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〈
ボ

ケ
〉

る
前

に

1
佐

江
衆

一

『黄

落

』

の
提

起

し
た

も

の

ー

町

公

要

旨

日
本
人

の
平
均
寿
命

は
、
女

が
八
四
歳
、

男
は
七
七
歳

で
、
と
も
に
世
界

一
で
あ
る
。

ま
す
ま

す
増

え
る
高
齢
者

は
、
現
代

日
本

の
最
も
深
刻
な
問
題

の

一
つ
で
あ
る
。
高
齢

の
親
を
家
庭

で
介
護
す

る
こ
と

は
可
能

な
の
か
。

施
設
に
預
け
れ
ば
解
決
す
る

の
か
。

預
け

る
時

の

〈
後

ろ
あ
た

さ
〉

は
ど

こ
か
ら
く
る

の
か
。

高
齢
者

問
題
は
、
他
方
、
高
齢
者
自
身

の
生

き
方

の
問
題

で
も
あ

る
。
生
き
が

い
は

可
能
な

の
か
。

高
齢
者

に
必
要
な
哲
学

と
は
ど

の
よ
う
な
も

の
か
。
長
生
き
す
る

こ
と

は
幸

せ
な

の
か
。
「
死

に
時
」

と
い
う
も
の
は
あ
る

の
か
。
ボ
ケ
る
前

に
、

介

護
す

る

者
、

さ
れ
る
者

の
双
方
が
考

え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
事
柄

の
い
く

つ
か
を
取
り
上
げ

た
。

は
じ
め
に
ー
老
父
、

こ
の

一
年

十

一
年
前
、
デ
ー
ケ
ン
先
生
の
講
演
に
感
銘
を
受
け
て
以
来
、
私
も

「死

へ
の

準
備
教
育
」
に
か
か
わ

っ
て
き
た
。

〈老
い
〉
は
そ
の
重
要
な
テ
ー
マ
の

一
つ
で

あ
る
。
先
生
に
は
名
著

『
第
三
の
人
生
1
あ
な
た
も
老
人
に
な
る
ー
』
が
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
も
う
ひ
と

つ
関
心
が
も
て
な
か

っ
た
。

一
昨
年
の
秋
、
七
六
歳

の
母
は
洗
濯
物
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
、
庭
で
つ
ま
ず

い
て
骨
折
。
ニ
カ
月
半
入
院
し
た
。
昨
年
秋
に
は
、
八
六
歳
の
父
が
布
団
を
ひ
こ

う
と
し
て
転
び
、
脊
椎
を
圧
迫
骨
折
し
た
。
二
ヵ
月
の
入
院
だ

っ
た
。
骨
折
を
機

に
二
人
と
も
、
急
速
に
衰
え
た
。

今
、
週
に

一
回
訪
問
看
護
婦
に
、
二
回
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
に
、
月

一
回
医
者

に

来
て
も
ら

っ
て
い
る
。
父
は
毎
週
金
曜
日
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
、
月

に

一
度

一
週
間

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
世
話
に
な

っ
て
い
た
。

両
親
と
暮
ら
す
独
身
の
姉
は
、

こ
の
三
月
、
三
十
年
あ
ま
り
続
け
た
仕
事
を
や

め
、
午
前
中
だ
け
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
切
り
替
え
た
。
実
家
か
ら
車

で
十
分
の
と

こ
ろ
に
住
む
私
は
、
講
義
の
な
い
火
曜
日
、
ヘ
ル
パ
ー
の
役
割
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。か

く
し
て

〈老
い
〉
の
問
題
は
否
応
な
く
私
の
視
野
に
入

っ
て
き
た
。

昨
年
末
、
有
吉
佐
和
子
の

『胱
惚

の
人
』
、
今
年
に
入

っ
て
佐
江
衆

一
の

『
黄

落
』
を
相
次
い
で
読
ん
だ
。
有
吉
が
書

い
た
昭
和
四
〇
年
代
半
ば
、
日
本
人
の
平

均
寿
命
は
ま
だ
男
で
六
九
歳
、
女

で
七
四
歳
で
あ

っ
た
。
八
四
歳
、
痴
呆
症
の
老

人
茂
造
を
主
人
公
と
し
た
こ
の
小
説
は
、
問
題
の
先
取
り
で
あ

っ
た
。
そ
の
描
き

方
は
今
読
め
ば
ど
こ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

平
成
六
年
に
書
か
れ
た

『黄
落
』
は
四
半
世
紀
後
の
日
本
の
厳
し
い
現
実
を
描
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く
。
も
は
や
介
護
が
家
族
の
手
に
お
え
な
い
の
で
あ
る
。
妻
に
先
立
た
れ
た
九
二

歳

の
定
吉
は
施
設
に
入
る
こ
と
を
承
諾
す
る
。

私
の
母
も
父

の
世
話
に
疲
れ
て
き
た
。
六
年
前
に
突
発
性
難
聴
に
な

っ
て
以
来

ほ
と
ん
ど
耳
が
聞

こ
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が

一
層

ス
ト
レ
ス
を
強
め
て
い
る
。
こ

れ
で
は
共
倒
れ
に
な
る
。
姉
が
説
得
を
重
ね
て
、
父
は
七
月
末
老
人
保
健
施
設

へ

入
所
し
た
。

入
所
後
も
食
事
を
終
え
れ
ば
、
「
し
ん
ど
い
か
ら
」
と
、
す
ぐ
ベ

ッ
ド
に
横
に

な
る
。
父
は
今
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
私
の
関
心
も
そ
こ
に
あ
る
。
「
息

子
が

『死

へ
の
準
備
教
育
』
を
や

っ
て
い
る
の
に
、
お
父
ち
ゃ
ん
は
自
分
の
死
ん

だ
時
の
こ
と
を
全
然
言
わ

へ
ん
」
と
母
は
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
。

「
こ
の
夏
も

つ
や
ろ
か
」。
姉
が
そ
う
言

っ
た
夏
が
間
も
な
く
終
わ
る
。

一
、
家
庭

で
介
護
が
で
き
る
の
か

今
年
八
月
厚
生
省
が
発
表
し
た

「
一
九
九
八
年
簡
易
生
命
表
」
に
よ
れ
ば
、
日

本
人
の
平
均
寿
命
は
、
女
性
が
八
四

・
〇

一
歳
、
男
性
は
七
七

・
一
六
歳

で
、
依

然
と
し
て
男
女
と
も
世
界

一
で
あ
る
。
「だ
か
ら
私
は
日
本

に
来
ま
し
た
」
と

い

う
の
は
、
デ
ー
ケ
ン
先
生
が
講
演
の
中

で
よ
く
言
わ
れ
る

「
ユ
ー
モ
ァ
」
の

一
つ

で
あ
る
。
私
も
何
度
か
聞
い
た
が
、

最
近
で
は
あ
ま
り
笑
え
そ
う
に
な
い
。

戦
前
、
地
方
で
は
、
八
〇
歳
を
越

え
て
亡
く
な

っ
た
場
合
、
赤
飯
を
炊
い
て
祝

っ

た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
れ
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
男

の
二
人

に

一
人
、
女
の
四
人
に
三
人
が
八
〇
歳
を
迎
え
る
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
ど
ん
な
で
あ
ろ
う
。
親
が
老
い
て
初
め
て
、
筆
者
も
な
ん
と
か
そ
の
恐
ろ
し

さ
に
想
像
力
が
届
く
よ
う
に
な

っ
た
。
私
の
問
い
は
、
と
り
あ
え
ず
、
家
庭
で
介

護
が
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。

「眼
か
ら
鱗
が
落
ち
る
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
岡
本
祐
三
著

『高
齢
者
医
療

と
福
祉
』
を
読
ん
だ
時
、
筆
者
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
経
験
を
し
た
。
鱗
が
二
枚
も

三
枚
も
落
ち
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
氏
に
は

『
医
療
と
福
祉
の
新
時
代
』
と
い
う

す
ぐ
れ
た
著
書
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
本
を
手
が
か
り
に
、
高
齢
社
会

・
日
本
の
医

療
と
福
祉
の
現
状
を
素
描
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

ω
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
激
変

大
正
時
代
、

一
九
二
〇
年
頃
の
平
均
的
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
取
り
上
げ
て
み
よ

う
。当

時
、

一
家
に
五
人
の
子
供
は
普
通
で
あ

っ
た
。
長
子
は
三
一二
・
七
歳
で
六

一
.

一
歳
の
父
と
、
三
七

・
九
歳
で
六

一
・
五
歳
の
母
と
死
別
。
末

っ
子
は
二

一
.
四

歳
で
父
と
、
二
五

・
六
歳
で
母
と
死
別
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
「
親
孝
行
、
し
た
い
時
に
は
親
は
無
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
し
た
く
て
も
で
き
な
か

っ
た
、
間
に
合
わ
な
か

っ
た
と
い
う

悲
し
い
現
実
が
あ

っ
た
。
長
子
で
す
ら
、
三
十
代
の
半
ば
で
親
の
死
を
迎
え
た
の

で
あ
る
。

こ
の
時
代
、
親
孝
行
の
中
身
は
経
済
的
な
扶
養
、

つ
ま
り
金
銭
面

で
の

援
助
で
あ

っ
た
。
年
齢
的

に
も
孝
行
す
る
の
は
難
し
か

っ
た
ろ
う
。
た
だ
、
長
期

に
わ
た
る
介
護
の
苦
労
は
な
か

っ
た
。

現
在
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
年
金
制
度
に
よ

っ
て
、
子
供
世
代

の
経
済
的
負
担
は

大
い
に
軽
減
さ
れ
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
子
供
は
親
孝
行
の
重
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圧
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
親
孝
行

の
中
身
が
変
わ

っ
た
の
で

あ
る
。
親
孝
行

の
中
心
は
、
老
い
た
親
の
長
期
間
に
わ
た
る
介
護
に
変
化
し
た
。

一
九
九

一
年
、
長
子
は
四
七

・
三
歳
で
七
七

・
二
歳
の
父
と
、
五
五

・
四
歳
で

八
二

・
八
歳
の
母
と
死
別
す
る
。
七
十
年
前
と
比
べ
て
、
親
子
関
係
が
約
十
五
年

延
び
た
。

八
〇
歳
ま
で
存
命
す
る
の
は
男
で
約
五
割
、
女
で
約
七
割
。
ま
た
、
八
〇
歳
を

迎
え
た
者
の
平
均
余
命
は
男
で
七

・
〇
九
年
、
女
で
九

・
一
八
年

で
あ
る
か
ら
、

約
半
分
の
長
子
は
父
と
五
七

・
二
歳

で
、
約
七
割
の
長
子
は
母
と
六

一
・
八
歳
で

死
別
す
る
こ
と
に
な
る
。

親
孝
行
の
時
間
は
、
あ
り
余
る
ほ
ど
あ
る
。
現
代
の
親
孝
行
と
は
、
親
が
年
を

と
り
弱

っ
て
か
ら
介
護
す
る
こ
と
、
子
供
も
老
い
て
か
ら
長
期
間
の

「老
々
介
護
」

を
意
味
す
る
。

一
九
九
二
年
厚
生
省

の
調
査
で
も
、
「
寝
た
き
り
期
間
」

は

一
年

以
上
～
三
年
未
満
が
二
七
%
、
三
年
以
上
が
四
七
%
。
介
護
者
の
年
齢
は
六
〇
～

六
九
歳
が
二
七
%
、
七
〇
歳
以
上
が
二
二
%
で
、
六
〇
歳
以
上
が
約
半
数
を
占
め

る
。こ

の
よ
う
な
介
護
面

で
の

「親
孝
行
」
は
個
人
的
に
担
い
切
れ
る
も
の
か
ど
う

か
。

②
家
族
介
護
の

「神
話
」

わ
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で

「介
護
は
女
が
す
る
も
の
、
介
護
は
家
族
の
仕
事
、

昔
は
日
本

で
は
家
族
が
お
年
寄
り
を
手
厚
く
世
話
し
た
も
の
だ
」
と
思
わ
れ
て
き

た
。
そ
れ
は
正
し
い
の
か
。
岡
本
は
は

っ
き
り

「思

い
違

い
」

で
あ
る
、
と
。

「
〈か
い
こ
〉
の

〈ご
か
い
〉
」
と
言
う
ら
し
い
。

高
度
経
済
成
長
前
の
昭
和
三
〇
年
代
、
ど
の
よ
う
な
介
護
が
行
な
わ
れ
て
い
た

の
か
。
こ
の
時
代
、
高
齢
者
は
重
い
病
気
に
な

っ
て
も
、
都
市
部
で
さ
え
、
入
院

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
「多
く
の
高
齢
者
は
数

日
か
ら
数
週
間
自
宅

で
床
に
つ
い
て
亡
く
な

っ
た
」。

で
は
、
田
舎
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
岡
本
は
、
昭
和
三
〇
年
頃
、
長
野
県
の
あ

る
村
の
老
人
医
療
や
介
護
の
実
情
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
村
の
主
な
産
業
は
農

業
と
養
蚕
。
家
族
は
大
半
が
大
家
族
で
あ

っ
た
。
村
役
場
社
会
福
祉
担
当
の
女
性

は
次
の
よ
う
な
思
い
出
を
語

っ
た
。

「た
て
つ
け
の
悪
い
窓
や
戸
か
ら
風
の
吹
き
込
む
寒
い
冬
、
暖
房
な
ど
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
と
く
に
お
年
寄
り
が
亡
く
な
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
と
に
か
く
家
中
総

出
で
働
か
な
い
と
暮
ら
し
て
い
け
な
か

っ
た
か
ら
、
寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
の
世

話
と
い
っ
て
も
、
仕
事
の
合
間
に
嫁
や
手
の
あ
い
た
者
が
世
話
す
る
く
ら
い
。
昼

間
は
誰
も
み
ら
れ
な
い
。
夜
に
な

っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
オ
ム
ツ
を
換
え
て
や
れ

た
。
入
浴
だ

っ
て
井
戸
水
を
汲
ん
で
薪
で
沸
か
す
か
ら
、

一
ヵ
月
に
数
え
る
ほ
ど

し
か
入
れ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
。
当
然
不
潔
に
な

っ
た
。
で
も
お
年
寄
り
も
そ
う
い

う
事
情
は
よ
く
わ
か

っ
て
い
た
か
ら
、
何
も
要
求
せ
ず
黙

っ
て
日
当
た
り
の
悪
い

隅

っ
こ
で
寝
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
」。

今
ま
で
に

「介
護
」
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
高
齢
者
の

「
最
後
を
看
取

る
介
護
」
は
あ

っ
た
が
、
重
い
障
害
の
あ
る
高
齢
者
を
何
年
も
介
護
す
る
よ
う
な

も
の
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
よ
り
、
新
聞
紙
上
で
、
介
護
負
担
に
耐
え
切
れ
ず
、
配
偶
者
や
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息
子
、
娘
が

「寝
た
き
り
老
人
」
を
殺
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
記
事
が
目
立

つ
よ

う
に
な

っ
た
。
「孝
行
息
子
が
両
親
を
殺
害
」
と
い
う
見
出
し
が
示
す
よ
う
に
、

彼
ら
は

「孝
行
」

の
ゆ
え
に
、
追
い

つ
め
ら
れ
て
、
親
を
殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
高
齢
障
害
者

の
介
護
負
担
に
よ

る

「家
族
崩
壊
」
も
関
心
を
呼
び
始
め
る
。

「介
護
戦
争
」
、
「
介
護
地
獄
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
。
「老
人
虐
待
」
も
話
題

に
上
る
よ
う
に
な

っ
た
。

岡
本
は
そ
の
理
由
を
リ
ア
ル
に
説
明
す
る
。
「毎
日
毎
日
、
夜
も
昼
も
土
日
も

休
み
な
し
の
介
護
者
の
悩
み
と
し
て
は
、
『肉
体
的
負
担
が
大
き
い
』

と
い
う
だ

け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

『精
神
的
負
担
が
大
き
い
』
、
『生
活
の
見
通
し
が
立
た
な

い
』
と
い
う
困
難
が
大
き
い
の
だ
。

食
事
か
ら
排
泄
ま
で
、
自
分
に
完
全
に
生
活

を
依
存
す
る
家
族
を
、
来
る
日
も
来
る
日
も
支
え
ね
ば
な
ら
な
い
日
常
か
ら
く
る
、

『ど
う
に
も
な
ら
な
い
』
不
自
由
さ
や
拘
束
感
、
『
い
つ
ま
で
こ
れ
が
続
く
の
か
』

と
い
う
絶
望
感
が
、
家
族
ど
う
し
の
慈

し
み
や
情
愛
を
圧
倒
し
、

つ
い
に
は
家
族

を
加
害
者

の
立
場

へ
と
追
い
込
む
。
」

現
在
の
長
期
で
困
難
な
介
護
は
、
昔

の
、
家
族
内
で
対
応
で
き
た

「最
後
を
看

取
る
介
護
」
と
は
、
量
的
に
も
質
的

に
も
異
な
る
。
次
元
が
異
な
る
と
言

っ
て
い

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
は
家
族

で
す
べ
き
も
の
と
い
う
通
念
が
幅
を
き
か

し
て
い
る
。
「高
齢
者
介
護
」
の
問
題

は
、
そ
れ
ほ
ど
古

い
も

の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
「昔
は
家
族

で
う
ま
く
や
ら
れ

て
い
た
の
に
」
と
い
う
の
は
、
「介
護
神
話
」

な
い
し
は

「
家
族
神
話
」
に
す
ぎ
な
い
。

⑧

「高
齢
者
介
護
」
の
問
題
は
な
ぜ
隠

さ
れ
て
き
た
か

で
は
、
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
高
齢
者
介
護
の
問
題
が
、
な
ぜ
長
い
間
社
会
的
に
議

論
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
の
か
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
六
三
年
、
「老
人
福
祉
法
」
が
誕
生
し
た
。
行
政
的

に
言
え
ば
、

そ
れ
ま

で
、
日
本
の
社
会
に
は
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
も
の
は
な
か

っ
た
。
唯

一

つ
あ

っ
た
の
は
貧
困
者
救
済
施
策
の

一
部
と
し
て
の

「養
老
院
」
で
あ

っ
た
。
貧

し
い
老
人
た
ち
は
こ
こ
で
雨
露
を
し
の
ぎ
、
食
事
と
寝
床
の
提
供
を
う
け
た
。
彼

ら
は
高
齢
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
、
生
活
保
護
者
と
し
て
、
こ
の

「養
老
院
」
に
収

容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
こ
か
ら
高
齢
者
対
策
す
な
わ
ち
貧
困
者
対
策
、

と
い

う
枠
組
み
が
で
き
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
市
民
の
あ
い
だ
に
そ
の
後
な
が
ら
く
、

『福
祉
の
世
話
に
な
る
の
は
恥
』
と
い
う
観
念
を
植
え

つ
け
た
と
い
え
よ
う
。
」
日

本
の
高
齢
者
福
祉
を
考
え
る
場
合
、
岡
本
の
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

昭
和
二
四
年
生
ま
れ
の
筆
者
も
、
子
供
の
頃
、
大
人
た
ち
が

「
あ
そ
こ
の
家
は

五
人
も
子
供
が
い
る
の
に
、
親
は
養
老
院

に
入

っ
て
い
る
」
と
、
あ
る
時
は
子
供

た
ち
の
冷
た
さ
を
、
ま
た
あ
る
時
は
嫌
わ
れ
者

の
親
を
非
難
す
る
の
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。
「養
老
院
」
は
、
子
供
心
に
も
、
身
寄
り
の
な
い
か
わ

い
そ
う
な
お

年
寄
り
た
ち
が
集
ま

っ
て
い
る
場
所
と
し
て
写

っ
て
い
た
。
庶
民
に
は
何
と
し
て

も
入
ら
ず
に
済
ま
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
ろ
う
。

法
律
と
と
も
に
、
「養
老
院
」
と
い
う
名
称
は
廃
止
さ
れ
、
「養
護
老
人
ホ
ー
ム
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
、
身
体

の
不
自
由
な
老
人
に
は
介
護
も
行
な

う

「特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
が
創
設
さ
れ
た
。
介
護
の
た
め
の
職
員
が
初
め
て

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「老
人
ホ
ー
ム
」
か
ら
も

「養
老
院
」

の
暗

い
イ

メ
ー
ジ
が
容
易

に
な
く
な
ら
な
い
。
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平
均
寿
命
が
延
び
た
こ
と
に
は
多
く
の
原
因
が
あ
ろ
う
が
、
高
度
経
済
成
長

で

生
活
水
準
が
向
上
し
た
こ
と
が
大
き

い
。
栄
養
状
態
、
住
環
境
が
改
善
さ
れ
た
。

そ
れ
に
医
療
の
普
及
が
あ
げ
ら
れ
る
。
戦
後
の
医
療
政
策
で
画
期
的
な
出
来
事
は
、

昭
和
三
六

(
一
九
六

一
)
年

の
国
民
皆
保
険
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
高
齢
者
は

大
病
を
し
て
も
大
怪
我
を
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
自
宅
で
開
業
医
の
往
診
を
受
け
る

程
度

で
あ

っ
た
。
こ
れ
以
後
、
入
院

も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
き
ち
ん
と
し
た
医

療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
生
活
水
準
の
向
上
と
と
も
に
、
こ
の
制
度
が

平
均
寿
命

の
延
び
に
果
た
し
た
役
割

は
大
き
い
。

昭
和
四
八

(
一
九
七
三
)
年
に
は
老
人
医
療
無
料
化
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
老

人
の
受
療
が
急
増
し
た
。

さ
て
、
日
本
に
お
け
る
高
齢
者
介
護

の
問
題
は
、
「老
人
病
院
」

の
歴
史
を
抜

き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、

ま
だ

「闇

の
世
界
」
の
存
在
だ

っ
た
。

こ
れ

こ
そ
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代

に
か
け

て
、
い
わ
ゆ
る

「
寝
た
き
り
老
人
」

(高
齢
障
害
者
)
の
最
大

の
社
会
的
受
皿
で

あ

っ
た
。
当
時
は
制
度
的
な
名
称
で
は
な
く
、
通
称

で
あ

っ
た
。
民
間
の
精
神
病

院
な
ど
が
、
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
を

「老
人
性
精
神
障
害
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

公
費
負
担
に
よ
り
、
「収
容
」
し
て
い
た
。
「長
期
的
な
介
護
施
設
を
持
た
な
い
行

政
か
ら
の
依
頼
も
多
か

っ
た
よ
う
だ
」
と
岡
本
は
言

っ
て
い
る
。
い
わ
ば
現
代
版

「
棄
老
施
設
」

で
あ

っ
た
。

「老
人
病
院
」
が
全
国
的
に
登
場
し
は
じ
め
る
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
老
人
医

療
無
料
化
制
度
が
始
ま

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
、
年
金
が
ま
が
り

な
り
に
も
普
及
し
た
の
で
、
「付
添
い
婦
」
な
ど
の
自
己
負
担
費
用
が
払

い
や
す

く
な

っ
た
。
「老
人
病
院
」
(老
人
入
院
率
六
〇
%
以
上

の
病
院
)
が
急
速
に
普
及

す
る
。
七
〇
年
代
京
都
府
の
あ
る
病
院
が
営
利
優
先
主
義
と
の
告
発
を
受
け
た
。

「
老
人
病
院
」

の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
が
明
る
み
に
出
る
。
す
な
わ
ち

「徹
底
的
な
医

師

・
看
護
婦
減
ら
し
、
私
費
に
よ
る
付
添
い
婦
の
大
量
導
入
を
は
じ
め
と
し
て
、

『点
滴
漬
け
』
、
『検
査
漬
け
』
、
高
い
自
己
負
担
徴
収
の
横
行
。

一
方
、
リ

ハ
ビ
リ

な
ど
は
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
ず
、
オ
ム
ツ
を
当
て
た
ま
ま
に
し
て
、
入
院
し
た
と

き
は
動
け
た
老
人
も
無
理
や
り

『寝
か
せ
き
り
』

に
し

て
し
ま
う
、
悪
名
高
い

『
ベ

ッ
ド
し
ば
り
』
な
ど
」

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
事
件
は
結
局
悪
徳
商
法
批
判
と
い
う
こ
と

で
終
わ
る
。
「
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
病
院
に
多
数
の
老
人
が
、
し
か
も
長
期
間
入
院
し
て
い
る
の
か
。
な

ぜ
入
院
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
本
人
や
家
族
は
ど
う
思

っ
て
い
る
の
か
」
、

こ

れ
こ
そ
が

「
事
態
の
本
質
」
で
あ
る
の
に
。

岡
本
は
言
う
、
「介
護
の
負
担
が
苦
し
い
と
い
う
理
由

で
、
『福
祉
の
世
話
に
な

る
の
は
恥
』
、
あ
る
い
は

『老
親
介
護
を
め
ぐ
る
家
族
間

の
軋
礫
が
外

へ
漏
れ
る

の
は
家

の
恥
』
と
い
う
社
会
的
通
念
の
も
と
で
、
『病
気
だ
か
ら
し
か
た
な
く
入

院
さ
せ
る
』
と
い
う
こ
と
が
、
世
間
に
対
す
る
言
い
訳
と
し
て
都
合
が
よ
か

っ
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
」
費
用
さ
え
負
担
す
れ
ば
、
「
老
人
病
院
」
に
は
す
ぐ
入
る

こ
と
が
で
き
た
。
「特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
な
ら
二
年
近
く
待
た
さ
れ
る
。
「老

人
病
院
」
は
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
合

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

㈲
高
齢
化
社
会
日
本
の
今
後

「
こ
う
し
て

『老
人
病
院
』

ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
告
発
を
発
端

に
し
て
、
日
本
の
高
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齢
者
介
護
問
題
に
つ
い
て
よ
う
や
く
、
家
庭
内
問
題
か
ら
社
会
問
題

へ
と
認
識
の

変
化
が
、
ゆ

っ
く
り
と
で
は
あ
る
が
起

こ
り
は
じ
め
る
。
老
親
介
護
の
負
担
を
誰

が
負
う
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
は
明
ら
か
に
家
族
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

を
家
族
が
担

い
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
ま
さ
に
外
部

サ
ー
ビ
ス
の
援
助

に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
家
族
関
係
を
維
持

で
き
る
と
い
う
、
新

し
い
家
族
関
係

へ
の
転
換
を
迫
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
」

か

つ
て
の

「親
孝
行
」
の
内
実
、
経
済
的
扶
養
と
同
じ
く
、
現
代
の

「親
孝
行
」

の
中
味
、
老
親
介
護
も
社
会
全
体
で
担
う
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
今
後
は
社

会
的
な
介
護
体
制

の
充
実
を
は
か
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
社
会

シ
ス
テ
ム
化
す
る

制
度
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

二
〇
二
五
年
頃
、
全
国
平
均
で
六
五
歳
以
上
の
人
口
の
占
め
る
割
合

(高
齢
化

率
)
が
、
最
高
の
二
五
%
に
達
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

一
九
五
〇
年
、
年
間
の
死
亡
者
の
う
ち
六
五
歳
以
上
の
割
合
は
約
三
割
。
七
割

は
六
五
歳
前
に
死
ん
で
い
た
。
庶
民

の
願
い
は
、
「長
生
き
し
た
い
」
、
「
子
供

の

成
長
を
見
届
け
て
か
ら
死

に
た
い
」

で
あ

っ
た
。
将
来
、
「
寝
た
き
り
」

に
な
れ

ば
、
誰
に
介
護
し
て
も
ら
え
ば
い
い
か
と
い
う
よ
う
な
心
配
は
し
て
い
な
か

っ
た
。

そ
の
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
と
は
思

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
五
〇
年
間
で
、
六
五
歳
以
上

で
死
ぬ
者
が
三
割
か
ら
八
割
に
増
え
た
。
二

〇

一
〇
年
に
は
九
割
に
も
上
る
と
い
う
。
現
在
は
皆
、
歳
を
と

っ
て
か
ら

〈お
迎

え
〉
を
待

つ
時
代
で
あ
る
。

「要
す
る
に
皆
が
、
自
分
は
い
ず
れ
高

齢
者

に
な
る
の
だ
と
い
う
生
活
感
覚
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
じ

つ
は
こ
の
感
覚
は
、
日
本
の
歴
史

上
は
じ
め
て
庶
民
感
覚
と
し
て
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
齢
化
に
よ
る

生
活
上
の
リ
ス
ク
を
、
す
べ
て
の
市
民
が
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
か
ら
二

一
世
紀
に
か
け
て
、
私
た
ち
の
社
会
が
初
体
験
す
る
時
代
な
の
で
あ
る
。」

こ
こ
ま
で
岡
本
祐
三
氏

の
著
書
を
手
が
か
り
に
、
現
代
日
本
の
高
齢
者
医
療
と

福
祉
を
瞥
見
し
て
き
た
。
高
齢
者
介
護
の
問
題
は
家
族
の
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
社
会
全
体
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
高
齢
者
自
身
の
生
き
方
の
問
題
で
も
あ
る
。
高
齢
者
自
身
が
老
い
に
つ
い
て
、

死
に
つ
い
て
、

〈
ボ
ケ
〉
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
生
の
最
期
を

ど
こ
で
、
ど
う
過
ご
す
こ
と
が
幸
せ
な
の
か
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

現
在
は
通
常
、
六
五
歳
以
上
を
高
齢
者
と
言
う
。
六
五
～
七
四
歳
を

「前
期
高

齢
者

(
ヤ
ン
グ
オ
ー
ル
ド
)」
、
七
五
歳
以
上
を

「後
期
高
齢
者

(
オ
ー
ル
ド
オ
ー

ル
ド
)」
と
呼
ぶ
。
高
齢

の
親
を
か
か
え
る
筆
者
の
関
心
は
、

ほ
と
ん
ど
後
期
高

齢
者
に
絞
ら
れ
る
。
岡
本
よ
り
学
ん
だ
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
現
代
日
本
の
、

そ
の
よ
う
な

〈老
い
〉
に
関
す
る
い
く

つ
か
の
間
題
を
考
え
た
い
。

二
、
新
し
い

〈
老
い
〉

有
吉
佐
和
子

『
胱
惚
の
人
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
四
七

(
一
九
七
二
)

年
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
本
の
中
に
、
当
時

の
平
均
寿
命
は
男
六
九
歳
、
女
七

四
歳
と
あ
る
。

主
人
公
は
八
四
歳
の
立
花
茂
造
で
あ
る
。
七
五
歳
の
妻
が
脳
内
出
血

で
死
去
し

た
直
後
か
ら
の
茂
造
が
描
か
れ
る
。
息
子

一
家
は
同
じ
敷
地
内
な
が
ら
別
の
棟
に
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住
む
。
五
〇
歳
過
ぎ
の
、
多
忙
な
商
社

マ
ツ
信
利
、
四
五
歳
く
ら
い
の
妻
昭
子
、

そ
れ
に
高
校
二
年
の
孫
敏
。
夫
婦
は
結
婚
し
て
約
二
〇
年
。
信
利
の
、
五
〇
歳
前

の
妹
京
子
が
こ
れ
に
か
ら
む
。
昭
子
も
仕
事
を
も

っ
て
い
た
。
邦
文
タ
イ
ピ
ス
ト

と
し
て
法
律
事
務
所
に
勤
務
。

こ
の
本
は
い
ろ
ん
な
読
み
方
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
ま
だ

「介
護
」
と
い
う
言

葉
は
出
て
こ
な
い
。
「高
齢
者
」
も
出

て
こ
な
い
。
昭
和
四
〇
年
代
前
半
、
高
齢

者
医
療
と
福
祉
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
老
人
ホ
ー
ム
に
対
す
る
人
々
の

意
識
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
高
齢
障
害
者
が
出
た
場
合
、
家
族
の
中
の
誰
が
介
護

す
る
の
か
。
本
書

で
は
も

っ
ぱ
ら
息
子
の
嫁
、
昭
子
で
あ
る
。
信
利
は
仕
事
優
先

で
ほ
と
ん
ど
タ

ッ
チ
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
介
護
を
助
け
て
く
れ
る
公
的
サ
ー
ビ

ス
機
関
が
あ

っ
た
の
か
、
な
ど
。

筆
者
に
最
も
印
象
的
な
の
は
、
こ
の
頃
、
新
し
い
問
題
と
し
て
、
人
々
の
前
に

現
わ
れ
て
き
た

〈老
い
〉

で
あ
る
。

〈老
い
〉
は
新
た
な
姿
で
も

っ
て
登
場
し
た
。

信
利
、
昭
子
の
目
に
映

っ
た
そ
の
姿
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

「毫
緑
し
て
い
る
父
親
は
、
信
利
が

こ
れ
か
ら
生
き
て
行
く
人
生
の
行
き

つ
く
彼

方
に
立

っ
て
い
る
自
分
自
身
の
映
像

な
の
だ
と
い
う
考
え
が
、
払

っ
て
も
払

っ
て

も
頭
の
中
か
ら
消
え
な
い
。
老
い
る
と
い
う
こ
と
の
窮
極
は
、
こ
れ
か
、
と
思
う
。

そ
れ
は
死
よ
り
も
昏
く
、
深
い
絶
望

に
似
て
い
る
。」

「人
間
五
十
年
と
い
う
時
代
に
は
起

こ
ら
な
か

っ
た
悲
劇
か
も
し
れ
な
い
な
、
こ

れ
は
。
食
生
活
の
向
上
で
平
均
寿
命

が
延
び
た
と
き
い
て
い
た
が
、
実
態
が
こ
れ

だ
と
い
う
こ
と
に
気
が

つ
い
て
い
る
の
か
な
、
世
の
中
は
」

「俺
も
う

っ
か
り
長
生
き
す
る
と
、

こ
う
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
の
か
ね
え
」

「
あ
の
と
き

(復
員
し
て
き
た
と
き
1
筆
者
注
)
は
も
う
死
ぬ
心
配
は
な
く
な

っ

た
と
い
う
解
放
感
が
あ

っ
て
、
生
き
る

っ
て
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
と
思

っ
て
い
た

ん
だ
が
ね
、
親
爺
を
見
て
い
る
と
あ
あ
な
る
前
に
死
に
た
い
も

の
だ
と
思
う
か
ら

ね
、
寿
命
が
伸
び
る
と
い
う
の
も
妙
な
も
の
だ
よ
」
。

「精
神
病
な
の
か
、
老
毫
は
。
/
痴
呆
。
幻
覚
。
.俳
徊
。
人
格
欠
損
。
ネ
タ
キ
リ
。

/
茂
造
は
部
屋
の
隅
で
躰
を
縮
あ
、
虚
ろ
に
宙
を
眺
め
て
い
る
。
人
生

の
行
く
て

に
は
、
こ
う
い
う
絶
望
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
か
。
昭
子
は
　
然
と
し
な
が
ら

薄
気
味
の
悪
い
思
い
で
、
改
め
て
舅
を
見
詰
め
た
。
彼
は
精
神
病
だ

っ
た
の
か
。
…
・:

長
い
人
生
を
営
々
と
歩
ん
で
来
て
、
そ
の
果
て
に
老
毫
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
し

た
ら
、
で
は
人
間
は
ま

っ
た
く
何
の
た
め
に
生
き
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
彼
は
、
も
う
終
わ

っ
た
人
間
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
働
き
、
子
孫
を
作
り
、

そ
し
て
総
て
の
器
官
が
疲
れ
果
て
て
破
損
し
た
と
き
、
そ
こ
に
老
人
病
が
待

っ
て

い
る
。
癌
も
神
経
痛
も
痛
風
も
高
血
圧
も
運
よ
く
く
ぐ
り
ぬ
け
て
長
生
き
し
た
茂

造
の
よ
う
な
老
人
に
は
、
精
神
病
が
待
ち
か
ま
え
て
い
た
の
か
。
」

以
前
な
ら
、

〈老
い
〉
の
あ
と
に
は

〈死
〉
が
待

っ
て
い
た
。
今
、

〈老
い
〉

と

〈死
〉
の
間
に
、
従
来
に
は
な
か

っ
た
も
の
が
あ
る
。

〈老
い
〉
の
時
間
が
引

き
延
ば
さ
れ
た
結
果
、
生
ま
れ
て
き
た
時
間
で
あ
る
。
今
出
て
き
た
言
葉
を
使
い
、

〈老
毫
の
時
〉
と
言
お
う
か
。
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
形
で

〈老
毫
〉
に
直
面
し
た

の
は
日
本
の
歴
史
上
初
め
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
ど
う
対
処
し
て
い
い
の
か
、
と
ま

ど

っ
て
い
る
の
が
こ
の
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
、
信
利
と
昭
子
に
最
も
大
き
い
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
敏
が
何
気
な
く

言

っ
た
次

の
言
葉

で
あ
る
。
茂
造
が
、
運
動
不
足
を
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

っ
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た
か
ら
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
「怪
鳥
の
鳴
き
声
」
の
よ
う
な
も

の
を
口
か

ら
も
ら
し
な
が
ら
体
操
を
始
め
る
。
ま
る
で
醜
悪
な
踊
り
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、

「『
い
や
だ
な
あ
。
こ
ん
な
に
し
て
ま

で
生
き
た
い
も
の
か
な
あ
』

敏
が
見
る
に
耐
え
な
い
と
い
う
面
持
ち
で
、
立
上
が
り
な
が
ら
更
に
こ
う
言

っ

た
。

『
パ
パ
も
、

マ
マ
も
、
こ
ん
な
に
長
生
き
し
な
い
で
ね
』
」

い
つ
ま
で
も
心
に
重
く
の
し
か
か

っ
て
い
る
。
信
利
と
昭
子
は
今
茂
造
の

〈老

毫
〉
に
直
面
し
困
惑
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、

こ
の
問
題
は
い
ず
れ
自

分
た
ち
に
も
ふ
り
か
か
る
。
他
人
ご

と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
鋭
く

鋭
く
突
き

つ
け
ら
れ
た
。

印
象
に
残
る
こ
と
は
も
う

一
つ
あ
る
。
単
行
本

『
胱
惚
の
人
』
に
は
、
作
者
有

吉
と
文
芸
評
論
家
平
野
謙
と
の
対
談

「
老
い
に
つ
い
て
考
え
る
」
が

つ
け
ら
れ
て

い
た
。
そ
こ
で
平
野
は
、
「あ
の
場
面

で

一
つ
の
救

い
が
出
て
き

て
い
て
た

い
へ

ん
よ
か

っ
た
。
あ
れ
で
作
品
が
全
体
と
し
て
後
味
の
悪
く
な
い
清
潔
な
印
象
を
受

け
た
。」
と
言

っ
て
い
る
。
い
か
に
も
平
野
ら
し
い
。
そ
の

「
場
面
」
と
は
、
兄

嫁
か
ら
の
電
話
で
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
が
ガ

ン
で
死
に
そ
う
だ
と
い
う
話
に
気
を
と

ら
れ
て
い
て
、
風
呂
場
に
い
た
義
父
が
溺
れ
そ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
後
急
性
肺
炎

に
な
る
。
そ
れ
ら
の
出
来
事
を
機
に
、
昭
子
が
茂
造
の
世
話
に

一
生
懸
命
に
な
ろ

う
と
決
心
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の

「救
い
」
に

つ
い
て
。

「
…
…
私
が
お
婆
ち
ゃ
ん
を
き
ち
ん
と
見
送
れ
ば
、
自
分
は
あ
あ

(特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
世
話
に
な
る
こ
と
を
さ
す
ー
筆
者
注
)
な
ら
な
い
で
す
む
ん
じ
ゃ
な

い
か

っ
て
気
に
な

っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
理
屈
じ

ゃ
な
い
で
す
ね
」
と
い
う
門
谷
夫

人
に
対
し
、
昭
子
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「私
略
、
な
ん
だ
か
似
た
よ
う
な
心
境
な
ん
で
す
よ
。
信
仰

っ
て
い
う
の
か
レ

リ
、

宗
教

っ
て
い
う
の
か
し
ら
、
神
さ
ま
に
奉
仕
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
き
が

あ
り
ま
す
」

病
後
、
茂
造
は
老
化
の
度
を
増
し
た
。
ほ
と
ん
ど
し

ゃ
べ
ら
な
い
。
眼
許
だ
け

の
微
笑
だ
が
、
よ
く
笑
う
よ
う
に
な

っ
た
。
昭
子
の
目
か
ら
す
る
と
、

「
そ
れ
は

そ
れ
は
可
愛
い
笑
顔
」

で
あ
り
、
ま
る
で

「
光
る
よ
う
に
笑
う
」

の
で
あ
る
。

「生
き
な
が
ら
神
に
な
る
っ
て
こ
れ
か
し
ら
」
と
さ
え
言

っ
て
い
る
。

老
人
を
世
話
す
る
者
は
、
そ
の
こ
と
で
人
間
的
に
高
め
ら
れ
、
宗
教
的
な
高
み

に
立

つ
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
の
高
齢
者
介
護
に
、
そ
ん
な

「救

い
」
を
期
待
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者

の
気
に
な
る
の
は
、
茂
造
の
介
護
が
、
わ
ず
か
と
言

っ

て
し
ま

っ
て
は
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
年
足
ら
ず
で
終
わ

っ
た
こ
と

で
あ
る
。
今
日
の
高
齢
者
介
護
は
と
う
て
い

一
年

で
は
終
わ
ら
な
い
。

三
、
老
親
は
施
設
に
預
け
れ
ば
い
い
の
か

『長
い
命
の
た
め
に
』
の

「あ
と
が
き
」

に
よ
れ
ば
、
早
瀬
圭

一
は
昭
和
十

二

(
一
九
三
七
)
年
生
ま
れ
。
元
毎
日
新
聞
記
者
。
招
和
五
三

(
一
九
七
八
)
年

四

月
、
四

一
歳
の
時
、
八
二
歳
の
母
を

「特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
入
れ
た
経
験

を
も

つ
。
早
瀬
は
高
校

一
年
の
時
、
父
を
失

っ
て
以
来
、
母
と
二
人
だ
け
の
生
活

を
続
け
て
き
た
。
入
社
後
も
任
地
に
呼
び
寄
せ
、
結
婚
後
も
母
を
連
れ
て
転
勤
を

繰
り
返
し
た
。
「親
孝
行
だ
け
が
取
得
と
自
負
し
て
い
た
」
。
東
京
に
転
勤
に
な

っ
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て
、
母
親
は
い
ろ
ん
な
事
情
か
ら

一
人
暮
ら
し
を
始
め
る
。
早
瀬
は
毎
日
の
よ
う

に
電
話
を
し
、
週
の
半
分
は
母
の
家

に
泊
ま

っ
た
。

一
年
と
少
し
し
て
、
八
〇
に

近
い
母
が
倒
れ
た
。
老
人
専
門
の
東
京
都
養
育
院
附
属
病
院

(現
東
京
都
老
人
医

療
セ
ン
タ
ー
)
に
入
院
。
精
密
検
査

の
結
果
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

で
半
ば
寝
た
き

り
の
状
態
が
続
く
と
診
断
さ
れ
た
。

早
瀬
は
、
医
者
か
ら
、
母
親
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
入
れ
て
は
ど
う

か
と
言
わ
れ
て
、
「
い
き
な
り
頭
を
な
ぐ
り

つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
冗

談
じ
ゃ
な
い
、
お
ふ
く
ろ
を
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
入
れ
ら
れ
る
も
ん
か
1
何
よ
り
も

"老
人
ホ
ー
ム
"
と
い
う
言
葉

に
拒
絶
反
応
が
起
き
た
。」

新
聞
記
者

の
早
瀬
も

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
知
ら
な
か

っ
た
。
「
知
ら
な

い
ま

ま
に
、
漠
然
と
老
人
ホ
ー
ム
と
名

の

つ
く
よ
う
な
と
こ
ろ
は
、
ま

っ
と
う
な
年
寄

り
の
行
く
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
。」
思
う
に
、

そ
の
時

の

早
瀬
に
は
、
老
人

ホ
ー
ム
と
養
老
院

を
区
別
す
る
だ
け
の
知
識
が
な
か

っ
た
。
い

や
、
「老
人
ホ
ー
ム
」
も
し
ょ
せ
ん
は

「養
老
院
」
な
ん
だ
と
い
う
意
識
だ
ろ
う
。

早
瀬
は

「養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
、
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
つ
い
て

一
か
ら

勉
強
す
る
。
そ
し
て
母
親
に
相
談
す

る
。
母
は
、
入
院
し
て
い
た
病
院
と
同
じ
よ

う
な
と
こ
ろ
な
ら
是
非
行
き
た
い
、
「
言
下
に
そ
う
言
い
切

っ
た
」
と
書

い
て
い

る
。
息
子
は

「今
に
な

っ
て
も
、
そ
れ
が
本
心
な
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
仮

に
本
心
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
息
子
や
嫁
に
こ
れ
以
上
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と

い
う
思
い
が
先
に
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。」
と
書

い
て
い
る
。

早
瀬
は

『
人
は
な
ぜ
ボ
ケ
る
の
か
』
の
中
で
、
老
後
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た

文
学
と
し
て
、
丹
羽
文
雄

『
厭
が
ら
せ
の
年
齢
』、
有
吉
佐
和
子

『
胱
惚

の
人
』

と
と
も
に
深
沢
七
郎

の

『楢
山
節
考
』
を
挙
げ
て
い
る
。

七
〇
歳
を
間
近
に
ひ
か
え
た
お
り
ん
も
ま
た
毅
然
と
し
て
い
た
。
逃
げ
回
る
、

同
じ
村

の
銭
屋
の
又
や
ん
と
対
照
的

で
あ
る
。
お
り
ん
は
気
持
ち
の
に
ぶ
り
が
ち

な
息
子
辰
平
を
責
め
立
て
る
よ
う
に
し
て
、
年

の
暮
、
「楢
山
ま

い
り
」

の
途

に

つ
く
。
母
は
息
子
の
負
う
背
板
に
乗

っ
た
。
山
に
入

っ
た
ら
、
必
ず
守
ら
ね
ば
な

ら
な
い
掟
が
あ

っ
た
。
そ
の

一
つ
が
、
も

の
を
言

っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
る
。
死

体
、
死
骸
の
散
乱
す
る
楢
山
の
頂
に
到
着
し
て
、
お
り
ん
は
下
ろ
し
て
く
れ
と
合

図
す
る
。
お
り
ん
は
手
を
取

っ
て
、
息
子
を
来
た
方

へ
と
向
け
る
。
「
お
り
ん
の

手
は
辰
平
の
手
を
堅
く
握
り
し
め
た
。
そ
れ
か
ら
辰
平
の
背
を
ど
ー
ん
と
押
し
た
。」

山
か
ら
帰
る
と
き
は
後
を
振
り
向
か
ぬ
こ
と
、
こ
れ
が
も
う

一
つ
の
掟

で
あ
る
。

中
程
ま
で
下
り
て
き
た
時
、
雪
が
降

っ
て
き
た
。
お

っ
か
あ
が
死
ぬ
/
辰
平
は
掟

を
破
り
、
猛
然
と
今
来
た
道
を
引
き
返
す
の
で
あ
る
。

早
瀬
は
辰
平
の
胸
中
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
、
長

い
間
生
活
を
と
も
に
し
て
き
た
母
と
子
以
外
の
者
が
入
る
余
地
の
な
い
領
域
だ
ろ

う
。
介
護
先
進
国

ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ら
、
親
子
と
も
、
施
設
に
入

る
こ
と
に
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
心
の
陰
影
は
な
い
。

「私
は
、

一
切
を
妻
に
話
さ
ず
独
り
で
考
え
、
腹
を
決
め
、
断
を
下
し
た
。
母
を

老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
る
か
否
か
の
決
断
を
妻
と
二
人

で
し
た
く
な
か

っ
た
。
反
対

さ
れ
て
も
困
る
が
、
そ
う
か
と
い

っ
て
た
と
え
し
ぶ
し
ぶ
で
も
賛
成
さ
れ
る
の
も

い
や
だ

っ
た
。
あ
く
ま
で
私
自
身
の
考
え
と
し
て
貫
き
た
か

っ
た
。
」

早
瀬
が

「
こ
の
日
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
う
、
母
親
を
病
院
か
ら
ホ
ー
ム

へ
連
れ

て
行
く
日
、
や
は
り

「私
は
、
そ
の
日
も
妻

に
来

て
ほ
し
く
な
か

っ
た
。
」
と
書
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い
て
い
る
。

「老
人
ホ
ー
ム
入
り
し
た
母
、
五
年

目
の
報
告
」
の
中
で
、
も
う
す
ぐ
八
七
歳
を

迎
え
る
母
親
の
現
状
を
伝
え
る
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
入
り
し
て
か
ら
を
振
り
返

る
。二

週
間
に

一
回
く
ら
い
面
会
に
行

っ
た
。
「昼
間
で
も
夕
方
で
も
た
い
て
い
は
、

ね
む

っ
て
い
る
。」
軽
く
ゆ
す

っ
て
起

こ
す
。
息
子
だ
け
は
識
別

で
き
た
。
息
子

が
会
い
に
き
て
く
れ
る
の
が
何
よ
り

の
楽
し
み
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
を
待

っ

て
い
る
。
「母
の
笑
顔
は
、

い
っ
さ
い
の
邪
気
や
雑
念
が
な
く
な

っ
て
い
て
幼
児

の
よ
う
に
透
き
通

っ
て
い
る
。
真
か
ら
う
れ
し
そ
う
で
あ
る
。
」
そ
の
笑
顔
が
、

息
子
の

「胸
を
衝
く
」。

「ど
お
、
変
わ
り
な
い
?
」
早
瀬
は

「怒

っ
た
よ
う
な
ぶ
っ
き
ら
棒
な
口
を
き
く
」。

息
子
は
な
ぜ
母
の
前
で
機
嫌
が
悪
く
な
る
の
か
。

「忙
し
さ
に
か
ま
け
て
面
会
が
間
遠

に
な

っ
て
い
る
こ
と

へ
の
や
ま
し
さ
も
あ
る
。

自
分
の
手

で
面
倒
を
み
る
の
を
回
避

し
て
、

い
っ
さ
い
を
ホ
ー
ム
に
託
し
て
い
る

と
い
う
伍
泥
た
る
思
い
も
あ
る
。
他

の
誰

で
も
な
い
。
私
自
身
の
親
で
は
な
い
か
。

ど
う
し
て
、
家

に
置
い
て
面
倒
を
み
な
い
の
か
。
自
分
に
対
す
る
ど
う
し
よ
う
も

な
い
腹
立
た
し
さ
も
あ
る
ー
そ
ん
な
感
情
が
あ
ふ
れ
て
き
て
の
ど
元
に
押
し
寄
せ

る
。
そ
れ
が
、
私

に
ぶ

っ
き
ら
棒
な

口
を
き
か
せ
る
。
」

母
親
に
は
こ
の
感
情
は
理
解
で
き
な
い
。
息
子
が
来

て
く
れ
た
、
そ
の
喜
び
の

前
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も

い
い
の
だ
ろ
う
。
四
〇
代
も
半
ば
の
息
子
に
、

「風
邪
を
引
か
な
い
よ
う
に
」
、
「飲
み
す
ぎ
な
い
よ
う
に
」
と
繰
り
返
し
た
。

そ

し
て
、
部
屋

の
前
で
、
息
子
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
見
送
る
の
で
あ
る
。

「
こ
こ
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
や

っ
ぱ
り
親
不
孝
な
の
で
は
な
い
か
。
」
早
瀬
も

ま
た

「親
不
孝
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
ホ
ー
ム

か
ら
帰
る
と
き
、
早
瀬
は

「
い
つ
も
不
機
嫌
に
な
る
」
と
書
く
。
こ
の

「不
機
嫌
」

は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
中
に
こ
そ
望
ま
し
い
未
来

へ
の
鍵
が
あ
る
、
と
私
は
思
う
。

早
瀬
が
冷
静
に
出
し
た
結
論
は
こ
う
で
あ

っ
た
。

「
五
年
前
の
春
、
二
者
択

一
を
迫
ら
れ
た
と
き
、
養
育
院
付
属
病
院
か
ら
家
に
母

を
連
れ
帰

っ
て
い
た
ら
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
家
人
に
仕
事
を
や
め
さ
せ
、
寝
た
き

り
に
近
い
母
の
面
倒
を
み
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
二
十
四
時
間
休
み
な
し
で
あ
る
。

何
年
続
く
か
わ
か
ら
な
い
。

一
年
と
か
二
年
と
か
、
あ
る
い
は
も

っ
と
長
く
て
も

か
ま
わ
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
限
度
が
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
辛
抱
の
し
よ
う
も
あ
ろ

う
が
、
寿
命
あ
る
限
り
そ
れ
は
何
年
で
も
続
く
。
げ
ん
に
、
母
は
か
ら
だ
の
自
由

が
き
か
な
く
な

っ
て
五
年
に
な
る
。
も
し
も
五
年
の
間
、
ホ
ー
ム
で
な
く
家

の
中

で
、
家
人
ひ
と
り
の
手
で
、
看
護
さ
せ
て
い
た
と
し
た
ら
ー
。
そ
う
考
え
る
と
、

今
日
の
選
択
を
ベ
ス
ト
で
は
な
か

っ
た
ま
で
も
ベ
タ
ー
で
あ

っ
た
と
思
わ
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
」

ふ
た
昔
前
の
決
断
で
あ
る
。
筆
者
は
早
瀬
の
こ
の
適
確
な
判
断
に
目
頭
が
熱
く

な
る
。

「母
を
老
人
ホ
ー
ム
に
託
し
た
こ
の
五
年
の
間
、
私
は
、
他
人
か
ら
い
ろ
ん
な
注

目
を
あ
び
た
。
非
難
、
中
傷
、
好
奇
、
蔑
視
、
同
情
、
共
感
。
時
に
は
心
が
痛
ま

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
私
は
こ
れ
し
か
な
か

っ
た
と
思
う
。
」

と
、
早
瀬
は
こ
の
文
章
を
結
ん
だ
。

早
瀬
が
八
二
歳
の
母
を

「特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
入
れ
て
か
ら
、
す
で
に
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二
十

一
年
が
た

つ
。
日
本
の
福
祉
は

「
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
」、
「新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ

ン
」
を

へ
て

「公
的
介
護
保
険
」

へ
と
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
と
設
備
は
整
い
つ
つ
あ
る
。
あ
り

が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
高
齢
者
を
施
設
に
預
け
れ
ば
い
い
の
か
。
問
題
は

解
決
す
る
の
か
。
将
来
、
日
本
の
親

子
に
も
、
施
設
に
入
る
こ
と
に
わ
だ
か
ま
り

の
な
く
な
る
日
が
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
ま
で
、
わ
だ
か
ま
り
、
後
ろ

め
た
さ
、
不
機
嫌
と
い
っ
た
も
の
を
甘
ん
じ
て
受
け
止
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
「
死
に
時
」
は
あ
る
の
か

佐
江
衆

一
『黄
落
』
は
、
雑
誌

『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
て
ま
も
な
く
単
行
本
と

し
て

一
九
九
五
年
五
月

に
出
版
さ
れ

た
。
帯
に
は

「父
九
二
歳
、
母
八
七
歳
。
老

親
を
身
近
に
引
き
と

っ
て
十
二
年
、
凄
絶
な
介
護
と
試
練
の
日
々
が
始
ま
っ
た
…
:
℃

高
齢
の
親
を
介
護
す
る
夫
婦
の
苦
悩
を
描
く
長
編
小
説
」
と
あ
る
。
佐
江
氏
が
実

際

に
経
験
し
た
こ
と
に
近

い
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
小
説
で
は
、
父
は

明
治
三

一
年
生
れ
、
母
は
明
治
三
六
年
生
れ
。
「
私
」
は
六
〇
歳

に
近

い
小
説
家

と
い
う
設
定
で
あ
る
。
妻

の
名
は
蕗
子
。

『黄
落
』

に
は

〈長
生
き
す
る
こ
と
は
幸
せ
な
の
か
〉
と
い
う
問
い
か
け
が
含
ま

れ

て
い
る
。
「死
に
時
」
を
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
切
実
な
問
題
提
起

で
あ
る
。

こ
の
点
に
し
ぼ

っ
て
触
れ
る
。

妻
も
賛
成
し
て
、
夫
婦
は
十
二
年

前
、
二
人
暮
ら
し
の
両
親
を
呼
び
寄
せ
た
。

近
所
に
、
日
当
た
り
の
い
い

=
　
建

を
借
り
た
。
父
、
八

一
歳
。
母
、
七
六
歳
。

「
父
と
母
の
よ
ろ
こ
び
よ
う
と
い
っ
た
ら
な
か

っ
た
。
」
「
私
は
高
齢

の
父
と
母
の

最
晩
年
を
幸
せ
に
過
さ
せ
て
や
り
た
い
と
思

っ
て
い
た
。

一
年
か
二
年
か
も
し
れ

な
い
。
長
く
て
も
せ
い
ぜ
い
五
、
六
年
だ
ろ
う
。
」
「
喜
の
字
の
祝
を
す
ま
せ
て
か

ら
の
母
は
、
『あ
と
は
お
迎
え
を
待

つ
だ
け
だ
よ
。
ポ
ッ
ク
リ
死

に
た
い
ね
え
。

長
患
い
を
し
た
ら
、
ト
モ
ア
キ
と
蕗
子
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
る
も
の
ね
』
と
い
う

よ
う
に
な

っ
た
。
」
「私
が
親
孝
行

の
心
づ
も
り
を
し
て
い
た
六
年
が
過
ぎ
、
父
の

米
寿
の
祝
を
し
た
こ
ろ
が
父
と
母
に
と

っ
て
も
私
と
妻

に
と

っ
て
も
潮
時
だ

っ
た

の
で
は
な
い
か
。
」

以
後
、
二
人
と
も
足
が
弱
り
、
正
月
に
も
来
れ
な
く
な

っ
た
。
耳
が
遠
く
な

っ

た
。
日
に
幾
度
と
な
く

一
方
通
行
の
電
話
が
か
か
る
。
妻
は
週
二
回
食
事
を
作
り

に
い
き
、
買
物
も
し
て
や
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の

「潮
時
」
か
ら
四
年
が
た

っ
た
。
八
七
歳

の
母
は
、
春
め
い
て
き
た
二
月

中
旬
、
洗
濯
物
を
取
り
込
も
う
と
し
て
庭
先

で
こ
け
、
右

の
大
腿
骨
を
骨
折
し
、

二
ヵ
月
あ
ま
り
入
院
し
た
。

退
院
後
、
「
私
」
は
市
の

「
老
人
生
き
が
い
課
」
に
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
依
頼
す

る
。
老
夫
婦
は
週

一
回
の
昼
食
サ
ー
ビ
ス
と
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
頃
、
母
は
右
手
の
甲
か
ら
腕
に
か
け
て
火
傷
を
す
る
。

つ
ま
ず
い
て
、

も

っ
て
い
た
手
鍋
の
味
噌
汁
を
か
け
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

六
月
末
、
母
、
米
寿
を
迎
え
る
。
七
月
下
旬
、
夫
婦
げ
ん
か
。
駈
け
つ
け
る
と
、

母

一
人
が
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
。
父
は
体
質
的
に
お
酒
が
飲
め
な
い
。
八
月
に

な
る
と
父
か
ら
毎
晩
の
よ
う
に

「母
が
変
に
な

っ
た
」
と
電
話
。
昼
間
の
ぞ
い
た

時
も
、
母
は

一
人
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
る
。
か
な
り
酔

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
洩
ら

し
て
い
る
の
だ
。
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九
月

の
第
二
週
、
両
親
と
も
老
人
福
祉
施
設

「長
寿
苑
」
で
五
日
間
の
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
。
母
は
、
迎
え
に
い

っ
た

「
私
」
に
、
「
あ
な
た
、
ど
な
た
?
」
、
「
わ

た
し
の
弟
か
い
」
と
言
う
。
近
所

の
医
者

に
診
て
も
ら
う
と

「ま
だ
ら
ボ
ケ
」
と

の
診
断
。

十
月
最
後

の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
送

り
出
し
た
あ
と
、
長
寿
苑
か
ら
電
話
が
か
か

っ

て
き
た
。
母

の

「
血
圧
が
高
い
」
。
そ
の
日
、
夜
半
を
過
ぎ
て
父
か
ら
電
話
。
「
ば

あ
さ
ん
が
狂

っ
ち
ま

っ
た
」。
紐
で
父

の
首
を
絞
め
た
の
で
あ
る
。

十

一
月
。
深
夜
、
ベ
ッ
ド
か
ら
抜

け
出
す
母
は
手
に
負
え
な
い
。
精
神
安
定
剤

を
飲
ま
せ
、
眠

っ
た
あ
と
両
手
を
ベ

ッ
ド
の
手
す
り
に
縛
り

つ
け
た
。
そ
れ
を
妻

が
明
る
く
な
る
前

に
解
き
に
ゆ
く
。

十

一
月
十
三
日
、
長
寿
苑
よ
り
担
架
で
運
ば
れ
て
か
ら
二
週
間
。
母
が
お
か
し

い
と
妻
が
言
う
。
前
日
の
昼
か
ら
、
母
は
も
の
を
食

べ
な
い
。
今
朝
も

「蕗
子
さ

ん
、
と
て
も
お
い
し
か

っ
た
わ
。
ご
馳
走
さ
ま
。
」
と
言
う
が
、
実
際

に
は
何
も

食
べ
て
い
な
い
。
尋
ね
る
と
、
「充
分

い
た
だ
い
た
わ
、
お
腹

い

っ
ぱ
い
」
と
言

う
。
そ
れ
に
、
「蕗
子
さ
ん
、
わ
た
し
、
お
芝
居
が
上
手
で
し
ょ
う
?
」
と
謎
め

い
た
こ
と
を
言

っ
た
。

「
お
芝
居
が
上
手
」
と
は
ど
う
い
う

つ
も
り
で
言

っ
た
の
か
。

わ
か
ら
な
い
。

「私
」
は
眠
れ
ぬ
床
の
中
で
、

一
瞬

ハ
ッ
と
す
る
。

「母
は
そ
ん
な
芝
居
を
演
じ
て
、
絶
食
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
食
断
ち

を
し
て
、
自
分
か
ら
死

の
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
で

き
る
の
か
。」
「樹
木

の
黄
葉
紅
葉
が
秋
の
終
り
と
と
も
に
落
葉
す
る
よ
う
に
、
ご

く
自
然
に
ゆ
る
や
か
に
死
を
迎
え
る
自
死
の
方
法
。
/
母
さ
ん
、
そ
う
な
の
か
い

…
…
。」

「私
」
は
自
問
自
答
す
る
。
「…
…
わ
か

っ
た
よ
、
母
さ
ん
の
邪
魔
は
し
な
い
さ
。

蕗
子
も
同
じ
気
持
ち
だ
と
思
う
よ
。

こ
の
こ
と
は
誰
に
も
話
さ
な
い
、
父
に
も
姉

に
も
妹
に
も
。
俺
と
蕗
子
の
胸
の
奥
に
し
ま

っ
て
、
母
さ
ん
の
思
う
通
り
に
す
る
…
・:

そ
れ
で
い
い
ん
だ
ね
、
母
さ
ん
。
」

十
五
日
、
絶
食
三
日
目
。
妻
か
ら
、
母
が

「
ど
う
し
て
も
話
し
た
い
こ
と
が
あ

る
」
と
、
電
話
が
あ

っ
て
、
駈
け

つ
け
る
。
「
最
後
の
言
葉
」、

つ
い
で
長

い
沈
黙

の
あ
と
、
「あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
が
続
い
た
。
十
七
日
晩
、
薬
を
飲
ま
せ

よ
う
と
し
た
が
、
母
は
口
に
含
ん
だ
水
を
咳
き
込
ん
で
吐
い
た
。
水
分
も
受
け

つ

け
な
く
な

っ
た
よ
う
だ
。
翌
十
八
日
、
往
診
に
き
た
医
師
に
話
す
と
、

「
唇
を
ぬ

る
ま
湯
で
し
め
す
だ
け
に
し
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
言
う
。
こ
れ
ま
で
続
け
て
い
た

栄
養
注
射
は
断

っ
た
。
二
十
四
日
夜
明
け
に
母
は
息
を
引
き
取
る
。

タ
イ
ト
ル
の

『黄
落
』
は
こ
の
母
の
死
に
方
を
さ
し
て
い
る
。
作
者
が
最
も
訴

え
た
か

っ
た
の
も
そ
の
問
題
に
ち
が
い
な
い
。
「
ご
く
自
然
に
ゆ
る
や
か
に
死
を

迎
え
る
」
方
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

佐
江
に

『老
い
方
の
探
求
』
と
い
う

エ
ッ
セ
ー
集
が
あ
る
。
そ
の
中
の

一
節
。

「年
老
い
て
死
が
近
づ
き
、
日
々
、
日
常
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
て
ゆ
く
老
人
の
す
べ

て
が
、
寝
た
き
り
に
な

っ
て
紙
オ
ム
ツ
を
濡
ら
し
な
が
ら
、
残
り
少
な
い

一
刻

一

刻
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
ら
い
い
の
か
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
忍
び
寄
る
死
を

受
け
容
れ
た
ら
い
い
の
か
、
家
族
の

一
人

一
人
に
力
乏
し
い
声
で
問
い
か
け
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
/

『わ
た
し
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
?
』
と
。
/
こ
の

哲
学
の
大
命
題
と
も
い
え
る
問
い
に
、
現
代
の
哲
学
者
や
宗
教
家
は
何
と
答
え
る
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の
か
。」

『
黄
落
』
の
母
の
死
も

一
つ
の
答

え
で
あ
ろ
う
。
現
代
に

〈老
い
の
哲
学
〉
と

言
え
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
目
を

通
し
た
も
の
の
中
で
は
、
次
の
八
木
誠

一
の
考
え
が
ま
だ
納
得
で
き
そ
う
に
思
う
。

五
、
老
い
の
哲
学

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
高
齢
者
介
護
は
す
ぐ
れ
て
社
会
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
問
題
で
あ
る
と
同
時

に
、
依
然
と
し
て
家
族
の
問
題
で
も
あ
る
。

い
や
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
高
齢
者
福
祉
は
同
時

に
、
高
齢
者
自
身

の
生
き
方

の

問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
高
齢
者
個
々
人

の
死
生
観
や
信
仰
が
厳
し
く
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
父
親
が
入
所
し
て
い
る

「
老
人
保
健
施
設
」

で
も
、
宗
教
家
が
招
か
れ

て
、
「天
国
」
や

「浄
土
」
に

つ
い
て
講
話
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
死
を
前

に
し
て
の
心
構
え
を
話
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
前
者
に
関
し

て
は
、

「信
教

の

自
由
」
の
問
題
が
あ
る
。
後
者
に
関
し
て
も
、
死
の
タ
ブ
ー
化
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。

こ
の
点
は
宗
教
法
人
の
施
設
で
な
い
か
ぎ
り
、
似
た
り
寄

っ
た
り
だ
ろ
う
。

「わ
た
し
た
ち
は
心
の
問
題
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
で
ど
う
ぞ
解
決

し
て
下
さ
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
後
民
主
主
義
の
到
達
し
た

地
平
で
も
あ
る
。
老
人

の
生
き
が
い
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
れ
る

人
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
死
の
不
安
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
よ
う
な
話
は
で
き
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
宗
教
を
入
れ
る
な
と
い
う
の
は
無
理
だ
ろ
う
。

人
生

に
お
い
て
は
、
い
ず
れ

「老

い
」
も

「死
」
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

避
け
ら
れ
な
い
も
の
な
ら
、
受
け
容
れ
る
以
外
に
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
す
れ
ば
、
「老
い
」
も

「死
」
も
受
け
容
れ
て
い
こ
う
と
す

る
そ
の
姿
勢
を
肯

定
し
、
支
え
て
く
れ
る
よ
う
な
考
え
方
、
こ
れ
を
こ
そ
見
出
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は

「
老
い
」
と

「
死
」
を
ど
う
考
え
れ
ば
、
受
け
容
れ
ら
れ
る

の
か
。

こ
の
際
キ
ケ

ロ
の

『
老
年
論
』
に
も
目
を
通
し
て
お
き
た
い
と
思

っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
過
日
、
運
よ
く
書
店
で
八
木
誠

一
・
八
木
綾
子
両
氏

の
手

に
な
る
新
訳

『老
年
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
』
を
見

つ
け
た
。
従
来
の
翻
訳
よ
り
格
段

に
読
み
や

す
い
。
ま
た
、
巻
末

に
付
さ
れ
た
八
木
誠

一
の

「
私
の
老
年
論
」
は
、
日
本
を
代

表
す
る
研
究
者

(専
門
は
原
始
キ
リ
ス
ト
教
学
)
が
老
い
と
死
を
ど
う
考
え
る
に

至

っ
た
か
と
い
う
点

で
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

八
木
は

「美
し
く
魅
力
的
な
老
人
」
の
例
と
し
て
、
九
〇
歳
当
時
の
久
松
真

一

を
挙
げ
、
そ
の
秘
密
の
あ
り
か
を
探
る
。

「『
外
な
る
人
は
朽
ち
て
ゆ
く
が
、
内
な
る
人
は
日
々
に
新
し
い
』
と
パ
ウ

ロ
は

い
う

(
コ
リ
ン
ト
4

・
=
ハ)
。
道
元
は
こ
れ
を

『
ほ
と
け
の
い
の
ち
』

と
い

っ
た

(正
法
眼
蔵
、
生
死
の
巻
)。

こ
れ
は
生
死

の
な
か
に
あ

っ
て
生
死
を
超
え
、
し
た

が
っ
て
病
と
老
い
の
な
か
に
あ

っ
て
も
こ
れ
を
超
え
る
働
き
の
こ
と
で
あ
る
。
人

に
は
こ
の
働
き
に
生
き
る
こ
と
が
常

に
、
老
年
若
年
に
か
か
わ
ら
ず
、
可
能
で
あ

る
。
…
…
秘
密
は
こ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
自
体
が

重
要
で
あ
る
。
」

人
に
は
生
死
の
な
か
に
あ

っ
て
こ
れ
を
超
え
、
病
と
老

い
の
な
か
に
あ

っ
て
も

こ
れ
ら
を
超
え
る

「働
き
」
が
あ
る
。
人
は
老
年

に
な

っ
て
も
、
こ
の

「働
き
」
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に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う

「
働
き
」
が
あ
る
と
知
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
キ
ケ
ロ
と
も

一
致

す
る
。
八
木
は

「
私
は
な
か
ん
ず
く
キ
ケ

ロ

の

『自
然
』
把
握

に
共
感
し
て
い
る
。
」
と
言
う
。

キ
ケ
ロ
は

『老
人
論
』
の
中
で
こ
う
言

っ
て
い
る
。

「
最
高

の
指
導
者
で
あ
る
自
然
に
従

い
、
神
に
対
す
る
か
の
よ
う
に
服
従
し
て

い
る
点
で
こ
そ
、
わ
た
し
は
賢
明
な

の
だ
」
。
「自
然
に
逆
ら
う
の
は
神
々
を
敵
と

す
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。」
「自
然

に
し
た
が

っ
て
起

こ
る
こ
と
は
す

べ
て
善
と

み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
老
人
に
と

っ
て
死
よ
り
自
然
に
適

っ
た
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。
…
…
そ
れ
は
例
え
て
み
れ
ば
よ
く
熟
し
た
果
実
が
ひ
と
り
で
に
落
ち
る

よ
う
な
も
の
だ
。
」

こ
こ
に
言
う

「自
然
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が

「自
然
科
学
」
と
い
う
時
の
、

つ
ま

り
人
間

・
文
化
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の

「自
然
」
で
は
な
い
。
東
洋
古
来
の

伝
統
的

「自
然
」
観
に
近

い
。

「
自
然
」
と
い
う
漢
語
は

「
無
為
自
然
」
と
い
う
形
で
老
荘
思
想
の
中
心
に
位
置

す
る
。
「大

い
な
る

『
道
』
に
担
わ
れ
た
働
き
の
こ
と
で
、

そ
れ
は
人
間
が
あ
れ

こ
れ
と
計
ら
わ
な
く
て
も
お
の
ず
か
ら
成
り
立

つ
の
で
あ
る
」
。
浄
土
教
の
中
心

概
念
は

「自
然
法
爾
」

で
あ
る
。
そ
れ
は

「
(信
心
と
救
済
に
か
か
わ
る
こ
と
は
)

阿
弥
陀
仏
の
願
力
の
働
き
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
ゆ
え
に
、
人
の
は
か
ら
い
に
よ
ら

ず
、
お
の
ず
か
ら
成
り
立

つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
の
中
心
用
語

「無
心
」

も
、
鈴
木
大
拙
に
よ
れ
ば

「自
然
法
爾
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
西
の
古
典
的
伝
統

で
は
、
自
然
の
中
に

「人
間
を
超
え
た
も
の

の
働
き
」
を
見
る
。
八
木
は
そ
こ
に
新
約
聖
書

マ
タ
イ
伝
よ
り
、
「
一
羽

の
雀
す

ら
君
た
ち
の
父

(神
)
な
し
に
地
に
落
ち
る
こ
と
は
な
い
」
を
加
え
る
。
生
物

一

般
の
死
が
神
の
働
き
に
し
た
が

っ
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、
キ
ケ
ロ
の

百

然
」

把
握
、
神
的
な
も
の
と
し
て
の

「自
然
」
把
握
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

「
要
す
る
に
、
自
然
と
は
本
性
の
開
展
の
こ
と
だ
、
と
い
う
把
握
が
あ
る
。

こ

の
場
合
、
本
性
の
開
展
す
な
わ
ち
自
然
は
事
物
の
本
性
自
身
に
よ

っ
て
起
こ
る
と

い
う
考
え
方
が
あ
り
、
ま
た
、
神

(如
来
の
誓
い
)
の
働
き
に
よ
っ
て
成
り
立

つ

と
い
う
把
握
が
あ
る
。
人
間
に
お
け
る
神
の
働
き
の
こ
と
を
人
間
の
本
性
と
い
う

の
で
あ
る
。
宗
教
的
に
は
そ
う
い
え
る
。
実
際
、
生
ま
れ
た
人
が
成
長
し
老
い
て

死
ぬ
の
は
自
然
で
は
な
い
か
。」

近
代
で
は
、
自
然
は
人
間
に
よ

っ
て
支
配

・
管
理
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
自

我
が
中
心
の
こ
の
時
代
、
科
学
と
技
術
と
経
済
が
結
び

つ
い
て
世
界
を
動
か
し
て

き
た
。
そ
の
中
で
、
人
間
は
本
性
を
見
失

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
自
我
よ
り

も
深
い
人
間
的
本
性
や
自
然
が
な
く
な

っ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
人
間
は
人

間
的
自
然
を
自
覚
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「か

つ
て
東
西
の
古
典
が
正
確
に
把
握
し
て
い
た
人
間
的
本
性
と
そ
の
自
然

の

開
展
の
経
過
を
、
改
め
て
自
分
の
生

に
即
し
て
自
覚
し
実
感
す
る
な
ら
ば
、
老
い

と
死
と
は
、
生
き
て
い
る
間
は
生
き
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
大
切
に
し
な
が
ら
も
、

し
ず
か
に
受
容
し
、
迎
え
る
こ
と
の
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た

生
を
全
う
す
る
こ
と
は
尊
い
こ
と
だ
。
」

老
い
を
受
け
容
れ
、
死
を
受
け
容
れ
る
。
老

い
も
死
も
、
「
人
間
的
本
性
」

の

「自
然
の
開
展
の
経
過
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「神

(如
来

の
誓

い
)

の
働
き
」
に
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よ

っ
て
成

り

立

つ
。

こ

の

〈
老

い
〉

に
は

、

〈
ボ

ケ
〉

も

含

ま

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

キ

ケ

ロ
は

、

〈
ボ

ケ
〉

を

も

「
受

け

容

れ

よ

」

と

い
う

の
だ

ろ

う

か
。

『
黄

落

』

の
佐

江

は

、

〈
ボ

ケ
〉

る
前

に

こ
そ

、

「
死

に
時

」

を
提

起

し

た

の

で
あ

る
。

六
、
「
断
食
死
」
に
つ
い
て

山
折
哲
雄
は
、
自
分
の
責
任
に
お

い
て
生
き
て
き
た
よ
う
に
、
自
分
の
責
任
に

お
い
て
安
楽
に
死
に
た
い
。
病
院
で
死
ぬ
こ
と
が
多
い
現
代
で
は
、
こ
れ
は

「途

方
も
な
い
難
問
」

で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
山
折
は

『お
迎
え

の
と
き
1
日
本
人
の
死
生
観
1
』
第

一
章
で
、
「
『断
食
死
』
の
す
す
め
」
を
書
い

て
い
る
◎

平
安
時
代
の
末
期
か
ら
中
世
期
に
か
け
て
編
集
さ
れ
た
修
行
僧

の
伝
記
、
「
往

生
伝
」
や

「高
僧
伝
」
を
見
る
と
、
彼
ら
の
臨
終
時
の
あ
り
さ
ま
が
、
克
明
に
描

か
れ
て
い
る
。
「
人
間
の
死
に
方
の
記
録
集
」
と
い
っ
た
趣
で
あ
る
。

「
い
よ
い
よ
最
後
の
命
終
の
時
期
が
近
づ
く
と
、
彼
ら
の
多
く
は
、
自
然
に
木

食

の
生
活
に
入
り
、
や
が
て
そ
の
ま
ま
断
食

へ
と
す
す
ん
で
い
く
。
五
穀
を
断
ち
、

十
穀
を
断
ち
、
や
が
て
木

の
実
や
葉
も
断

っ
て
、
枯
れ
木
の
よ
う
に
な

っ
て
ゆ
く
。」

そ
の
状
態
が
三
～
七
日
と
続
い
て
そ

の
ま
ま
死
ぬ
者
も
い
る
。
中
に
は
不
思
議
な

霊
的
体
験
を
得
る
者
も
い
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
が
視
野
に
現
わ
れ
る
者
も
い
る
。

「
断
食
は
、
い
わ
ば
往
生
す
る
た
め
の
身
心
的
ウ
ォ
ー
ミ

ン
グ

・
ア
ッ
プ
と
い

っ

た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。」

山
折
は
断
食
を

「栄
養
の
遮
断
と

い
う
能
動
的
な
意
志
に
よ

っ
て
、
死
を
少
し

ず

つ
呼
び
こ
む
た
め
の
自
然
過
程
」
と
と
ら
え
、
こ
の

「断
食
死
」
を

「
み
ず
か

ら
の
意
志
だ
け
で
行
な
う
、
か
ぎ
り
な
く
自
然
死
に
近
い
安
楽
死
で
あ
る
と
思
う
」

と
述
べ
て
い
る
。

「願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
む
そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」
と
詠
み
、

そ
の
願
い
通
り
に
死
を
迎
え
た
西
行
も
、
お
そ
ら
く
こ
の

「断
食
死
」

で
あ

っ
た

ろ
う
と
言
う
。

「断
食
死
」
は
、
限
ら
れ
た
数
の
死
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
珍
し
い
死

に
方

で
は

な
い
の
で
あ
る
。
山
折
は
こ
れ
を

「
わ
が
国
の
仏
教
伝
統
の
な
か
で
こ
こ
ろ
み
ら

れ
て
き
た
も
の
」
と
し
、
「
日
本
人
の
あ
こ
が
れ
た
死
に
方
」
だ
と
言

っ
て
い
る
。

自
ら

「断
食
の
は
て
に
、
枯
れ
木
の
よ
う
に
な
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ

れ
が
最
高
だ
と
思

っ
て
い
る
。」
「
そ
れ
が
あ
た
か
も
自
然
死
で
あ
る
か
の
よ
う
に

家
族
や
知
人
の
目
に
映
れ
」
ば
な
お
い
い
。

た
だ

一
つ

「心
配
」
な
の
は
、
最
後
の
段
階
で
、
救
急
車
で
病
院

に
連
れ
て
い

か
れ
、
点
滴
の
処
置
を
施
さ
れ
て
、
も
は
や
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い

場
合
で
あ
る
。
そ
の
時
は

「万
事
休
す
」

で
あ
る
、
と
。
山
折
は
冗
談
を
言

っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。

お
わ
り
に
ー

〈
ボ
ケ
老
人
〉
の
生
き
る
意
味
-

浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
も
あ
る
松
井
春
満
は

『生
き
る
力
を
培
う
教
育
』
の
中
で
、

オ
ー
ル
ド
オ
ー
ル
ド

(後
期
高
齢
者
)
の
生
き
が
い
と
い
う
困
難
な
問
題
に
挑
ん

で
い
る
。

「あ
え
て

『幸
せ
』
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
人
生
の
終
末

に
臨
ん
で
、
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な
お
幸
せ
を
味
わ
い
う
る
人
間
の
在

り
方
は
、
い
か
に
し
て
可
能

で
あ
る
か
」
、

「
す
べ
て
の
所
有
を
失

っ
て
い
き

つ
つ
あ
る
高
齢
者
が
、
な
お
生
甲
斐
を
感
じ
う

る
道
は
何

で
あ
る
か
」。

松
井

の
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。

「
嬰
児
が
親
の
愛
の
ま
な
ざ
し
の
下

で
育

つ
よ
う
に
、
老
人

は
ま
た
、
看
取
る

人
の
ま
な
ざ
し
の
な
か
で
生
き
か

つ
死
す
る
。
人
を
生
か
し
あ
る
ま
な
ざ
し
は
、

そ
の
主
体

の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
の
主
体
を
こ
え
た
大
い
な
る
超

越
者
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
看
取
る
主
体
が
た
と
え
意
識
せ
ず
と
も
、
そ
の
人
が

他
者
に
注
ぐ
や
さ
し
い
愛
の
ま
な
ざ

し
は
、
看
取
ら
れ
る
人
に
と

っ
て
は
、
そ
の

彼
方
に
大
い
な
る
も
の
の
心
を
感
じ
と
る
こ
と
の
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ

し
で
あ
る
。
そ
れ
が
末
期
の
人
を
勇
気
づ
け
る
。
/
…
…
人
間
の
真
の

『間
』
係

性
に
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
者
と
の
関
係
が
光
背
の
よ
う
に
感
じ
と
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
末
期
の
人
を
し
て
、
『
感
謝
』
の
中
に
、
そ
の
生
を
成
就
せ
し

め
る
力
に
な
る
。
」

「末
期
の
人
」
は
看
取
ら
れ
る
だ
け

の
人

で
は
な
い
。
な
お
与
え
る
こ
と
も
で

き
る
。

「
臨
終
の
床
に
あ
る
人
が
、
も
は
や
慌

て
ず
、
過
ぎ
来
し
の
す

べ
て
を
受
容
し

て
感
謝
の
内
に
、
『迎
え
』
の
時
を
待

つ
、
と
い
う
ご
と
き
そ
の
姿
自
身
が
、
人

生
の
成
就
の
相
を
人
び
と
に
示
す
と

い
う
形
で
表
わ
れ
る
。
そ
の
態
度
は
残
さ
れ

た
者
に
、
人
生

の
尚
さ
を
教
え
る
無
限
の
教
化
的
意
義
を
も

っ
て
く
る
。」

思
い
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
『胱
惚

の
人
』

の
中
で
、
昭
子
は
門
谷
夫
人

に
、

「私
も
、
な
ん
だ
か
似
た
よ
う
な
心
境

な
ん
で
す
よ
。
信
仰

っ
て
い
う
の
か
し
ら
、

宗
教

っ
て
い
う
の
か
し
ら
、
神
さ
ま
に
奉
仕
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
き
が

あ
り
ま
す
。
」
と
答
え
て
い
た
。
「看
取
る
人
」
も

「看
取
ら
れ
る
人
」
の

「ま
な

ざ
し
」

に
、
深
く
教
え
ら
れ
る
と
同
時
に

「神
」
を
す
ら
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
両
者

の
間
に
、
「超
越
者
と
の
関
係
が
光
背

の
よ
う
に
感
じ
と
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
」

『黄
落
』
に
も
、
火
傷
し
た
母
を
病
院
に
連
れ
て
き
、
皮
膚
科
ま
で
お
ぶ

っ
て
行

く

「私
」
を
見
て
、
あ
る
老
婆
が

「あ
な
た
、
後
光
が
射
し
て
ま
す
よ
」
と
い
う

場
面
が
あ
る
。
「
私
」
は

「後
光
だ
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
。
仕
方
な
く
や

っ

て
い
る
ん
で
す
」
と
答
え
て
い
る
が
、
老
母
の
目
に
も
、
光
の
見
え
る
時
が
あ

っ

た
か
も
し
れ
な
い
、
と
筆
者
は
想
像
す
る
。

オ
ー
ル
ド
オ
ー
ル
ド
も

「
ま
な
ざ
し
」
を
通
し
て
、
な
お

「幸
せ
」
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
痴
呆
性
老
人
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
い
わ
ゆ
る

〈
ボ

ケ
老
人
〉
に
生
き
が
い
は
、
あ
る
い
は
幸
福
は
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

神
谷
美
恵
子
は
名
著

『生
き
が
い
に
つ
い
て
』
の
末
尾
に
こ
う
書
き

つ
け
た
。

「
ふ
つ
う
の
精
神
機
能
を
う
ば
わ
れ
、
単
な
る

『あ
え
ぐ
生
命
の

一
単
位
』
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
」
ひ
と
、
そ
こ
に

「高
齢
の
た
め
に
あ
た
ま
が
働
か
な
く
な
り
、
た

だ
食
欲
だ
け
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
ひ
と
」
を
も
含
め
て
、
問
う
て
い
る
。

「
こ
う
い
う
ひ
と
に
は
、
も
は
や
生
き
が
い
を
求
め
る
心
も
、
そ
れ
を
感
じ
る
能

力
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
ひ
と
に
も
な
お
生
き
る
意
味

と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。」

神
谷
自
身
、
「
こ
れ
こ
そ
生
き
が
い
の
問
題
を
考
え
る
者

に
と

っ
て
、
何
よ
り

も

一
ば
ん
痛
い
問
い
で
あ
る
。」
と
認
め
て
い
る
。
神
谷
も

〈
ボ
ケ
老
人
〉

は
、
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「も
は
や
生
き
が
い
を
求
め
る
心
も
、

そ
れ
を
感
じ
る
能
力
も
残
さ
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
」
と
言

っ
て
い
る
。
「生
き
が
い
」
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「な
お
生
き
る
意
味
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
」
。
し
か
し
、
「
宗
教
的
な
心

の
世

界
に
身
を
お
く
ひ
と
」

で
な
け
れ
ば
、
肯
定
的
な
答
え
を
出
す
の
は
難
し
い
の
で

は
な
い
か
。

筆
者

の
最
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
神
谷
も
詳
し
く
論

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
ず
か

一
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
ス
ケ
ッ
チ
を
、
そ
れ
も

「
:
・:

に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
言
い
方

で
、
残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

人
間
の

「存
在
意
義
」
は
利
用
価
値
や
有
用
性
に
よ
ら
な
い
。

「
野
に
咲
く
花

の
よ
う
に
、
た
だ

『
無
償
に
』
存
在

し
て
い
る
ひ
と
も
、
大
き
な
立
場
か
ら
み
た

ら
存
在
理
由
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
彼
ら
も
ま
た

「私

た
ち
と
同
じ
生
を
う

け
た
同
胞
」
で
あ
る
。
「大
き
な
立
場

」
あ
る
い
は

「大
き
な
眼
」

と
い
う
言
葉

を
使

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ

ス
ト
教
の

「神
」
か
ら
す
れ
ば
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
、
い
ず
れ
も

「
か
け
が
い
の
な
い
存
在
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」

と

書
く
。

人
間
が
精
神
的
な
存
在

で
あ
り
え
た
の
も
、
「生
命

に
育
ま
れ
、
支
え
ら
れ
て

来
た
か
ら
こ
そ
」
で
あ
る
。
「
た
だ

『無
償
に
』
存
在
し
て
い
る
」

だ
け

で
意
味

が
あ
る
。

つ
ま
り
、
生
き

て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

岡
本
祐
三
は

『黄
落
』
に
お
け
る
母
を

「
食
を
絶

っ
て
自
死
を
選
」
ん
だ
と
書

い
て
い
る
。
「断
食
死
」
は
果
た
し
て
自
殺
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
能
動
的
な

「尊
厳
死
」
の

一
形
態

で
あ
る
の
か
。
論
議
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、

山
折
の
言
う
よ
う
に
、
「
わ
が
国
の
仏
教
伝
統
の
な
か
で
こ
こ
ろ
み
ら
れ

て
き
た

も
の
」
で
あ
る
以
上
、
「
尊
厳
死
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
方
に
組
し
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は

「ふ

つ
う
の
精
神
機
能
を
う
ば
わ
れ
」
る
前
に
、

つ
ま
り
は

〈
ボ

ケ
る
〉
前
に
、
山
折
の
言
う
よ
う
な

「断
食
死
」
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ
と
も
、
死

も
老
い
も

〈ボ
ケ
〉
を
も
受
け
容
れ
、
結
果
と
し
て
、
神
谷
の
言
う
よ
う
な

「
あ

え
ぐ
生
命
の

一
単
位
」
に
な
る
こ
と
を

〈選
ぶ
〉
の
か
ど
う
か
。
筆
者
も
む
ろ
ん

そ
う
だ
が
、
世
界

一
の
長
寿
国
日
本
に
生
を
享
け
た
者
す
べ
て
が
、
決
断
を
迫
ら

れ
て
い
る
と
思
う
。

参

考
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岡
本
祐

三

『
高
齢

者
医
療

と
福
祉

』
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、

一
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四
年

岡
本
祐

三

『医

療
と
福
祉

の
新
時

代
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日
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評
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社
、

一
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和

子
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惚
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人
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潮
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、
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潮
文
庫
、

一
九
八
五
年

早
瀬
圭

一

『
人

は
な
ぜ
ボ
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潮
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庫
、

一
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年

深
沢
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郎
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節
考
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潮
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庫
、
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年

佐
江
衆

一

『
黄
落
』
新
潮
社
、

一
九

九
五
年

佐
江
衆

一

『
老

い
方

の
探
求
』
新
潮
社
、

一
九
九
六
年

キ
ケ

ロ
著
、
八
木
誠

一
・
八
木
綾
子
訳

『
老
年

の
豊
か
さ

に

つ
い
て
』
法
藏
館
、

山
折
哲
雄

『
お
迎

え
の
と

き
』
祥
伝
社
、

一
九
九
四
年

松
井
春
満
編

『
生

き
る
力
を
培

う
教
育
』
学

術
図
書
出
版

社
、

一
九
九
二
年

神
谷
美
恵
子

『
生

き
が
い
に

つ
い
て
』

み
す
ず
書
房
、

一
九
八
〇
年

一
九
九
九
年
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