
丹
羽
文
雄

「
厭
が

ら
せ
の
年
齢
」
に
お
け
る
「
非
情
」

倉
　
持
　
リ
ツ
コ

は

じ
め
に

　
青
春
、
愛
情
、
離
別
な
ど
の
テ
ー
マ
が
、
文
学
世
界
の
主
役
と
し
て

君
臨
し
て
き
た
の
に
比
べ
て
、
こ
れ
ま
で
〈
老
い
〉
は
忌
避
さ
れ
が
ち

な
主
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
が
超
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
た
こ

と
を
背
景
に
、
近
年
、
高
齢
者
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
文

学
作
品

を
含
め
、
そ
れ
を
主
題
に
し
た
書
物
等
を
目
に
触
れ
な
い
日
は

な
い
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、

高
齢
者
の
介
護
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
認
知
症

を
患
う
高
齢
者
の
介
護
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
、
世
人
を
驚
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

る
悲
惨
な
犯
罪
事
件
ま
で
が
発
生
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
か
ら
七
十
年
あ
ま
り
前
か
ら
、
到
来
す
る
高
齢
化
社

会
を
見
据
え
て
、
こ
ら
れ
の
問
題
に
着
目
し
た
先
駆
的
な
作
品
が
あ
る
。

そ

れ

は
丹
羽
文
雄
の
短
編
小
説
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
で
あ
る
。
こ
の

作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
二
年
二
月
の
「
改
造
」
で
あ
る
が
、

同
年
五
月
単
行
本
の
『
理
想
の
良
人
』
に
初
刊
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
新

潮
文
庫
を
は
じ
め
と
す
る
文
庫
本
や
、
各
種
文
学
全
集
の
丹
羽
文
雄
の

巻
に

収
録

さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
二
月
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
に
放

送

さ
れ
、
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
が
社
会
的
に
流
行
語
と
な
る
ほ
ど
大

き
な
反
響
を
巻
き
起
こ
し
た
。

　
作
品
は
、
八
十
六
歳
の
「
う
め
女
」
と
い
う
、
理
性
的
な
判
断
力
を

喪
失

し
た
老
女
を
中
心
に
、
そ
の
扶
養
と
介
護
を
押
し
付
け
合
う
三
人

の

孫
娘
た
ち
や
そ
の
家
族
を
描
い
て
い
る
。
作
品
の
成
立
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
こ

作
者
が
疎
開
先
か
ら
尾
崎
一
雄
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
検
証
で
き
る
よ
う

に
、
こ
の
作
品
は
、
作
者
の
体
験
に
基
づ
い
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
り
、

F
う
め
女
」
は
丹
羽
夫
人
の
祖
母
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
二

番
目
の
孫
・
幸
子
の
夫
で
あ
る
美
濃
部
の
モ
デ
ル
は
作
者
自
身
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
「
私
は
あ
の
中
の
老
女
を
社
会
問
題
に
ま
で
取
り
上

げ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
老
境
と
い
う
こ
と
は
た
れ
に
も
一
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
訪
れ
る
重
大
な
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
、
作
者
自
身
が
こ
の
作
品
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の

創
作
動
機

を
語
っ
て
い
る
。
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
は
、
敗
戦
直
後

の

貧
窮
な
時
代
に
生
き
る
人
々
の
日
常
生
活
や
当
時
の
日
本
の
世
相
を

反
映
し
な
が
ら
、
先
見
的
な
目
で
高
齢
者
問
題
を
捉
え
た
社
会
性
の
高

い

作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
が
単
行
本
や
各
種
全
集
に
度
重
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
レ

て

収
録
さ
れ
、
数
ヵ
国
の
外
国
語
に
も
翻
訳
さ
れ
、
高
く
評
価
さ
れ
る

理
由
の
1
つ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
老
人
嫌
悪
を
む
き
出
し
に
描
い

た
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
た
「
非
情
」
に
注
目
し
て
、
現
代
社
会
の
高
齢

者
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
丹
羽
の
老
人
文
学
の
特
質
を
探
究
し

て
み
た
い
。

1

〈
老
人
〉
を
「
悪
者
」
、
厄
介
者
と
し
た

せ
の

年
齢
」
の
「
非
情
」

F厭
が
ら

　

1
、
〈
悪
意
〉
を
〈
老
い
〉
と
結
び
つ
け
た
タ
イ
ト
ル

　

ま
ず
、
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
意
味

を
考
え
て
み
る
。
作
品
の
内
容
は
、
「
う
め
」
と
い
う
名
の
老
女
の
こ

と
を
中
心
に
書
い
て
い
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
老
女
」
或

い

は
「
老
婆
」
で
も
差
し
支
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
イ
ト

ル
に

「
厭
が

ら
せ
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
言
葉
を

冠

し
て
い
る
。
辞
書
で
確
認
す
る
と
、
「
厭
が
ら
せ
」
と
は
、
「
相
手
が

い

や
が
る
よ
う
な
こ
と
を
、
わ
ざ
わ
ざ
言
っ
た
り
し
た
り
す
る
こ
と
」

（『
広
辞
苑
』
岩
波
書
店
一
九
五
五
年
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
冷
た
さ

と
ト
ゲ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の
言
葉
は
、
嫌
悪
と
拒
絶
に
い
う
ど
ら
れ
た

人
間
関
係
を
惹
起
す
る
、
あ
る
種
の
陰
険
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
も
、

F厭
が

ら
せ
」
の
後
に
「
年
齢
」
と
い
う
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
「
厭
が

ら
せ
」
を
す
る
原
因
を
「
年
齢
」
に
帰
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
作

品
を
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
「
厭
が
ら
せ
」
は
、
「
う
め
女
」
の

F意
地
悪

さ
」
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
今
日
の
目

か

ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
高
齢
者
特
有
の
病
状
（
睡
眠
障
害
、
認
知
症
な

ど
）
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
認
識
と
知
識
が

希
薄
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ま
わ
り
の
人
々
は
、
「
万
事
」
が

r
う
め
女
」
の
「
厭
が
ら
せ
」
だ
と
決
め
付
け
て
彼
女
の
排
除
に
躍
起

に

な
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
厭
が
ら
せ
」
に
主
体
性
を

も
た
せ
た
。
本
来
、
全
く
関
係
の
な
い
「
厭
が
ら
せ
」
と
f
年
齢
」
と

い

う
二
つ
の
言
葉
を
密
着
さ
せ
、
〈
悪
意
〉
を
〈
老
い
〉
と
結
び
つ
け
、

恰

も
老
人
と
な
れ
ば
、
必
然
的
に
「
厭
が
ら
せ
」
を
好
む
と
い
う
印
象

を
与
え
て
い
る
。

　

2
、
敗
戦
直
後
の
時
代
に
生
き
る
高
齢
者
の
厳
し
い
現
実

　
果
た

し
て
八
十
六
歳
の
「
う
め
女
」
は
周
囲
の
人
々
に
対
し
て
、
ど

の

よ
う
な
「
厭
が
ら
せ
」
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
は
、
暗
闇
の

静

け
さ
を
破
る
「
う
め
女
」
の
声
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。
孫
娘
の
仙

子
の
家
に
厄
介
に
な
っ
て
い
る
「
う
め
女
」
は
、
夜
中
に
人
の
気
配
を

感
じ
る
と
、
誰
構
わ
ず
「
ど
な
た
で
す
か
」
と
聞
い
て
し
ま
う
の
だ
が
、

F声
を
か
け
た
く
せ
に
、
自
分
の
口
が
そ
う
動
い
た
」
と
い
う
認
識
が

な
い
。
そ
れ
を
家
の
誰
も
が
迷
惑
が
る
。
と
く
に
一
家
の
主
で
あ
る
伊

丹
が

「
う
め
女
」
を
「
ま
る
で
盗
人
だ
。
気
味
の
悪
い
」
、
F
年
寄
り
な
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ら
年
寄
り
ら
し
く
」
振
る
舞
っ
て
く
れ
と
容
赦
な
く
呵
責
す
る
。
そ
れ

に

対

し
て
、
「
う
め
女
」
は
「
闇
の
六
畳
の
床
で
」
、
r
背
を
丸
め
て
、

石
の

よ
う
に
動
か
」
ず
に
耐
え
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
作

品
の
冒
頭
部
分
か
ら
す
で
に
、
伊
丹
と
「
う
め
女
」
と
の
両
者
間
に
お

け
る
強
弱
の
歴
然
と
し
た
懸
隔
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
r
う
め
女
」
は
、
三
十
二
歳
の
時
、
連
れ
合
い
と
死
別
し
て
以
来
、

五
十
四

年
間
の
未
亡
人
の
生
活
を
送
っ
て
き
た
。
五
十
二
歳
の
時
、
不

幸
に

も
ひ
と
り
娘
を
も
失
っ
た
。
作
品
に
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
「
う

め

女
」
の
孫
に
あ
た
る
仙
子
、
幸
子
、
瑠
璃
子
と
啓
吉
と
い
う
四
人
の

子
供

を
、
「
う
め
女
」
が
親
代
わ
り
と
な
っ
て
育
て
て
あ
げ
た
と
推
測

で

き
る
。
両
親
を
早
く
な
く
し
た
孫
た
ち
の
養
育
と
世
話
に
明
け
暮
れ

た

m
々
を
送
り
、
懸
命
に
生
き
抜
い
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
「
う
め
女
」

が
八
十
六
歳
に

な
っ
た
現
在
で
は
、
仙
子
と
幸
子
は
そ
れ
ぞ
れ
立
派
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ザ

家
庭
を
持
っ
て
い
る
。
瑠
璃
子
も
二
十
歳
と
な
り
、
啓
吉
の
年
齢
は
定

か

で
は

な
い
が
、
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
成
人
年
齢
に

達

し
て
い
る
。
子
の
い
な
い
「
う
め
女
」
が
老
後
の
扶
養
と
世
話
を
自

分
が
育
て
た
孫
た
ち
に
期
待
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
し

か

し
、
期
待
に
反
し
て
、
「
う
め
女
」
は
親
戚
の
間
を
た
ら
い
ま
わ
し

に

さ
れ
、
除
け
者
と
さ
れ
る
、
と
い
う
現
実
に
直
面
さ
せ
ら
れ
た
。

　
仙
子
の
夫
で
あ
る
伊
丹
は
、
「
不
愉
快
な
奴
は
誰
か
れ
の
容
赦
な
く

ほ

う
り
出
し
て
、
自
分
の
思
つ
た
と
お
り
を
ず
ば
ず
ば
と
や
つ
て
の
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
み

る
奴
」
で
あ
る
。
そ
の
〈
働
き
〉
に
よ
っ
て
、
伊
丹
家
は
「
闇
肥
り
」

し
て
い
て
、
「
戦
争
で
損
す
る
も
の
は
何
も
な
か
つ
た
」
。
幸
子
の
場
合

は
、
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
画
家
で
あ
る
夫
・
美
濃
部
と
、
三
人
の
子
供
と

と
も
に
山
村
で
疎
開
生
活
を
し
て
い
た
。
「
美
濃
部
が
疎
開
に
か
こ
つ

け
て
婆
を
こ
ち
ら
に
押
し
つ
け
て
よ
こ
し
“
，
」
o
　
r
婆
が
来
て
か
ら
、
三

か

月
間
、
わ
し
は
し
ょ
つ
中
苛
々
し
て
る
ん
だ
」
と
い
う
伊
丹
の
不
満

の

言
葉
か

ら
、
美
濃
部
家
に
い
た
「
う
め
女
」
が
三
ヶ
月
前
に
、
伊
丹

家
に
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
今
度
、
伊
丹
は
妻

を

唆
し
て
、
な
ん
と
か
「
う
め
女
」
を
追
い
出
そ
う
と
画
作
す
る
の
で

あ
る
。
果
た
し
て
、
仙
子
は
、
夫
の
意
思
に
従
っ
て
、
「
喧
嘩
の
つ
も

り
で
、
（
お
婆
さ
ん
を
幸
子
の
と
こ
ろ
に
）
押
し
つ
け
て
来
る
ん
だ
よ
」

と
妹
の
瑠
璃
子
に
厳
命
し
、
片
道
の
切
符
だ
け
を
握
ら
せ
、
「
う
め
女
」

を
厄
介
払
い
し
た
。

　
瑠
璃
子
の

「
背
中
に
結
び
つ
け
」
ら
れ
て
、
四
時
間
も
汽
車
に
揺
ら

れ

る
道
中
は
「
う
め
女
」
に
と
っ
て
、
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
瑠
璃

子
に

乱
暴
に
地
面
に
放
り
出
さ
れ
た
「
う
め
女
」
は
、
腰
に
打
撲
を
受

け
、
「
溝
に
う
つ
伏
せ
て
倒
れ
た
」
。
や
っ
と
の
思
い
で
美
濃
部
家
に
辿

り
つ
い
た
が
、
自
分
を
連
れ
て
き
た
瑠
璃
子
が
幸
子
に
罵
倒
さ
れ
る
し
、

美
濃
部
に

も
「
ま
た
来
た
の
か
ね
」
と
、
　
r
苦
い
顔
」
を
見
せ
つ
け
ら

れ

た
。
そ
の
あ
げ
く
、
F
火
鉢
や
ら
、
食
卓
や
ら
茶
箪
笥
や
ら
、
子
供

の

本
棚
や
ら
で
、
ろ
く
ろ
く
座
る
所
も
な
い
」
荷
物
部
屋
の
一
隅
に
押

し
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
疎
開
か
ら
東
京
に
戻
っ
て
か
ら
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
記
憶
が

混
乱

し
た
「
う
め
女
」
は
、
時
間
構
わ
ず
に
空
腹
を
訴
え
た
り
、
着
物

な
ど
を
裂
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
学
的
な
知
識
の
普
及
し
た

一
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現
在
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
認
知
症
の
症
状
だ
と
判
断
で
き
る

の

だ

が
、
美
濃
部
家
の
人
々
の
目
に
は
「
お
婆
さ
ん
は
自
分
た
ち
に
腹

癒
せ

を
し
て
い
る
」
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
幸
子
に
叱
ら
れ
続
け
、

ひ

孫
に

ま
で
嘲
笑
さ
れ
る
の
が
「
う
め
女
」
の
日
常
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
敗
戦
直
後
の
食
料
難
や
住
宅
難
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
晩
年

を
迎
え
た
「
う
め
女
」
を
「
人
l
倍
食
慾
だ
け
は
あ
る
」
「
化
物
」
と

憎
ま
れ
、
「
お
荷
物
」
及
び
「
邪
魔
者
」
と
厄
介
者
扱
い
さ
れ
、
コ
日
、

生
き
て
お
れ
ば
、
一
日
だ
け
子
供
や
孫
に
迷
惑
を
か
け
る
存
在
」
だ
と

嫌
わ

れ

て
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
晩
年
を
送
っ
て
い
る
の
は
決
し
て

F
う
め
女
」
ひ
と
り
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
汽
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
、

瑠
璃
子

と
同
じ
境
遇
を
嘆
く
女
の
話
し
や
、
疎
開
先
の
隣
村
の
状
況
を

見

た
幸
子
の
、
r
S
村
も
と
ん
だ
姥
捨
山
に
な
つ
た
」
と
い
う
嘆
き
な

ど
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
ど
こ
の
家
庭
だ
つ
て
、
い
や
い
や
な
が

ら
老
人
を
扶
養
し
て
」
い
た
。
「
誰
か
ら
も
興
味
を
も
た
れ
ず
、
認
め

ら
れ
ず
、
大
切
に
さ
れ
な
く
な
つ
た
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
冬
の
蝿
を

何
の
感
動
も
な
く
ぴ
し
ゃ
り
と
叩
い
て
し
ま
う
風
に
、
老
人
を
殺
し
て

し
ま
」
い
た
い
、
と
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
あ
の
時
代
の
高
齢

者
の
現
実
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
か
ら
戦
後
直
後
の
日
本
の
高
齢
者

の

実
態

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
、
老
い
た
「
う
め
女
」
を
見
る
他
者
の
目
と
老
人
嫌
悪
の
根
拠

作
品
に
は
「
う
め
女
」
の
来
歴
、
境
涯
に
つ
い
て
の
記
述
は
多
く
な

い
o
越
後
の
本
家
は
「
由
緒
ぶ
か
い
家
柄
」
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
二
十

一
歳
で
結
婚
し
た
「
う
め
女
」
は
、
夫
と
一
緒
に
東
京
に
出
て
か
ら
、

故
郷
の
越
後
に
は
今
日
ま
で
六
十
年
間
一
度
も
帰
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ

が

F
う
め
女
」
の
経
歴
を
示
し
た
数
少
な
い
記
述
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か

は
殆
ど
他
者
か
ら
の
観
察
に
基
づ
い
た
印
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
う

あ
女
」
本
人
の
述
懐
や
内
面
心
理
に
切
り
込
ん
だ
描
写
は
見
当
た
ら
な

い
o
全
編
を
通
し
て
、
　
F
宗
教
心
」
も
「
知
性
」
も
な
く
、
食
い
意
地

の

汚

さ
と
「
意
地
悪
さ
」
に
焦
点
を
当
て
、
「
う
め
女
」
の
〈
老
い
〉

の

「
醜
態
」
だ
け
を
「
非
情
」
な
ほ
ど
挟
り
だ
し
て
辛
辣
に
批
判
し
て

い

る
。
あ
た
か
も
老
い
て
い
く
に
つ
れ
て
、
彼
女
の
経
歴
（
例
え
ば
、

若
い
と
き
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
四
人
の
孫
を
育
て
た
苦
労
な
ど
）
も
人
格

も
抹
消
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
ま
わ
り
の
人
々
は
老
い
た
彼
女
を
モ
ノ

で

あ
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
片
道
の
汽
車
の
切
符
だ
け
を
手
配
し
て
r
う
め
女
」
を
追

い

出
す
伊
丹
、
「
荷
物
」
の
よ
う
に
「
う
め
女
」
を
瑠
璃
子
に
運
ば
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
仙
子
、
「
不
格
好
な
人
形
」
の
よ
う
に
「
う
め
女
」
を
背
中
に
括
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

付

け
て
連
れ
出
す
瑠
璃
子
、
縁
側
か
ら
落
ち
た
「
う
め
女
」
を
「
棚
の

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

達
磨
」
と
見
る
幸
子
、
「
ご
は
ん
を
食
べ
る
化
物
」
と
瑠
璃
子
と
一
緒

に

老
人
の

悪
口

を
叩
く
、
汽
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
三
十
女
、
「
う
め
女
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

を
目
に
し
て
、
「
気
の
毒
そ
う
に
生
き
て
い
る
荷
物
を
眺
め
て
や
つ
た
」

巡
査
、
「
溝
に
う
つ
伏
せ
て
倒
れ
た
」
「
う
め
女
」
を
「
同
情
心
を
起
こ

す

よ
り
も
、
ど
う
や
ら
好
奇
心
を
動
か
し
」
た
「
四
十
が
ら
み
の
農
夫
」
、

等
々
。
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見
て

き
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
な
か
に
「
う
め
女
」
に
対
し
て
、

温
情
や

同
情
を
示
す
人
は
ひ
と
り
も
い
な
い
。
「
永
生
き
す
る
か
ら
、

い

ろ
ん
な
罰
が
当
た
る
の
よ
」
と
か
、
「
今
の
婆
さ
ん
が
、
　
一
番
立
派

な
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
早
く
死
ぬ
と
い
う
こ
と
以
外
何
も
な
い
の
よ
」

と
、
そ
の
存
在
を
呪
う
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
F
う
あ
女
」
と
血
縁

を
持
た
な
い
伊
丹
と
美
濃
部
の
態
度
は
無
情
で
、
冷
酷
で
あ
る
。

　
伊
丹
は
、
「
う
め
女
」
を
「
八
十
六
年
間
の
悪
業
の
澱
が
た
ま
つ
て

い

る
」
「
狸
婆
め
」
だ
、
「
癌
だ
よ
」
と
悪
態
を
つ
く
。
「
う
め
女
」
の

行
動
を
「
万
事
が
い
や
が
ら
せ
と
し
か
思
え
な
い
の
だ
」
と
言
い
、

F
う
め
女
」
に
対
し
て
激
し
い
嫌
悪
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
考

え

て

み

れ

ば
、
「
う
め
女
」
は
彼
に
と
っ
て
、
全
く
の
「
赤
の
他
人
」

だ

と
い
う
理
由
も
あ
る
が
、
誰
よ
り
も
エ
ゴ
イ
ス
ト
（
利
己
主
義
者
）

で

あ
る
伊
丹
の
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
敗
戦
直
後
、
物
資
が
困

窮
し
て
い
た
時
代
で
は
、
配
給
制
度
に
基
づ
い
て
、
食
料
や
衣
料
品
な

ど
の
日
常
物
資
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
法
律
も
秩
序
も
ま
だ
整
っ

て

お
ら
ず
、
混
乱
し
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
こ

そ
、
伊
丹
の
よ
う
な
「
倫
理
」
も
「
犠
牲
心
」
も
も
た
な
い
者
が
幅
を

利
か
せ
て
、
富
を
得
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、

年
の
老
い
た
「
う
め
女
」
は
生
産
性
の
な
い
「
邪
魔
者
」
で
あ
る
だ
け

で

は
な
く
、
F
食
気
だ
け
は
一
人
前
」
の
「
う
め
女
」
の
も
た
ら
す
不

利
益
が
我
慢
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
伊
丹
に
見
ら
れ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
彼
ひ
と
り
の
特
性
だ
と

言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
作
品
の
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
一
様
に
「
う
め

女
」
を
嫌
悪
す
る
態
度
の
な
か
に
、
多
少
と
も
伊
丹
と
共
通
す
る
も
の

が
見

ら
れ
る
。
伊
丹
の
よ
う
な
都
市
部
に
住
む
一
部
の
人
々
が
「
闇
肥

り
」
を
し
て
の
し
上
が
る
一
方
、
生
産
性
が
な
い
と
看
倣
さ
れ
る
高
齢

者
は
、
さ
っ
さ
と
農
村
へ
追
い
や
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
伊
丹
と
比
べ
て
美
濃
部
は
、
「
う
め
女
」
に
対
し
て
幾

分
寛
容
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
〈
老
い
〉
に
対
す
る
考
え
方

は
、
彼
も
本
質
的
に
伊
丹
と
変
わ
ら
な
い
。
「
う
め
女
」
の
こ
と
を
、

r八
十
六
に

も
な
る
と
、
肉
体
だ
け
が
何
よ
り
も
頑
強
で
、
魂
も
、
精

神
も
、
良
心
も
、
一
切
の
も
の
を
挫
い
て
し
ま
う
の
だ
つ
た
」
と
、
蔑

む

眼
差

し
を
「
う
め
女
」
に
向
け
て
い
る
。

　
幸
子
は
疎
開
生
活
の
不
便
を
理
由
に
「
う
め
女
」
を
仙
子
の
と
こ
ろ

に

押
し
付
け
た
が
、
「
本
人
達
に
と
っ
て
は
切
羽
つ
ま
つ
た
理
由
を
見

つ

け
た
に
し
て
も
、
内
容
は
厄
払
い
し
て
」
、
家
族
の
「
団
藁
を
回
復

す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
つ
た
」
と
、
語
り
手
は
そ
の
真
実
を
明
か
し
て

い

る
よ
う
に
、
こ
れ
は
美
濃
部
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
む

し
ろ
、
家
族
制
度
の
変
革
に
よ
っ
て
、
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
変
容
し

て
い

っ

た
時
代
で
、
高
齢
者
と
な
っ
た
尊
属
の
介
護
よ
り
も
、
核
家
族

の

利
益
を
優
先
す
る
風
潮
が
強
か
っ
た
当
時
の
現
実
を
物
語
っ
て
い
る
。

F老
人

ホ
ー
ム
と
い
ふ
理
想
的
な
社
会
施
設
が
実
現
さ
れ
な
い
以
上
、

日
本
の
家
族
制
度
は
十
年
一
日
の
如
く
（
中
略
）
凡
俗
な
く
ら
し
を
つ

づ

け
て
い
く
」
と
美
濃
部
が
嘆
い
て
い
た
。
作
品
で
は
美
濃
部
の
職
業

が

画
家
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
人
物
像
に
作
者
の
姿
が
投
影
さ

れ

て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
人
主
義
や
核
家
族
を
謳
歌
す
る
風
潮
が
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強

く
な
っ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
者
を
介
護
す
る
た
め
の
社

会
的
な
体
制
は
ま
だ
整
っ
て
お
ら
ず
、
高
齢
者
の
介
護
が
切
実
な
問
題

と
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
作
者
の
強
い
懸
念
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
理
想

と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
浮
き
彫
り
に
し
、
高
齢
者
が
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ

の

鐵
寄
せ
を
受
け
て
い
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
作
品
は
、
家
族

が
介
護
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
戦
後
の
個
人
主
義
的
な
生
活
設
計
の

前
提
に
な
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
高
齢
者
の

介
護
の
担
い
手
と
し
て
の
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
期
待
や
家
族
制
度
の
改
革

に

関
す
る
作
者
の
主
張
が
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
「
う
め
女
」

の

健
全
な
生
活
を
期
待
で
き
る
場
所
と
し
て
で
は
な
く
、
美
濃
部
夫
婦

に

と
っ
て
都
合
の
よ
い
「
姥
捨
て
山
」
と
し
て
期
待
し
て
い
た
側
面
も

あ
ろ
う
が
、
高
齢
者
の
介
護
を
家
族
だ
け
に
委
ね
る
、
と
い
う
従
来
の

介
護
の
仕
方
の
限
界
を
見
据
え
て
、
高
齢
者
問
題
の
解
決
の
新
た
な
方

向
性
を
示
め
し
た
と
い
え
る
。

　
話
は

「
う
め
女
」
に
戻
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
う

め
女
」
の
行
動
は
、
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
「
厭
が
ら
せ
」
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
と

そ
の
多
く
は
認
知
症
の
症
状
の
現
れ
だ
と
い
え
る
。
む
し
ろ
、
「
う
め

女
」
の
ほ
う
が
「
厭
が
ら
せ
」
の
被
害
者
で
あ
る
。
「
う
め
女
」
の
お

か
れ

て

い

た
状
況
を
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
た
こ
の
作
品
は
、
敗
戦
直
後

の

物
資
困
窮
と
い
う
厳
し
い
環
境
と
重
な
っ
て
、
伝
統
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギ

ー
が
変
化
す
る
時
代
に
生
き
て
い
た
高
齢
者
の
悲
し
い
現
実
を
浮
き

彫

り
に
し
た
。
現
実
社
会
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
弱
者
を
壁

憤
の
捌
け
口
に
し
て
、
己
の
精
神
衛
生
（
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
）
を
保
と

う
と
す
る
心
理
的
な
陰
湿
さ
も
あ
る
が
、
経
済
性
や
効
率
性
を
重
視
す

る
近
代
社
会
で
は
、
生
産
性
の
低
い
者
、
と
く
に
高
齢
者
を
「
厄
介
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヱ
ロ
ン
ト
フ
ォ
ビ
ア

と
見
倣
し
が
ち
で
あ
る
。
「
老
醜
嫌
悪
」
の
思
想
を
強
め
た
そ
の
風
潮

が

今
の

時
代
で
も
な
お
残
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
う
め

女
」
の
境
遇
に
、
介
護
施
設
で
起
き
る
老
人
虐
待
事
件
や
高
齢
者
の
孤

独
死

な
ど
、
今
日
の
高
齢
者
の
状
況
を
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

H

丹
羽
の
老
人
文
学
の
「
非
情
」
と
そ
の
変
化

　
前
述

し
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
「
う
め
女
」
に
同
情
を
示
す
人

物
を
登
場
さ
せ
て
い
な
い
。
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
見
ら
れ
る
こ
の

F非
情
」
は
、
「
う
め
女
」
の
排
除
に
留
ま
ら
ず
、
他
者
か
ら
「
う
あ
女
」

に

向
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
同
情
の
芽
ま
で
が
作
品
か
ら
削
ぎ
落
と
さ

れ

て
い

る
。
例
え
ば
、
伊
丹
家
に
居
候
し
て
い
た
瑠
璃
子
の
人
物
造
形

を
見
れ
ば
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
本
来
な
ら
、
「
う
め
女
」
と
同
じ
く

弱
い

立
場
に
い
る
彼
女
は
、
「
う
め
女
」
に
密
か
に
で
も
同
情
を
示
し

て

も
い
い
は
ず
で
あ
る
。
結
婚
も
で
き
ず
、
自
活
も
で
き
な
い
彼
女
の

立
場
の
弱
さ
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
「
実
行
力
の
伴
わ
な
い
意
見
は
感
傷

に

す
ぎ
ず
、
不
満
は
胸
の
底
に
畳
ん
で
お
く
」
と
言
わ
せ
、
醒
あ
た
目

で
現
実
を
傍
観
す
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
瑠
璃
子
は
祖
母

に

対
す

る
姉
達
の
や
り
方
に
彼
女
な
り
の
反
感
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
、

保
身
の
た
め
に
、
「
う
め
女
」
に
同
情
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
排
除
に

加
担
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
情
を
示
す
可
能
性
を

も
つ
唯
一
の
人
物
の
発
言
権
が
奪
わ
れ
、
「
う
め
女
」
に
心
を
通
わ
せ
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る
通
路
が
完
全
に
閉
ざ
さ
れ
る
、
高
齢
者
を
孤
立
さ
せ
る
作
品
の
構
図

が

で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
「
地
の
文
の
語
り
と
登
場
人
物
の
ジ
ェ
ロ
ン

ト
フ
ォ
ピ
ア
の
こ
と
ば
が
、
癒
着
し
た
ま
ま
〈
老
人
嫌
悪
〉
を
む
き
出

し
に
し
、
老
人
を
迷
惑
を
か
け
る
存
在
と
し
て
躊
躇
な
く
排
除
し
よ
う

　
　
　
　
つ
こ

と
し
て
い
る
」
と
、
佐
々
木
亜
紀
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
老
人
の
醜

悪

さ
に
対
す
る
無
遠
慮
な
描
写
が
作
品
の
特
徴
と
も
い
え
る
。
確
か
に
、

そ
れ
に
つ
い
て
、
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
初
か
ら
賛
否
両
論
が
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
正
宗
白
鳥
は
、
「
あ
れ
は
み
ん
な
本
当
だ
、
自
分
が
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

境
に
達
し
て
い
る
せ
い
か
よ
く
判
る
」
と
肯
定
し
て
い
る
一
方
、
作
品

の

描
写
の
残
酷
さ
を
問
題
視
す
る
意
見
も
多
か
っ
た
。
中
野
好
夫
は
、

『
群
像
』
の
合
評
で
作
品
の
描
写
に
あ
る
「
底
意
地
の
悪
い
冷
酷
さ
」

を
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
丹
羽
は
『
群
像
』
合
評
の
翌
月

の

文
藝
時
評
で
、
「
非
情
と
い
う
こ
と
」
と
題
し
て
、
「
私
は
先
頃
老
女

を
描
い
た
。
意
地
悪
く
、
辛
辣
に
描
い
た
と
評
さ
れ
た
。
こ
と
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
コ

意
地
に

絡
ん
で
挟
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
己
の
信
奉
す
る
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

情
の

精
神
に
忠
実
に
な
ら
う
と
し
た
ま
で
で
あ
る
。
（
中
略
）
辛
辣
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　

は
ま
る
で
違
ふ
精
神
だ
。
私
は
そ
れ
に
客
観
性
の
意
味
を
通
は
せ
て
ゐ

　　
　る

」
と
反
論
し
て
い
，
o
o
　
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）

　
丹
羽
の
老
人
文
学
の
「
客
観
性
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
肯
定

的
に
評
価
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
作
者
自
身
も
そ
の
作
品
を
「
客

観
的
に
描
出
」
し
、
つ
き
離
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
徹
し
て
い
る
と
自

負
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
の
他
の
作
品
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と

も
こ
の
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
か
ら
は
冷
た
く
つ
き
離
し
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
て
も
、
「
客
観
的
に
描
出
」
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
と
き

に

は
、
語
り
手
の
声
が
老
婆
に
嫌
悪
を
抱
く
美
濃
部
の
と
癒
着
し
、
美

濃
部
の
主
観
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
語
り
手

と
し
て
「
う
め
女
」
に
投
げ
る
視
線
は
冷
酷
で
、
客
観
的
な
も
の
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
感
傷
に
溺
れ
て
い
な
い
代
わ
り
に
、
高
齢
者
で
あ
る

F
う
め
女
」
に
対
し
て
憎
悪
と
い
う
主
観
的
な
感
情
を
剥
き
出
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
非
情
」
自
体
を
否
定
し
て

い

る
で
は
な
い
。
醜
い
現
実
を
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
凝
視
し
、
挟
り
出

し
、
客
観
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
F
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
は
「
非
情
」
に
徹
し
て
い
な
い
。
描
写
対

象
に
対
す
る
嫌
悪
を
剥
き
出
し
に
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
客
観

に

徹
し
き
れ
ず
、
か
え
っ
て
主
観
的
な
叙
述
態
度
に
陥
っ
て
い
る
、
と

い

う
点
が
問
題
で
あ
る
。

　
さ
て
、
丹
羽
の
言
う
「
己
の
信
奉
す
る
非
情
の
精
神
」
と
は
何
か
、

前
掲
の
文
藝
時
評
に
そ
れ
を
解
く
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と

思

う
。
そ
の
中
で
、
丹
羽
が
真
杉
静
枝
の
短
編
小
説
「
出
発
の
あ
と
」

に

欠

け
る
の
は
「
非
情
の
精
神
」
だ
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
立
派
な

小
説
に
な
る
た
め
に
は
、
モ
デ
ル
の
家
族
を
敵
に
ま
わ
す
だ
け
の
気
概

が

必
要
で

あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
「
非
情
の
精
神
」
に
つ
い
て
、
具

体
的
な
定
義
は
し
て
い
な
い
が
、
「
何
が
非
情
の
精
神
か
と
い
え
ば
、

そ

れ

は
作
家
が
制
作
に
当
る
場
合
人
生
を
批
判
す
る
態
度
に
か
か
る
も

の
」
と
し
、
F
こ
の
非
情
は
漱
石
の
い
う
非
人
情
と
も
違
う
。
む
し
ろ
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残
酷

な
要
素
す
ら
含
む
も
の
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
前
に
も
触

れ

て

い

る
が
、
「
老
境
と
い
う
こ
と
は
た
れ
に
も
一
度
は
訪
れ
る
重
大

問
題
」
だ
と
認
識
し
、
r
私
は
あ
の
中
の
老
女
を
社
会
問
題
に
ま
で
取

り
上
げ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
」
と
、
創
作
動
機
を
語
る
作
者
の

言
葉
に

「
非
情
」
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

　

つ

ま
り
、
丹
羽
に
と
っ
て
、
高
齢
者
問
題
を
社
会
的
な
問
題
と
し
て
、

人

々
の
注
意
を
喚
起
す
る
に
は
、
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
見
せ
た
〈
非

情
〉
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
表
現
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
作

者
の
い
わ
ゆ
る
「
己
の
信
奉
す
る
非
情
の
精
神
」
で
あ
る
と
理
解
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

よ
う
。
中
島
国
彦
が
そ
の
「
丹
羽
文
雄
の
出
発
」
の
中
で
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
「
丹
羽
は
〈
非
情
〉
の
語
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

人
間
的
な
温
か
い
心
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
〈
非
情
〉
の
一

語
に

込
め

ら
れ
た
の
は
、
丹
羽
文
雄
の
作
家
と
し
て
の
現
実
を
見
る
目

な
の
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
確
か

に
、
後
の
丹
羽
は
、
『
わ
が
母
の
記
』
、
r
母
の
日
」
、
F
母
の
晩

　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

年
」
、
F
わ
が
母
の
生
涯
」
な
ど
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
実
母
の
老
葦
の

現
実
を
受
容
し
、
母
と
の
確
執
を
克
服
し
、
母
の
人
格
の
肯
定
に
至
る

ま
で
の
自
分
の
複
雑
な
感
情
を
淡
々
と
綴
っ
て
い
る
。
と
v
に
、
そ
の

中
・
後
期
の
作
品
の
な
か
で
、
佛
教
の
教
え
に
導
か
れ
、
「
老
醜
嫌
悪
」

の

呪
い

か

ら
解
か
れ
た
老
母
の
人
物
像
を
描
き
上
げ
て
い
る
。
紙
幅
の

関
係
で
、
そ
れ
ら
を
詳
し
く
論
じ
る
の
を
ほ
か
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に

す
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
見
ら
れ
る

r非
情
」
な
冷
酷
さ
が
だ
い
ぶ
和
ら
い
て
お
り
、
そ
の
「
非
情
」
に
変

化
が
見

ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
r
厭
が
ら
せ
の
年

齢
」
が
発
表
さ
れ
た
時
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
は
だ
い
ぶ
先
の
こ
と
と

な
る
。

お
わ
り
に

　
ほ

か

な
ら
ぬ
作
者
丹
羽
自
身
が
晩
年
に
な
っ
て
、
彼
を
介
護
す
る
家

族

に
、
そ
の
「
非
情
」
な
現
実
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
誰

が
想
像
で

き
た
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
作
者
の
妻
に
よ
っ
て
、
「
う
め

女
」
の
姿
が
再
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
九
月
、
八
十
1
1
l
w
a

に

な
る
丹
羽
は
、
都
立
板
橋
老
人
医
療
セ
ン
タ
ー
（
現
在
の
東
京
都
健

康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー
）
で
、
初
期
の
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
と
診
断
さ
れ

た
。
翌
年
、
妻
の
綾
子
も
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
動
脈
硬
化
症
と
診
断
さ

れ
、
そ
の
ほ
か
に
「
ま
だ
ら
ボ
ケ
」
（
脳
血
管
性
認
知
症
）
の
症
状
が

　
　
　
で
ぬ
　

出
始
め
た
。
百
歳
以
上
の
長
寿
に
恵
ま
れ
た
丹
羽
は
、
晩
年
の
約
二
十

年
は
認
知
症
に
罹
り
、
長
女
の
本
田
桂
子
が
そ
の
介
護
に
あ
た
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

た
。
桂
子
の
介
護
体
験
記
に
よ
る
と
、
丹
羽
は
典
型
的
な
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ

ー
型
認
知
症
で
、
俳
徊
、
妄
想
、
諺
的
な
症
状
が
あ
っ
た
が
、
そ
の

進
行
が
緩
や
か
で
、
温
厚
な
性
格
が
最
後
ま
で
保
た
れ
、
「
他
人
　
（
介

護
者
）
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
も
無
く
、
い
た
っ
て
平
穏
な
ボ
ケ
方
」

で

あ
っ
た
。
一
方
、
正
常
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
脳
血
管
性
認
知
症
を

患
っ
た
母
の
綾
子
の
ほ
う
は
、
「
身
体
は
不
自
由
で
も
、
頭
は
シ
ャ
ー

プ

で
口

も
達
者
」
な
の
で
、
周
囲
か
ら
「
不
満
病
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、

ど
ん
ど
ん
意
固
地
に
な
っ
て
い
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
桂
子
は
、
料
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理
家
と
し
て
の
仕
事
を
続
け
な
が
ら
、
父
の
介
護
を
二
十
年
近
く
し
て

き
た
こ
と
が
ス
ト
レ
ス
と
な
り
、
彼
女
自
身
が
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に

な
り
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
1
1
0
0
1
年
（
平

成

＝
二
年
）
に
虚
血
性
心
不
全
の
た
め
、
六
十
五
歳
の
若
さ
で
こ
の
世

を
去
っ
た
。
孫
の
介
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
丹
羽
は
そ
の
三
年
後

に

亡
く
な
っ
た
。

　
も
う
一
度
作
品
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
な
か
で
作
者
が
登
場

人
物
に

つ

ぎ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

　
　
　
永
生
き
は
立
派
な
こ
と
だ
と
か
、
生
命
賛
美
と
い
う
こ
と
を
、

　
　

あ
た
し
は
疑
う
わ
。
九
十
ま
で
生
き
た
か
ら
立
派
だ
と
い
ふ
こ
と

　
　

は
、
無
責
任
な
、
好
奇
心
以
外
の
何
物
で
も
な
い
わ
。
（
中
略
）

　
　
人
間
は
何
故
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、

　
　
生
き
て
い
る
こ
と
に
何
か
意
義
が
見
だ
せ
る
間
の
こ
と
で
し
ょ
う
？

　
　
（
中
略
）
あ
た
し
た
ち
を
厭
が
ら
せ
る
だ
け
の
生
命
な
ん
て
、
ち

　
　
つ

と
も
尊
重
出
来
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
生
命
は
大
切
だ
と
思
わ

　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
し
ら
。
（
中
略
）
人
間
の
生
命
と
い
ふ

　
　
も
の
は
、
美
し
い
と
か
、
正
し
い
と
か
、
大
切
だ
と
か
、
有
意
義

　
　
だ

と
か
…
…
さ
う
い
ふ
観
念
で
は
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、

　
　
何

か
、
も
つ
と
他
の
、
思
ひ
が
け
な
い
も
の
の
正
体
の
や
う
な
気

　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
が
す
る
。

　
そ

こ
に
は
、
「
孝
は
人
倫
の
根
本
」
と
い
う
伝
統
的
な
倫
理
観
の
非

現
実
性

や
、
長
寿
を
手
放
し
で
謳
歌
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
に
対

す
る
作
者
の
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
丹
羽
の
関
心
は
、
「
尊
厳
の

あ
る
生
き
方
と
は
何
か
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
こ
の

作
品
を
皮
切
り
に
、
老
母
を
描
い
た
、
「
母
の
晩
年
」
と
「
わ
が
母
の

生

涯
」
な
ど
、
丹
羽
後
期
の
一
連
の
作
品
は
、
そ
の
答
え
を
模
索
す
る

作
者
の
足
跡
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
社
会
の
高
齢
者
問
題
は

よ
り
深
刻
で
、
複
雑
に
な
っ
て
い
る
が
、
い
ち
早
く
高
齢
者
問
題
の
社

会
性

を
見
出
し
、
人
々
の
注
意
を
促
そ
う
と
し
て
、
ひ
と
り
の
老
女
の

悲
惨

な
境
遇
に
投
影
し
た
「
老
い
」
の
現
実
を
描
き
出
し
、
人
生
の
極

限
的
な
一
面
に
焦
点
を
当
て
た
こ
の
作
品
は
、
「
終
活
」
が
盛
ん
に
叫

ば
れ

て

い

る
現
代
の
人
々
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

か

と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（博
士
課
程
後
期
課
程
二
年
　
倉
持
　
リ
ツ
コ
）

注
（
1
）
　
1
例
を
挙
げ
れ
ば
、
川
崎
市
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
の
連
続
転
落
死

　

事
件
で
あ
る
。
1
1
0
1
四
年
十
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
に
か
け
、
神
奈

　

川
県
川
崎
市
幸
区
幸
町
二
丁
目
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
r
S
ア
ミ
ー
ユ
川

　

崎
幸
町
」
で
発
生
し
、
施
設
の
元
職
員
が
逮
捕
さ
れ
、
連
続
殺
人
事
件

　

と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
件
は
後
絶
た
な
い
が
、
こ
こ
で
は
枚

　
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

（
o
u
）
　
r
私
の
疎
開
先
、
二
夕
間
借
り
で
、
百
姓
家
で
す
が
そ
こ
へ
八
十
六

　
　
の
妻
の
祖
母
を
突
然
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
悲
鳴
を
あ
げ
て
ゐ
ま
す
、
老

　

人
は
ど
こ
で
も
扱
ひ
に
困
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
」
。
（
一
九
四
六
年
二
月

　
　
二
日
）
尾
崎
一
雄
の
『
続
あ
の
日
こ
の
日
』
に
よ
り
。

（
3
）
　
丹
羽
文
雄
「
非
情
の
精
神
」
『
東
京
新
聞
』
夕
刊
昭
和
二
二
年
三
月

　
　
1
1
0
日
　
『
文
藝
時
評
大
系
昭
和
編
』
第
二
巻
ゆ
ま
に
書
房
（
二
〇
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o
八
年
一
〇
月
）

（
4
）
　
丹
羽
文
雄
記
念
室
編
『
丹
羽
文
雄
著
作
目
録
』
（
四
日
市
市
立
図
書

　
　
館
、
　
I
九
九
七
）
お
よ
び
四
日
市
市
立
博
物
館
展
示
に
よ
れ
ば
、
オ
ラ

　
　
ン
ダ
語
版
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
版
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
、
イ
タ
リ
ア
語
版
、

　
　
ス
イ
ス
語
版
、
英
語
版
、
チ
ェ
コ
語
版
な
ど
が
あ
る
。
中
国
語
版
に
は

　
　
1
九
八
↓
年
に
劉
振
濠
に
よ
る
《
討
人
嫌
的
年
齢
》
が
あ
る
。

（
5
）
　
『
現
代
文
学
大
系
4
6
丹
羽
文
雄
集
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
四
年
）

　
　
で
は
、
「
う
め
女
が
五
十
二
歳
の
時
」
に
、
1
1
1
十
h
i
に
な
る
娘
と
死
別

　
　
し
た
と
あ
る
が
、
「
二
十
歳
に
な
る
妹
の
」
瑠
璃
子
の
年
齢
が
計
算
に

　
　
合
わ
な
い
。
う
め
女
の
現
在
の
年
齢
か
ら
推
算
す
る
と
、
瑠
璃
子
の
母

　
　
親
は
三
十
四
年
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
　
認
知
症
の
症
状
に
は
中
核
症
状
と
周
辺
症
状
が
あ
る
。
認
知
症
に
な

　
　
る
と
、
記
憶
障
害
や
判
断
力
の
低
下
な
ど
の
中
核
症
状
が
起
こ
る
。
一

　
　
方
、
か
つ
て
「
周
辺
症
状
」
と
言
わ
れ
て
い
た
俳
徊
や
妄
想
、
暴
力
や

　
　
不
潔
行
為
な
ど
が
、
行
動
・
心
理
症
状
（
B
P
S
D
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
介
護
者
が
対
応
に
苦
慮
す
る
多
く
は
、
中
核
症
状
よ
り
も
B
P
S
D
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
ま
で
、
B
P
S
D
は
中
核
症
状
に
伴
っ
て
起
き
る
と
考
え
ら
れ

　
　
て
い
た
が
、
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
周
囲
の
対
応
の
変
化
や
環
境
へ

　
　
の
不
適
応
、
さ
ら
に
薬
の
副
作
用
な
ど
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
と

　
　
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
背
景
に
、
介
護
側
の
対
応
の
変

　
　
化
も
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
高
齢
者
に
接
す
る
と
き
、
た
と
え
不
可

　
　
解
な
行
動
を
し
て
も
、
最
初
か
ら
認
知
症
だ
と
決
め
つ
け
な
い
で
、
ま

　
　
ず
は
、
肯
定
的
な
態
度
を
見
せ
て
接
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
の

　
　
人
格
が
否
定
さ
れ
た
と
反
発
し
た
り
、
意
固
地
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と

　
　
が
あ
る
程
度
避
け
ら
れ
る
。
結
果
的
に
、
両
者
の
交
流
が
生
ま
れ
、
認

　
　
知
症
を
遅
ら
せ
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。

（
7
）
　
『
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
論
ー
〈
老
い
V
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
偏

　
　
差
ー
』
「
社
会
文
学
」
＊
3
5
号
　
日
本
社
会
文
学
会
　
二
〇
一
二
年

（
o
o
）
　
同
注
3

（
9
）
　
同
注
3

（
1
0
）
　
『
鮎
・
母
の
日
・
妻
丹
羽
文
雄
短
篇
集
』
解
説
（
2
8
5
頁
）
講
談

　
　
社
　
（
1
1
0
0
六
年
一
月
）

（
1
）
　
r
わ
が
母
の
記
」
一
九
四
七
年
七
月
　
地
平
社
　
『
手
帖
文
庫
』

（
1
）
　
r
母
の
日
」
一
九
五
三
年
十
月
　
『
群
像
』

（
1
3
）
　
「
母
の
晩
年
」
一
九
五
六
年
十
月
『
群
像
』

（
1
）
　
F
わ
が
母
の
生
涯
」
1
九
八
四
年
五
月
「
週
刊
朝
日
』

（
1
）
　
『
丹
羽
文
雄
文
藝
事
典
　
和
泉
事
典
シ
リ
ー
ズ
2
8
』
伝
記
年
譜
　
和

　
　
泉
書
院
（
1
1
0
1
三
年
三
月
）

（
1
6
）
　
『
父
・
丹
羽
文
雄
　
介
護
の
日
々
』
中
央
公
論
社
（
一
九
九
七
年
）

（
1
）
　
『
丹
羽
文
雄
集
作
品
集
　
第
二
巻
』
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
角
川
書
店

　
　
（
1
九
五
五
年
一
一
月
）
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