の
あ
る
〈
応
答
性
〉 14

と
呼
べ
る
よ
う
な
能
力
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
看
病
を
し
て
の
け
た
勇
気
の
あ
る
女
」

の
仕
遂
げ
た
「
し
ご
と
」
で
あ
る
。

５
、
先
駆
的
〈
ケ
ア
小
説
〉
と
し
て
の
『
お
と
う
と
』

看
病
だ
け
で
は
な
く
、
家
事
、
世
話
、
感
情
面
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
も
含
ん
だ
ケ

ア
と
い
う
観
点
か
ら
『
お
と
う
と
』
を
読
み
、
そ
れ
が
前
半
部
と
後
半
部
に
通
底

す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。

「
は
ふ
り
つ
放
し
」
の
母
の
造
型
と
女
中
消
去
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
設
定

で
、
げ
ん
の
家
事
負
担
増
を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う

え
で
、
前
半
部
の
「
家
事
一
切
を
担
当
」
す
る
ケ
ア
役
割
が
、
後
半
部
で
病
院
で

の
「
看
病
の
労
働
」
と
い
う
ケ
ア
へ
と
地
続
き
に
な
り
、『
お
と
う
と
』
は
ま
さ
に

〈
ケ
ア
小
説
〉
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
重
要
な
の
は
、『
お
と
う
と
』
が
、
現
代
に
つ
な
が
る
ケ
ア
の
課
題
を
提

起
し
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
学
生
で
あ
り
な
が
ら
過
重
な
家
事
を
一
人
で
担

わ
さ
れ
る
困
難
。
あ
る
い
は
ケ
ア
提
供
者
が
そ
の
役
割
の
た
め
に
、「
無
収
入
」
に

な
り
、「
二
次
的
な
依
存
」
状
態
に
陥
る
こ
と
。
さ
ら
に
そ
れ
が
原
因
で
「
命
令
権
」

や
決
定
権
を
奪
わ
れ
、
蔑
ろ
に
さ
れ
る
か
ら
く
り
な
ど
。
こ
れ
ら
を
主
人
公
の
心

情
と
と
も
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。

ま
た
、
弟
の
世
話
や
看
病
を
、「
労
働
」
と
す
る
先
見
性
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ

に
は
、
一
九
二
〇
年
代
を
生
き
る
主
人
公
の
視
点
と
、
小
説
を
書
く
一
九
五
〇
年

代
の
視
点
と
の
〈
複
眼
的
構
造
〉
が
関
わ
り
、
主
人
公
の
思
考
や
感
情
に
奥
行
き

と
客
観
性
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
労
働
に
よ
っ
て
「
二
次
的
な
依
存
」

状
態
と
な
っ
て
搾
取
や
支
配
に
さ
ら
さ
れ
る
現
代
の
若
い
ケ
ア
ラ
ー
た
ち
の
声
な

き
声
を
表
現
し
得
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
ケ
ア
提
供
者
は
ケ
ア
を
受
け
る
人
に
と
っ
て
、
他
者
で
も
あ
る
。
碧

郎
は
羨
望
と
あ
て
つ
け
と
「
皮
肉
批
難
」
か
ら
、「
健
康
人
」
を
「
二
本
足
で
立
つ

て
ゐ
ら
れ
る
人
」
と
名
づ
け
る
。
横
臥
す
る
人
に
と
っ
て
は
、「
二
本
足
で
立
つ
て

ゐ
ら
れ
る
」
だ
け
で
、他
者
な
の
だ
。「
寝
た
き
り
の
碧
郎
」
と
対
峙
し
、自
身
が
「
健

康
人
」
と
い
う
他
者
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
気
づ
か
さ
れ
つ
つ
、
げ
ん

は
親
密
性
を
築
い
て
い
く
。
そ
こ
で
培
わ
れ
た
〈
応
答
性
〉
は
、「
ケ
ア
の
倫

理
」 15
か
ら
評
価
す
べ
き
力
と
い
え
る
。

加
え
て
「
結
核
の
弟
」
の
「
看
病
を
し
て
の
け
た
勇
気
」
と
自
ら
価
値
化
し
て

い
る
こ
と
も
卓
見
と
い
え
よ
う
。げ
ん
は
家
父
長
制
に
隷
属
し
た
の
で
は
な
く
、「
ケ

ア
の
倫
理
」
に
生
き
た
の
だ
。
だ
が
舞
台
と
な
っ
た
大
正
末
期
で
も
、
発
表
時
の

一
九
五
〇
年
代
で
も
、
そ
し
て
現
在
で
も
、
未
だ
そ
の
「
勇
気
」
は
評
価
さ
れ
た

と
は
言
え
な
い
。『
お
と
う
と
』
は
ケ
ア
の
重
要
性
と
、
そ
れ
を
正
当
に
評
価
し
な

い
社
会
の
不
公
正
を
描
い
て
い
る
点
で
も
、
先
駆
的
な
〈
ケ
ア
小
説
〉
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１ 『
お
と
う
と
』
を
は
じ
め
、幸
田
文
作
品
の
引
用
は
『
幸
田
文
全
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
〜
二
〇
〇
三
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、
傍
点
と
ル
ビ
は
適
宜
省
い
た
。

２ 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
山
本
健
吉
「
幸
田
文
に
つ
い
て
」（『
新
選
現
代
日
本

文
學
全
集　

12
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
〇
）
な
ど
が
あ
る
。

３ 

エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
イ
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』

（
岡
野
八
代
・
牟
田
和
恵
監
訳
、
白
澤
社
、
二
〇
一
〇
）
参
照
。

４ 
日
本
ケ
ア
ラ
ー
連
盟
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

https://carersjapan.com
/

（
二
〇
二
四
・
一
・
二
九
閲
覧
）
参
照
。

５ 

澁
谷
智
子
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
：
介
護
を
担
う
子
ど
も
・
若
者
の
現
実
』（
中
公

新
書
、二
〇
一
八
）
参
照
。「
年
輩
の
方
々
の
な
か
に
は
（
中
略
）
家
族
が
助
け
合
っ
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
九
号

五
〇

て
世
話
し
合
う
の
は
当
た
り
前
と
い
う
感
覚
も
あ
る
か
と
思
う
」
と
あ
る
。

６ 
連
載
当
時
か
ら
好
評
で
、「『
婦
人
公
論
』
の
一
九
五
七
年
十
一
月
号
広
告
に
、「
幸

田
文　

お
と
う
と　

清
洌
魂
を
洗
う
純
愛
の
書
‼　

今
秋
ト
ッ
プ
を
ゆ
く
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー　

松
竹
映
画
化
決
定
」
と
あ
る
。
映
画
は
松
竹
で
は
な
く
大
映
。
一
九
六

〇
年
、市
川
崑
監
督
作
品
。
主
演
（
げ
ん
）
は
岸
惠
子
、弟
（
碧
郎
）
役
は
川
口
浩
、

母
役
は
田
中
絹
代
。

７ 

初
出
に
は
、『
草
の
花
』
連
載
の
初
回
に
「（
前
略
）
特
に
本
誌
に
「
み
そ
つ
か
す
」

の
続
篇
と
し
て
の
「
草
の
花
」
を
執
筆
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
」
と
編
集
部
名
の

囲
み
記
事
が
あ
る
。

８ 

関
川
夏
生
『
家
族
の
昭
和
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
）。

９ 

藤
森
清「
近
代
家
族
観
形
成
史
の
な
か
の『
お
と
う
と
』」（
金
井
景
子
ほ
か
編『
幸

田
文
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
）。

10 

ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
『
私
た
ち
の
な
か
の
私
：
承
認
論
研
究
』（
日
暮
雅
夫

ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
）。

11 

マ
ー
サ
・
ア
ル
バ
ー
ト
ソ
ン
・
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
『
ケ
ア
の
絆
：
自
律
神
話
を
超

え
て
』（
穐
田
信
子
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
）。

12 

松
﨑
実
穂
「
家
族
の
ケ
ア
を
担
う
／
担
っ
た
子
ど
も
・
若
者
が
経
験
す
る
「
キ
ャ

リ
ア
に
お
け
る
困
難
」：
そ
の
背
景
と
課
題
を
考
え
る
」（『
現
代
思
想
』
二
〇
二
二
・

一
一
）。
な
お
こ
こ
で
の
「
若
者
ケ
ア
ラ
ー
」
と
は
、「
一
八
歳
以
降
三
〇
歳
頃
ま

で
に
ケ
ア
を
経
験
し
た
人
」
で
あ
る
。

13 

金
井
景
子
「
家
族
に
で
き
る
こ
と
：
幸
田
文
『
闘
』
を
中
心
に
」（
金
井
景
子

ほ
か
編
『
幸
田
文
の
世
界
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
八
）。

14 

小
川
公
代
『
ケ
ア
す
る
惑
星
』（
講
談
社
、
二
〇
二
三
）
参
照
。「
応
答
性
」
は
、

Ⅴ
・
ウ
ル
フ
を
論
じ
る
際
に
使
用
さ
れ
た
用
語
。

15 

キ
ャ
ロ
ル
・
ギ
リ
ガ
ン
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
で
：
心
理
学
の
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
』

（
川
本
隆
史
ほ
か
訳
、風
行
社
、二
〇
二
二
）
参
照
。
訳
者
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、「
ケ

ア
の
倫
理
」
は
「〈
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
ど
の
よ
う
に
応
答
0

0

す
べ
き
か
〉
と
い
う
問
い

か
け
が
何
よ
り
重
要
視
さ
れ
」
る
と
い
う
。
岡
野
八
代
『
ケ
ア
の
倫
理
：
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
政
治
思
想
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
二
四
）
で
は
、「
ケ
ア
の
倫
理
」
を
「
他

者
と
の
つ
な
が
り
に
気
づ
き
、
そ
こ
に
応
答
0

0

責
任
を
見
出
す
」
と
し
て
い
る
。




