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　「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
と
い
う
言
葉

は
、
最
近
よ
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
カ
タ
カ
ナ
語
の
ま
ま
で
語
ら

れ
始
め
た
の
は
残
念
な
気
も
し
ま
す
が
、

本
来
大
人
が
対
応
す
る
よ
う
な
家
族
の

看
護
・
介
護
・
育
児
等
を
し
た
り
、
家

事
を
こ
な
し
た
り
し
て
い
る
児
童
生
徒

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が

家
族
の
お
世
話
や
家
事
労
働
を
し
て
い

る
理
由
は
個
々
そ
れ
ぞ
れ
か
と
思
い
ま

す
が
、
増
加
傾
向
に
あ
る
そ
う
で
す
。

家
族
を
助
け
な
が
ら
暮
ら
す
子
ど
も
た

ち
に
深
い
敬
意
を
感
じ
ま
す
。
反
面
、

そ
の
年
代
で
経
験
し
て
お
き
た
い
こ
と

…

学
業
や
部
活
や
友
人
と
の
交
流
や
、

好
奇
心
を
持
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
体
験
を

す
る
こ
と
な
ど
が
欠
け
て
し
ま
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
「
子
ど
も
が
子
ど
も
で

い
ら
れ
る
街
に
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。
本
町
の
実
態
は
把
握
し
て
い
ま
せ

ん
が
、
子
ど
も
が
子
ど
も
と
し
て
の
経

験
を
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
た
め
に
、

周
囲
の
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
の
権
利
」
を
考
え
る
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　「
子
ど
も
の
権
利
を
認
め
守
る
」
と

い
う
考
え
方
は
、
平
成
２
年
に
「
子
ど

も
の
権
利
条
約
」
と
い
う
国
際
条
約
と

し
て
発
効
し
、
日
本
は
平
成
６
年
に
批

准
（
条
約
を
認
め
実
行
す
る
こ
と
を
決

め
る
こ
と
）
し
ま
し
た
。
現
在
は
世
界

の
２
０
０
近
く
の
国
が
締
結
し
て
い
ま

す
。
批
准
以
前
の
昭
和
54
年
の
「
国
際

児
童
年
」
あ
た
り
を
契
機
に
、
日
本
で

も
「
子
ど
も
の
権
利
」
が
言
わ
れ
始
め

ま
し
た
。
し
か
し
日
本
で
は
「
子
ど
も

の
権
利
ば
か
り
言
っ
て
い
る
と
甘
や
か

す
結
果
に
な
り
、
わ
が
ま
ま
な
大
人
が

増
え
る
」
と
い
う
批
判
が
多
か
っ
た
よ

う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。
か
く
い
う
私

も
「
子
ど
も
も
一
人
の
人
間
な
の
だ
か

ら
人
権
の
枠
の
中
で
取
り
組
め
ば
い
い

の
で
は
？
」
な
ど
と
甘
い
こ
と
を
漠
然

と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　し
か
し
年
齢
を
重
ね
た
今
は
「
子
ど

も
に
は
子
ど
も
の
固
有
の
権
利
が
あ
っ

て
守
ら
れ
る
べ
き
」
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　子
ど
も
の
権
利
条
約
に
は
次
の
４
つ

の
原
則
が
あ
り
ま
す
。

①
生
き
る
権
利

②
育
つ
権
利

③
守
ら
れ
る
権
利

④
参
加
す
る
権
利

　そ
も
そ
も
、
子
ど
も
が
自
ら
衣
食
住

を
得
て
生
き
抜
く
こ
と
は
困
難
で
す
。

守
ら
れ
て
生
き
、
育
つ
た
め
に
は
、
大

人
の
助
け
が
必
要
な
の
は
当
然
で
す
。

発
展
途
上
と
呼
ば
れ
る
国
の
貧
困
層
で

は
、
幼
く
し
て
労
働
力
と
さ
れ
教
育
を

受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
子
ど
も
が
た

く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
ず
、
家
族
が
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
紛
争
地
帯

で
は
誘
拐
さ
れ
た
子
ど
も
が
兵
士
と
し

て
の
み
教
育
さ
れ
、
平
然
と
銃
を
撃
っ

て
い
ま
す
。

　日
本
で
は
母
性
・
父
性
の
本
能
に

よ
っ
て
子
は
大
切
に
さ
れ
、
こ
と
さ
ら

社
会
が
子
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
家

族
に
介
入
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
代
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
家
庭
内
で
の
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
虐
待
、
育
児
放
棄
（
ネ
グ
レ

ク
ト
）
、
学
校
で
の
凄
惨
な
い
じ
め
が

次
々
と
報
じ
ら
れ
ま
す
。
報
道
さ
れ
る

の
は
死
に
至
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
お
そ
ら

く
は
氷
山
の
一
角
で
す
。
幼
い
頃
に
受

け
た
虐
待
は
、
一
生
そ
の
子
の
心
に
傷

を
残
し
ま
す
。
児
童
虐
待
は
今
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
も
思
っ
て
い

ま
す
。
戦
前
に
回
帰
す
れ
ば
解
決
す
る

と
い
う
論
は
懐
古
趣
味
だ
と
思
い
ま
す
。

「
子
ど
も
に
は
固
有
の
権
利
が
あ
る
」
。

大
人
が
そ
れ
を
守
っ
て
あ
げ
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
子
ど
も
が
受
け
た
痛
み
は
や

が
て
ブ
ー
メ
ラ
ン
に
な
っ
て
大
人
に

帰
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
の
こ
と


