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母
が
言
い
た
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。「
私
の
こ
と
は

い
い
か
ら
、
あ
な
た
の
や
る
べ
き
仕
事
を
し
っ
か
り
や
り
な
さ

い
」
と
。
母
の
願
い
は
、
私
が
仕
事
を
し
て
、
自
立
し
て
生
活

す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
で
も
私
は
母
を
放
っ
て
お
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
族
の
介
護
は
、
常
に
心
の
葛
藤
を

抱
え
る
も
の
な
の
で
す
。
ま
し
て
や
親
は
存
在
そ
の
も
の
が
と

て
も
大
き
い
。
で
も
現
実
に
は
、
介
護
を
続
け
て
い
る
と
、
先

の
見
え
な
い
苦
し
さ
も
あ
り
ま
し
た
。
フ
リ
ー
で
働
く
身
で
は
、

生
活
も
常
に
安
定
し
ま
せ
ん
。
友
達
も
減
っ
て
い
き
、
不
安
は

ど
ん
ど
ん
募
り
ま
し
た
ね
。

│
│
介
護
保
険
が
始
ま
る
前
だ
と
、
介
護
に
関
す
る
情
報
が
ほ

と
ん
ど
な
い
こ
ろ
で
す
ね
。

母
は
、
在
宅
で
十
年
看
た
後
、
施
設
に
入
り
、
介
護
保
険
が

始
ま
る
こ
ろ
亡
く
な
り
ま
し
た
。
父
に
介
護
が
必
要
に
な
っ
た

こ
ろ
に
介
護
保
険
は
始
ま
り
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
家
族
の
負
担
は
そ
う
変
わ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
し
て
同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
も
、
家

族
で
あ
る
私
は
無
償
で
提
供
し
、
一
方
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
「
プ
ロ
」
に
は
介
護
保
険
で
賃
金
が
払
わ
れ
る
の
か
、
不

思
議
な
気
分
で
し
た
。
介
護
を
受
け
る
側
は
保
障
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
け
れ
ど
、
介
護
に
回
る
側
の
家
族
は
ま
っ
た
く
保
障

│
│
優
先
順
位
が
わ
か
ら
な
い
状
態
で
す
ね
。

家
族
の
介
護
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
難
し
く
て
、
親
が
倒
れ

る
と
自
分
の
人
生
を
す
べ
て
放
り
投
げ
て
し
ま
う
人
が
少
な
く

な
い
ん
で
す
。
介
護
と
自
分
の
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
の
が
、

と
て
も
難
し
い
。
私
は
そ
の
典
型
で
、
母
に
介
護
が
必
要
に
な

っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
雑
誌
ラ
イ
タ
ー
の
仕
事
や
、

事
務
所
の
立
ち
上
げ
の
準
備
な
ど
を
す
べ
て
や
め
て
し
ま
っ
た

ん
で
す
。

も
ち
ろ
ん
母
は
そ
ん
な
こ
と
を
望
ん
で
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

母
は
私
を
心
配
し
て
、
言
葉
が
う
ま
く
出
な
い
状
態
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
あ
っ
ち
へ
行
き
な
さ
い
」
と
手
を
振
る
ん
で
す
。

│
│
那
須
へ
移
住
さ
れ
ま
し
た
ね
。

引
っ
越
し
た
の
は
今
年
の
三
月
。
参
加
型
の
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
で
、
入
居
者
た
ち
で
つ
く
る
部
会
に
参
加
し

て
、
自
分
た
ち
で
自
立
的
に
や
っ
て
い
く
と
こ
ろ
で
す
。
平
均

年
齢
は
七
十
三
歳
で
す
。
住
人
も
個
性
的
な
人
が
多
く
、
入
居

し
て
も
「
終
の
住
処
」
と
い
う
よ
り
も
「
出
入
り
自
由
」
と
い

う
雰
囲
気
。
思
い
描
い
て
い
た
場
所
じ
ゃ
な
い
と
出
て
い
く
人

も
い
る
し
、
新
し
い
人
も
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る
。
住
人
も
、

そ
う
い
う
自
由
な
雰
囲
気
が
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
面
白
い
住
宅
で
す
ね
。

「
介
護
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
な
い
日
は
な
い
。
そ
し
て
関
わ
る
人
す
べ
て
が
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
抱
え

て
い
る
。
自
ら
両
親
を
介
護
し
た
経
験
を
持
つ
久
田
さ
ん
の
「
終つ

い
の
住す

み
か処
」
観
を
聞
い
た
。

居
心
地
の
い
い
場
所
づ
く
り
は
自
ら
の
手
で

│
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
に
移
住
し
て
│

久
田 

恵
さ
ん
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）

家
族
介
護
ゆ
え
の
葛
藤

│
│
ど
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

私
は
、
両
親
の
介
護
を
通
算
二
十
年
し
て
き
た
ん
で
す
。
母

が
倒
れ
た
と
き
は
、
ま
だ
三
十
代
。
子
供
は
小
学
生
で
、
私
は

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
。
介
護
保
険
も
始
ま
っ
て
い
な
い
と
き
で
し

た
か
ら
、
介
護
の
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で

も
、
母
を
看
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
生
活
の
た
め
に
働
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
子
育
て
だ
っ
て
卒
業
に
は
程
遠
い
と
い
う
状

況
の
中
で
、
無
我
夢
中
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
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