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て
、
こ
こ
で
母
親
と
い
う
存
在
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

が
「
嗜
虐
と
言
わ
れ
る
も
の
を
、
無
垢
な
ま
ま

手
に
入
れ
る
」
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
こ
に

描
か
れ
た
の
は
、「
胎
児
」
が
抱
く
愛
で
は
な
く
、

母
の
愛
の
嗜
虐
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
休
み
の
日
」
講
評
―
救
世
主
の
い
な
い
世
界

系
小
説
の
新
し
さ
―

　

実
に
好
感
の
も
て
る
短
編
小
説
で
あ
る
。
所

謂
世
界
系
と
い
っ
た
設
定
だ
が
、
こ
こ
に
は
救

世
主
は
現
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
小
説

は
忙
し
な
い
世
界
系
の
物
語
で
は
な
く
な
り
、

世
界
を
救
う
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
ス
ト
ー
リ
ー

よ
り
も
っ
と
大
切
な
目
の
前
の
時
間
を
テ
ー
マ

と
す
る
小
説
に
変
わ
る
。
こ
れ
は
、
惑
星
の
衝

突
が
迫
り
、
ま
も
な
く
世
界
が
終
わ
っ
て
し
ま

う
日
に
、
あ
る
少
女
が
家
族
と
過
ご
し
た
掛
け

替
え
の
な
い
時
間
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
小
説

の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
最
後
の
時
間
が
、

父
の
仕
事
で
な
か
な
か
取
れ
な
か
っ
た
「
休
み

の
日
」
で
あ
る
こ
と
と
、
世
界
最
後
の
日
に
ご

く
普
通
の
日
常
を
楽
し
も
う
と
す
る
人
々
の
時

「
休
み
の
日
」
で
は
な
く
、「
日
常
生
活
」
の
重

み
で
あ
る
。
世
界
系
に
あ
り
が
ち
な
混
乱
や
狂

乱
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
日
常
の
時
間
を
、
こ
の
小

説
は
描
き
出
す
こ
と
に
余
念
が
な
い
。
少
女
の

家
族
は
特
別
な
「
休
み
の
日
」
を
過
ご
し
て
い

る
が
、
一
家
が
目
に
す
る
の
は
普
段
と
変
わ
ら

な
い
一
日
を
過
ご
し
て
い
る
人
々
の
姿
で
あ
る
。

露
天
市
場
で
屋
台
店
を
出
し
て
い
る
商
人
、
路

上
で
演
奏
し
て
い
る
演
奏
家
な
ど
、
自
分
が
一

番
し
た
い
こ
と
を
日
常
生
活
で
し
て
い
た
人
々

を
描
い
て
、
母
親
に
「『
休
み
の
日
』
だ
か
ら

山
下
洪
文
（
や
ま
し
た　

こ
う
ぶ
ん
）

　

第
一
回
江
古
田
文
学
賞
高
校
生
部
門
に
は
、

詩
・
俳
句
・
小
説
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル

の
作
品
が
計
一
九
篇
寄
せ
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
、

文
学
を
夢
見
る
高
校
生
の
、
は
つ
ら
つ
と
し
た

感
性
が
発
露
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　

一
九
篇
と
言
う
と
少
な
い
よ
う
だ
が
、
昔
の

雑
誌
で
も
、
関
係
者
が
匿
名
で
投
書
し
て
、
読

者
欄
を
水
増
し
し
た
り
、
ひ
ど
い
と
き
は
一
人

の
編
集
者
が
複
数
の
名
前
を
用
い
て
、
誌
面
を

充
実
す
る
（
よ
う
に
見
せ
か
け
る
）
こ
と
す
ら

あ
っ
た
。
そ
の
点
、
ま
ず
ま
ず
の
出
だ
し
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ほ
ん
と
う
は
全
作
品
に
講
評
を
書
き
た
い
と

こ
ろ
だ
が
、
紙
数
の
関
係
で
省
く
。
た
だ
、
多

く
の
投
稿
者
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に

つ
い
て
、
以
下
に
列
記
す
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
女
性
の
髪
の
毛
に
ア
フ

リ
カ
を
、
ア
ジ
ア
を
、
そ
し
て
「
亡
び
た
す
べ

て
の
国
」
の
面
影
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
マ

ラ
ル
メ
は
、
日
焼
け
し
た
「
妹
」
の
額
か
ら
、

枯
葉
を
、
そ
れ
が
舞
い
落
ち
て
ゆ
く
泉
を
、
空

に
向
か
う
噴
水
の
流
れ
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
。

　

前
者
は
「
物
（
髪
の
毛
）」
か
ら
「
心
（
旅

へ
の
憧
れ
）」
を
、
後
者
は
「
心
（
妹
へ
の
愛
）」

か
ら
「
物
（
庭
園
の
情
景
）」
を
連
想
し
て
い
る
。

こ
れ
を
「
万
物
照
応
」
と
言
い
、
十
九
世
紀
を

代
表
す
る
詩
法
で
あ
る
。

　

小
説
の
応
募
作
は
、
高
校
生
と
は
思
え
ぬ
発

想
の
飛
躍
と
連
鎖
、
魅
力
的
な
物
語
じ
か
け
が

随
所
に
見
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
物
を
表
現
す
る

と
き
に
た
だ
そ
の
物
を
、
感
情
を
表
現
す
る
と

き
に
そ
の
感
情
を
書
い
て
し
ま
う
の
は
、
い
か

に
も
も
っ
た
い
な
い
。

　

悲
し
み
を
表
現
す
る
と
き
、「
悲
し
か
っ
た
」

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
記
号
的
な
言

葉
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
生
身
に
迫
る
表
現
を

工
夫
す
べ
き
だ
。

　

ま
た
、「
欲
望
」「
後
悔
」「
不
思
議
」
な
ど
と

い
っ
た
言
葉
に
、
頼
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
既
成
の
意
味
に
そ
ま
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら

だ
。
書
か
れ
る
の
は
、
作
者
自
身
の「
欲
望
」「
後

悔
」「
不
思
議
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
か

の
言
葉
で
は
な
く
、
自
分
だ
け
の
言
葉
で
、
自

己
の
ど
ん
底
に
あ
る
も
の
を
抉
り
出
す
べ
き
だ
。

詩
・
俳
句
の
応
募
作
は
、
印
象
的
な
シ
ー
ン

の
切
り
取
り
に
長
け
る
も
の
が
多
く
、
今
後
を

期
待
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
美
し
い
、
あ
る
い
は

醜
い
一
瞬
だ
け
を
書
く
手
法
に
は
、
限
界
が
あ

る
。「
な
ぜ
書
く
か
」
と
い
う
問
い
が
な
け
れ
ば
、

「
書
く
」
こ
と
は
で
き
て
も
、「
書
き
つ
づ
け
る
」

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
技
術
を
生
か
し
つ
つ
、

さ
ら
な
る
領
野
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
期
待

す
る
。

　

文
学
は
真
に
自
己
の
根
源
か
ら
生
れ
る
も
の

で
あ
る
。
森
川
義
信
は
、「
山
川
章
」「
銛
よ
し

の
ぶ
」、
果
て
は
「
鈴
し
の
ぶ
」
と
い
う
女
性

名
を
用
い
て
詩
を
書
い
た
が
、
最
後
は
「
森
川

義
信
」
に
帰
っ
て
い
っ
た
。
筆
名
文
化
を
否
定

す
る
も
の
で
は
何
ら
な
い
が
、
こ
の
自
己
を
受

け
入
れ
な
け
れ
ば
、
自
己
を
超
え
る
自
己
は
見

え
て
こ
な
い
と
思
う
。

選　評
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タ
イ
ト
ル
も
、
も
う
一
工
夫
を
要
す
る
。
歴

史
的
名
作
に
も
、『
無
題
』『
詩
集
』
な
ど
と
題

さ
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、

「
文
学
」
が
強
い
求
心
力
を
持
っ
て
い
た
時
代

の
こ
と
だ
。
か
つ
て
本
学
の
教
員
だ
っ
た
十
返

肇
は
、『
文
壇
の
崩
壊
』
と
い
う
書
物
を
も
の

し
て
い
る
。「
文
壇
」
と
い
う
中
心
が
崩
壊
し

た
い
ま
、
読
者
を
引
き
つ
け
る
タ
イ
ト
ル
作
り

も
、（
面
倒
な
こ
と
だ
が
）
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
最
終
候
補
に
私
が
推
し

た
の
は
、
槃
栖
鈴
信
と
清
水
人
緒
で
あ
る
。

　

槃
栖
鈴
信
「
胎
児
」
は
、
子
宮
の
中
の
子
が

母
に
語
り
か
け
る
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
短
篇
と
思

わ
せ
て
お
い
て
、
母
と
子
の
関
係
が
逆
転
し
、

読
者
を
迷
宮
に
陥
れ
る
、
見
事
な
作
で
あ
る
。

「
残
虐
へ
の
郷
愁
」（
江
戸
川
乱
歩
）
が
、
物
語

と
詩
的
表
現
の
双
方
を
と
お
し
て
描
け
て
い
る
。

耽
美
主
義
の
教
養
も
感
じ
さ
せ
、
今
後
が
期
待

で
き
る
。

　

清
水
人
緒
「
清
水
人
緒
の
俳
句
三
十
句
」
は
、

静
謐
な
言
葉
の
う
ち
に
、「
自
己
」
の
息
吹
を

感
じ
さ
せ
る
佳
篇
で
あ
る
。「
夏
の
果
あ
る
の

が
そ
れ
は
こ
の
心
」「
私
た
ち
閉
じ
込
め
ら
れ

る
水
母
か
な
」
等
は
、
俳
句
と
い
う
形
式
に
は

収
ま
り
き
ら
な
い
、「
私
」
へ
の
希
求
が
あ
る
。

　

次
点
と
し
て
、
長
村
夢
「
シ
ョ
コ
ラ
」、
影

森
い
づ
「
そ
う
し
て
、
幸
福
論
。」
を
挙
げ
る
。

前
者
は
殺
人
の
描
写
力
が
、
後
者
は
物
語
じ
か

け
が
秀
で
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
、

一
個
の
「
短
篇
小
説
」
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な

か
っ
た
。
石
川
淳
が
言
う
よ
う
に
、
短
篇
小
説

と
「
短
い
小
説
」
は
違
う
。
削
る
べ
き
と
こ
ろ

は
削
り
、
複
雑
な
感
情
を
ち
ょ
っ
と
し
た
描
写

に
ま
で
落
と
し
込
み
、
何
も
か
も
を
決
し
て
描

こ
う
と
し
な
い
よ
う
心
が
け
れ
ば
、
両
作
は
さ

ら
な
る
完
成
度
を
獲
得
し
た
だ
ろ
う
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
選
考
会
（
九
月
三
十
日
実
施
）

の
結
果
、「
胎
児
」
が
受
賞
作
と
し
て
選
出
さ

れ
た
。
ま
た
上
田
・
浅
沼
両
先
生
の
推
薦
に
よ

り
、
澁
谷
冴
介
「
休
み
の
日
」
が
佳
作
と
し
て

選
ば
れ
た
。

　

文
学
賞
と
い
う
も
の
は
、
落
選
す
る
と
人
格

ま
で
否
定
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
落
ち
込
む
の
が

常
で
あ
る
。
そ
こ
で
諦
め
る
か
、
ず
ぶ
と
く
貫

く
の
か
が
、
勝
負
の
分
か
れ
目
。
諦
め
る
に
し

て
も
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
別
ル
ー
ト
で
放
射
す
る

こ
と
だ
。
情
熱
そ
の
も
の
を
否
認
す
べ
き
で
は

な
い
。

　

最
後
に
あ
え
て
厳
し
い
こ
と
を
言
う
と
、
世

界
を
や
ん
わ
り
と
肯
定
す
る
高
校
生
の
感
性
が
、

少
し
物
足
り
な
か
っ
た
。

　

吉
本
隆
明
は
、「
な
ぜ
た
れ
の
た
め
に
一
篇

の
詩
を
か
く
か
」
と
問
い
か
け
、「
わ
れ
わ
れ

は
拒
絶
さ
れ
る
た
め
に
か
く
」
と
自
答
し
て
い

る
。
吉
本
と
と
も
に
「
荒
地
派
」
を
形
作
っ

た
黒
田
三
郎
は
、「
幸
福
な
人
は
詩
を
書
く
な
」

と
言
う
。

　

も
し
も
幸
せ
な
ら
、
そ
の
幸
せ
を
守
り
つ
づ

け
る
の
が
い
い
。
だ
が
、
幸
福
と
い
う
名
の
光

に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
血
が

流
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
血
に
よ
っ
て
こ
そ

言
葉
を
書
く
べ
き
だ
。
文
学
は
こ
の
世
界
を
肯

定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
否
認
し
、
拒
絶
し
、

そ
し
て
ゼ
ロ
か
ら
新
し
い
「
世
界
」
を
啓
示
す

る
も
の
だ
。

　

世
界
を
肯
定
す
る
「
光
」
よ
り
、
否
定
す

る
「
闇
」
を
こ
そ
希
望
す
る
。
真
の
肯
定
の
た

め
に
は
、
否
定
の
力
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、「
言
葉
と
は
武
器
で
あ
る
」
と

言
う
。
言
葉
と
い
う
凶
器
で
、
み
ず
か
ら
の
実

存
を
、
世
界
の
深
層
を
切
り
開
く
表
現
を
、
若

い
世
代
に
期
待
す
る
。




