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芥
川
龍
之
介
「
雛
」
論

1
空
間
構
造
の
視
点
か
ら
ー

要
旨

早
澤
　
正
人

　
前
田
愛
に
よ
る
と
、
「
芸
術
テ
ク
ス
ト
は
、
し
ば
し
ば
上
方
／
下
方
、

遠
方
／
近
辺
、
開
放
的
な
外
部
／
閉
鎖
的
な
内
部
の
対
構
造
」
・
と
し
て

編
成
さ
れ
、
そ
の
「
ト
ポ
ス
的
な
構
造
は
、
登
場
人
物
の
組
織
と
配
列

の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
り
一
般
的
な
社
会
的
、
宗
教
的
、
政
治

的
、
精
神
的
な
諸
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
言
語
と
し
て
登
場
す
る
」

と
い
う
（
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
筑
摩
書
房
一
九
八
二
年
十
二

月
）
。
「
雛
」
（
初
出
「
中
央
公
論
」
大
正
十
二
年
三
月
）
も
ま
た
、
「
土

藏
」
、
「
見
世
」
、
「
外
界
」
と
い
う
三
つ
の
世
界
に
分
節
化
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
「
物
」
（
行
燈
、
無
壼
燈
、
ラ
ン
プ
）
の
特
徴
や
、
「
人
」
（
母
、
父
、

兄
）
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
結
び
つ
い
て
、
〈
旧
弊
〉
、
〈
旧
弊
と
開
化
の
間
〉
、

〈
開
化
〉
と
い
っ
た
物
語
の
「
精
神
的
諸
価
値
を
表
現
す
る
た
め
の
言

語
」
’
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
に
三
つ
に
分
節
化
さ
れ
た
空
間
モ
デ
ル
は
、

非
時
間
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
雛
」
と
い

う
作
品
に
顕
著
な
の
’
は
、
こ
れ
ら
の
空
間
’
を
絶
え
」
ず
横
断
す
る
「
人
」

や
「
物
」
の
流
通
で
あ
り
、
そ
う
し
た
流
通
に
よ
っ
て
、
〈
旧
弊
〉
と
八
開

化
〉
な
ど
と
い
っ
た
境
界
の
あ
わ
い
が
揺
ら
ぎ
と
な
っ
て
物
語
か
ら
立

ち
上
が
っ
て
ぐ
る
。
た
と
え
ば
、
「
土
藏
」
に
「
ラ
ン
プ
」
に
持
ち
込
ま

れ
て
い
く
過
程
な
ど
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
本
文
に
書
か
れ
て
い
る

よ
う
に
、
「
土
藏
」
に
は
、
最
初
「
行
燈
」
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

後
、
「
無
壼
燈
」
が
持
ち
込
ま
れ
、
「
ラ
ン
プ
」
に
変
わ
る
。
そ
し
て
最

終
的
に
は
、
再
び
「
行
燈
」
に
戻
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
「
行
燈
」
↓

「
無
蓋
燈
」
↓
「
ラ
ン
プ
」
と
徐
々
に
光
彩
を
上
げ
た
後
、
再
び
「
行

燈
」
の
薄
暗
さ
の
中
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
く
と
い
う
光
の
織
り
な
す
ド

ラ
マ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
土
藏
」
と
い
う
「
旧
弊
」
な
空
間
が
、

外
の
「
開
化
」
的
な
価
値
に
よ
っ
て
、
侵
食
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を

物
語
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
空
間
構
造
は
、
「
わ
た
し
」
の
自
我
構
造
と
も
深
い

関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
十
五
歳
に
し
て
、
未
だ
子
供
染
み
た
と
こ
ろ

の
あ
る
「
わ
た
し
」
の
空
間
意
識
は
、
「
母
」
の
い
る
「
土
藏
」
を
中
心

に
し
て
、
「
見
世
」
へ
「
外
界
」
へ
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
広
が
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
父
」
や
「
兄
」
を
“
見
世
の
人
”
“
外
の
人

”
と
い
う
違
う
価
値
に
属
す
る
余
所
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
「
わ
た
し
」

の
自
我
構
造
の
相
似
形
と
も
な
っ
て
い
る
。
物
語
の
主
眼
は
、
最
終
的

に
「
見
世
の
人
」
で
あ
っ
た
父
親
に
、
お
鶴
が
「
自
分
と
変
わ
ら
な
い
」

姿
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
開
化
的
な
文
物
を
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
「
見
世
」
の
空
間
か
ら
、
昔
日
の
郷
愁
の
込
め
ら

れ
た
旧
弊
な
「
土
藏
」
へ
と
「
越
境
」
し
て
く
る
父
と
い
う
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

キ
ー
ワ
ー
ド
一
空
間
、
人
物
、
照
明

（1）
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・
は
じ
め
に

　
「
雛
」
は
大
正
十
二
年
三
月
、
「
中
央
公
論
」
に
お
い
て
発
表
さ
れ
、

後
に
「
黄
雀
風
」
（
翌
年
七
月
）
に
収
録
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。

　
こ
の
「
雛
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
史
は
、
父
親
と
〈
滅
び
〉
の

哀
愁
を
共
有
す
る
お
鶴
の
〈
刹
那
の
感
動
〉
の
リ
リ
シ
ズ
ム
の
問
題
を

中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
笠
井
秋
生
は
最
後
の

場
面
に
「
新
た
な
父
の
像
の
発
見
」
だ
け
で
な
く
、
雛
を
も
う
一
度
見

た
い
と
い
う
「
願
望
の
思
い
が
け
な
い
実
現
へ
の
感
動
」
が
中
心
に
あ

っ
た
と
述
べ
（
注
1
）
、
海
老
井
栄
次
な
ど
は
「
父
親
と
お
鶴
の
一
体
性
」

に
つ
い
て
ふ
れ
、
「
父
の
姿
を
見
た
お
鶴
と
、
そ
れ
を
回
想
す
る
お
鶴
と
、

こ
の
二
極
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
の
父
の
姿
が
内
包
す
る

二
重
性
を
捉
え
て
い
る
」
・
と
評
価
し
て
い
る
（
注
2
）
。
ま
た
、
こ
れ
以

外
に
も
、
「
滅
び
行
く
江
戸
文
化
の
伝
統
へ
の
哀
惜
と
追
憶
」
に
つ
い
て

ふ
れ
た
勝
倉
壽
一
や
（
注
3
）
、
末
尾
の
付
言
か
ら
「
英
人
の
童
女
に
玩

具
に
さ
れ
て
い
る
古
雛
の
首
、
亨
そ
れ
は
芥
川
に
と
っ
て
は
、
日
本
近
代

の
象
徴
で
あ
り
、
戯
画
で
あ
る
」
と
読
ん
だ
鈴
木
敏
子
の
よ
う
に
（
注

4
）
、
滅
び
ゆ
く
日
本
の
文
化
と
伝
統
ぺ
の
哀
惜
の
念
に
、
「
雛
」
の
モ

チ
ー
フ
を
見
る
研
究
者
も
多
い
と
い
え
よ
う
。

　
，
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
読
み
は
、
旧
稿
「
明
治
」
と
の
比
較
の
上

に
な
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
特
に
「
雛
」
は
「
明
治
」
と
違
い
、
末
尾

に
付
言
が
加
え
ら
れ
た
事
や
、
登
場
人
物
が
姉
か
ら
兄
に
変
更
し
た
事

な
ど
、
様
々
な
改
良
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

〈
滅
び
〉
の
美
や
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
へ
の
哀
惜
な
ど
と
い
っ
た
、

テ
ー
マ
的
膨
ら
み
も
ま
た
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
明
治
」
と
「
雛
」
を
比
較
す
る
上
で
、
こ
れ
ま
で
看
過

さ
れ
て
き
た
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
“
空
間
”
を
め
ぐ
る
問

題
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
雛
」
は
「
わ

た
し
の
家
と
申
し
ま
し
て
も
…
」
「
土
藏
は
十
二
聾
に
も
敷
か
り
ま
せ
う

か
…
」
「
．
見
世
は
日
當
り
こ
そ
悪
い
も
の
の
…
」
な
ど
と
、
「
わ
た
し
」

が
、
空
間
に
関
し
て
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
説
明
し
た
が
る
身
振
り
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
旧
稿
「
明
治
」
で
は
、
「
外
」
と
「
店
」

と
い
う
空
間
区
分
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
空
間
へ
の
言
及
は
殆

ど
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
雛
」
は
「
明
治
」
に
比
べ
、
「
土
藏
」
や
「
見

世
」
な
ど
の
空
間
が
、
し
つ
か
り
と
描
か
れ
て
い
る
点
に
、
そ
の
相
違

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
雛
」
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
空
間
の
特
徴
が
強
調
さ
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
か
か
る
空
間
区
分
は
、
物
語
の
中
で
、
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な

問
題
意
識
の
も
と
、
作
品
の
空
間
構
造
の
視
点
か
ら
物
語
を
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。

一一

E
「
雛
」
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー

　
前
田
愛
は
、
そ
の
著
書
「
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
」
（
注
5
）
で
、

文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
空
間
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
前
田

は
ロ
ト
マ
ン
の
説
を
援
用
し
な
が
ら
、
「
芸
術
テ
ク
ス
ト
は
、
し
ば
し
ば

上
方
／
下
方
、
遠
方
／
近
辺
、
開
放
的
な
外
部
／
閉
鎖
的
な
内
部
の
対

構
造
」
と
し
て
編
成
さ
れ
、
そ
の
「
ト
ポ
ス
的
な
構
造
は
、
登
場
人
物

の
組
織
と
配
列
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
よ
り
一
般
的
な
社
会
的
、

宗
教
的
、
政
治
的
、
精
神
的
な
価
値
を
表
現
す
る
た
め
の
言
語
と
し
て

登
場
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
、
鴎
外
の
「
舞
姫
」
を
挙
げ
て

い
る
。
前
田
は
そ
こ
で
「
舞
姫
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
空
間
構
造
は
、

「
外
部
空
間
か
ら
内
部
空
間
に
入
り
込
ん
だ
異
邦
人
の
豊
太
郎
が
、
最

終
的
に
は
エ
リ
ス
を
破
滅
さ
せ
て
ふ
た
た
び
外
部
空
間
に
帰
還
し
て
い

く
物
語
と
し
て
要
約
さ
れ
る
」
と
し
、
ウ
ン
テ
ル
・
デ
ン
・
リ
ン
デ
ン

（
外
部
空
間
）
か
ら
内
密
で
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
ク
ロ
ス
テ
ル
街
（
内
部

空
間
）
へ
の
〈
越
境
〉
に
「
生
の
ゆ
た
か
さ
を
取
り
も
ど
し
て
行
く
」

過
程
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
豊
太
郎
が
「
再
生
」
す
る
た
め
の
「
イ
ニ

シ
エ
ー
シ
ヨ
ン
」
が
あ
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

（2）
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こ
う
し
た
前
田
の
論
考
は
、
「
雛
」
を
読
む
際
に
も
、
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
門
雛
」
を
一

読
し
て
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
そ
の
空
間
の
き
わ
め
て
厳
密
に

区
分
け
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
、
か
か
る
分
節
化
さ
れ
た
空
間

構
造
こ
そ
が
、
「
雛
」
に
お
け
る
「
登
場
人
物
達
の
組
織
・
配
列
の
原
理
」

と
し
て
、
ま
た
「
精
神
的
な
価
値
を
表
現
す
る
た
め
の
言
語
」
と
し
て
、

き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
だ
。
本
論
は
、
そ
の
よ

う
な
「
雛
」
の
空
間
構
造
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
ま
ず
、
・
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
つ
い
て
の
確
認
か
ら
始
め

て
み
た
い
。

　
物
語
の
中
心
舞
台
と
な
る
「
家
」
の
内
部
は
、
「
土
藏
」
と
「
見
世
」

と
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
土
藏
」
と
い
う
の
は
、
「
一
家
の
住

居
」
と
さ
れ
、
そ
こ
は
「
十
二
聲
」
ほ
ど
の
広
さ
を
持
っ
て
い
る
が
、

「
箪
笥
も
あ
れ
ば
長
火
鉢
も
あ
る
、
長
持
も
あ
れ
ば
置
戸
棚
も
あ
る
」

と
い
う
体
裁
で
、
「
ず
つ
と
手
狭
」
な
場
所
で
あ
り
、
「
行
燈
が
ぼ
ん
や

り
と
と
も
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
ま
た
、
母
親
が
“

病
”
で
臥
せ
っ
て
い
る
場
所
で
も
あ
り
、
薄
暗
く
陰
欝
な
空
間
と
も
さ

れ
て
い
る
。

　
一
方
「
見
世
」
と
い
う
の
は
、
「
仮
普
請
」
の
建
物
で
、
そ
こ
は
「
日

當
り
こ
そ
悪
い
も
の
の
（
土
藏
の
中
に
比
べ
れ
ば
、
．
往
來
の
人
通
り
が

見
え
る
だ
け
で
も
ま
だ
し
も
陽
氣
」
で
あ
り
、
「
藥
種
の
匂
」
と
共
に
「
無

蓋
燈
」
と
い
ラ
「
蕾
式
の
ラ
ン
プ
」
が
灯
っ
て
’
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

そ
こ
は
父
親
が
”
薬
・
”
を
扱
っ
て
・
お
り
、
俄
仕
込
み
の
薬
屋
を
営
ん
で

い
る
場
所
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
二
つ
の
空
間
は
、
す
な
わ
ち
“
薬
”
の
空
間
と
“
病
”
の
空
間

と
い
っ
た
．
具
合
に
対
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
も
つ
と
も
、

両
者
に
実
質
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
。
”
病
”
に
よ
つ
て
衰
弱
し
て
い

く
母
親
が
、
没
落
し
て
い
く
一
家
の
運
命
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
と
す

れ
ば
（
そ
れ
に
対
し
て
何
の
効
力
も
持
た
な
い
“
薬
”
を
扱
っ
て
い
る

父
親
は
無
力
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
化
の
波
に
取
り
残
さ
れ
、

没
落
し
て
い
く
し
か
な
い
一
家
の
有
り
よ
う
の
極
め
て
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

な
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
空
間
は
、

い
わ
ば
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形
成
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
断
絶
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
対
構
造
は
、
家
の
内
部
に
留
ま
る
も
の
で

も
な
い
。
土
藏
／
見
世
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
家
」
は
ま
た
、
外
の

世
界
と
も
対
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
作
中
「
わ
た

し
」
が
、
人
力
車
に
乗
っ
て
「
江
戸
見
学
」
に
出
か
け
る
場
面
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
外
の
世
界
は
、
「
煉
瓦
の
大
通
り
」
の
た
ち
並
ぶ
、

な
ん
と
も
明
る
く
、
開
放
的
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
「
家
」
の
内
部
が
抑
圧
さ
れ
た
薄
暗
い
空
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
家
」

の
外
は
開
放
的
で
明
る
い
空
間
と
な
っ
て
い
る
訳
で
、
こ
こ
に
抑
圧
と

開
放
の
二
重
構
造
を
確
認
す
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
「
雛
」
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
見
世
」
と
「
土
藏
」

と
い
う
対
構
造
を
持
つ
「
家
」
が
、
さ
ら
に
外
の
世
界
と
も
対
構
造
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
内
部
（
土
藏
／
見
世
）
／
外
部
と
い
う

入
れ
子
型
の
多
重
構
造
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
が
、
物
語
の
背
景
と
し
て
、
作
品
に
空
間
的
な
枠
組
み
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

三
・
行
燈
／
無
壷
燈
／
ラ
ン
プ

　
前
章
で
は
「
雛
」
に
お
け
る
空
間
構
造
の
枠
組
み
に
つ
い
て
確
認
し

た
。
「
雛
」
で
は
、
空
間
は
「
土
藏
」
と
「
見
世
」
、
さ
ら
に
「
外
界
」

の
三
つ
に
分
節
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
入
れ
子
型
の
多
重
構
造
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
こ
こ
で
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
こ
れ
ち
の
空
間
構
造
は
、

「
雛
」
’
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど

の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
と
考
察
を
進
め
て
み

た
い
。

（3）
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
雛
」
と
い
う
作
品
で
は
、
「
物
語
内
の
精

神
的
諸
価
値
を
表
す
言
語
」
と
し
て
、
三
つ
に
分
節
化
さ
れ
た
空
間
が
、

極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
特
に
そ
う
し
た
特
徴
は
、
い

わ
ゆ
る
“
照
明
”
と
の
関
係
に
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
例

え
ば
「
雛
」
に
は
、
明
か
り
を
齎
す
三
種
類
の
照
明
器
具
が
登
場
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
行
燈
」
「
無
壼
燈
」
「
ラ
ン
プ
」
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
燈
」
1
「
土
藏
」
、
「
無
壼
燈
」
1
「
見
世
」
、
「
ラ

ン
プ
」
ー
「
外
界
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
「
雛
」
の
世
界
を
構
成
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
空
間
に
配
置
さ
れ
、
各
空
間
を
意
味
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
分
類
し
て
い
く
と
、
ま
ず
「
土
藏
」
は
、
薄

暗
い
「
行
燈
」
の
支
配
す
る
空
間
と
な
る
。
「
行
燈
」
は
、
「
旧
弊
」
な

価
値
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
母
親
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
も
結
び

つ
い
て
、
「
土
藏
」
を
「
旧
弊
」
な
場
所
（
ト
ポ
ス
）
と
し
て
意
味
づ
け

る
。
も
っ
と
も
、
薄
暗
い
内
に
「
家
財
道
具
」
の
密
集
す
る
入
り
組
ん

だ
構
造
を
持
つ
「
土
藏
」
は
ま
た
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
内
密
空
間
で
も

あ
り
、
そ
こ
は
一
家
の
無
意
識
へ
と
通
ず
る
禁
忌
の
場
と
も
な
っ
て
い

る
。
部
屋
の
中
心
に
は
「
旧
弊
」
な
一
家
の
地
霊
で
あ
る
雛
人
形
が
封

じ
ら
れ
、
昔
日
へ
の
郷
愁
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
見
世
」
は
、
「
無
蓋
燈
」
と
い
う
「
蕾
式
の
ラ
ン

プ
」
が
灯
っ
て
い
る
場
所
で
、
「
土
藏
」
に
比
べ
る
と
や
や
開
化
的
な
趣

を
呈
し
た
空
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
に

は
、
“
薬
”
を
扱
い
な
が
ら
、
世
間
の
文
物
を
必
死
に
取
り
入
れ
、
こ

れ
に
適
応
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
父
親
が
お
り
、
ま
た
「
徳
三
」
や

「
丸
佐
の
主
人
」
と
い
っ
た
外
部
の
人
間
が
訪
れ
て
く
る
場
所
で
も
あ

る
。
そ
こ
は
、
い
わ
ば
ウ
チ
と
ソ
ト
と
を
繋
ぐ
出
入
り
口
の
よ
う
な
場

所
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
外
の
世
界
は
、
「
ラ
ン
プ
」
に
象
徴
さ
れ
る
開
化
的
な
世
界

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
棟
瓦
の
大
通
り
」
を
「
西
洋
の
婦
人
を
乗
せ
た

馬
車
」
が
走
っ
て
お
り
、
「
土
藏
」
や
「
見
世
」
に
比
べ
て
、
は
る
か
に

近
代
化
さ
れ
た
空
間
で
も
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
そ
こ
で
、
兄
に
出
会
う

が
、
こ
の
近
代
化
さ
れ
た
場
所
は
「
開
化
人
」
と
呼
ば
れ
る
兄
（
栄
吉
）

が
住
ん
で
い
る
世
界
の
表
象
で
あ
り
、
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
の
未
知
の

世
界
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
三
つ
の
空
間
を
、
分
類
し
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

土
藏
－
行
燈
　
ー
母
の
い
る
空
間
ー
旧
弊

　
「見

世
ー
無
盤
燈
ー
父
の
い
る
空
間
－
旧
弊
と
開
化
の
間

外
界
ー
ラ
ン
プ
ー
兄
の
い
る
空
間
－
開
化

　
こ
の
よ
う
に
図
示
し
て
み
る
と
、
「
雛
」
の
空
間
構
造
が
、
い
か
に

意
識
的
に
分
節
化
さ
れ
て
、
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
あ

ろ
う
。
三
つ
の
空
間
は
、
三
種
の
照
明
や
、
三
人
の
登
場
人
物
の
性
質

と
結
び
付
け
ら
れ
る
事
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
旧
弊
〉
、
〈
旧
弊
と
開

化
の
問
〉
、
〈
開
化
〉
と
い
う
「
物
語
の
精
神
的
諸
価
値
の
表
象
」
と
し

て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
6
）
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
空
間
は
、
非
時
間
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
存
在

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
雛
」
と
い
う
作
品
に
顕
著
な
の
は
、
こ
れ
ら

の
空
間
を
絶
え
ず
横
断
す
る
「
人
」
や
「
物
」
の
流
通
の
動
き
で
あ
り
、

そ
れ
ら
が
物
語
の
進
行
と
共
に
空
間
を
変
容
さ
せ
て
い
く
運
動
な
の
で

あ
る
。
例
え
ば
最
初
、
「
土
藏
」
に
は
「
行
燈
」
が
置
か
れ
て
い
る
が
、

後
に
「
父
が
無
壼
燈
を
持
つ
た
儘
、
見
世
か
ら
こ
ち
ら
へ
は
ひ
つ
て
來

る
」
と
な
っ
て
、
「
無
壼
燈
」
に
代
わ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
「
今
夜
は
新

し
い
ラ
ン
プ
の
光
が
輝
い
て
ゐ
る
」
と
な
っ
て
、
「
ラ
ン
プ
」
に
代
わ
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
ま
た
、
「
薄
暗
い
行
燈
を
と
も
し
た
土
藏
」
と
な
っ

て
「
行
燈
」
へ
と
再
び
戻
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
行
燈
」

↓
「
無
壼
燈
」
↓
「
ラ
ン
プ
」
と
徐
々
に
光
彩
を
上
げ
た
後
、
再
び
「
行

燈
」
の
薄
暗
さ
の
中
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
く
訳
で
あ
る
。
「
雛
」
と
い
う

（4）
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物
語
は
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ば
光
の
織
り
な
す
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
い
え

る
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
土
藏
」
と
い
う
「
旧
弊
」
な
空
間
が
、
外
の
世

界
の
「
開
化
」
的
な
価
値
観
に
よ
つ
て
、
徐
々
に
侵
食
さ
れ
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
雛
」
と
い
う
作
品
で
は
、
物
語
に
お
け
る
価
値

の
対
立
が
空
間
軸
に
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
空
間
を
横
断
す
る

「
人
」
や
「
物
」
の
運
動
に
よ
っ
て
、
〈
旧
弊
〉
／
〈
開
化
〉
、
〈
日
本
〉

／
〈
西
洋
〉
、
〈
父
〉
／
〈
母
〉
の
、
様
々
な
境
界
の
あ
わ
い
が
揺
ら
ぎ

と
な
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
「
土
藏
」
に
「
ラ
ン
プ
」
が
持
ち
込
ま

れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

〈
旧
弊
〉
か
ら
〈
開
化
〉
へ
と
変
貌
し
て
い
く
過
程
で
の
様
々
な
風
景

を
作
品
に
齎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
・
〈
越
境
〉
す
る
父

　
本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
「
雛
」
と
い
う
物
語
に
お
け
る
作
品
空
間
の
問

題
を
考
察
し
て
き
た
。
内
容
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
と
、
ま
ず
、
「
雛
」

は
、
「
土
藏
」
、
「
見
世
」
、
「
外
界
」
の
三
つ
の
空
間
に
よ
っ
て
分
節
化
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
は
、
「
行
燈
」
「
無
壼
燈
」
「
ラ

ン
プ
」
や
、
「
母
」
「
父
」
「
兄
」
な
ど
と
い
っ
た
ヒ
「
物
」
や
「
人
」
の
性

質
と
結
び
付
け
ら
れ
る
事
で
、
「
物
語
の
精
神
的
価
値
を
表
す
言
語
」
と

し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

空
間
は
非
時
間
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
ら
は
、
物
語
の
展
開
に
即
し
て
、
徐
々
に
変
容
し
て
い
く
動
き
を
み

せ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
土
藏
」
は
、
最
初
薄
暗
い
「
行
燈
」
の
支

配
す
る
空
間
で
あ
っ
た
が
、
後
に
「
無
壼
燈
」
と
な
り
、
「
ラ
ン
プ
」
と

な
り
、
そ
の
光
彩
を
徐
々
に
上
げ
て
い
き
、
最
終
的
に
再
び
「
行
燈
」

の
薄
暗
さ
の
中
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
ば
、
「
土
藏
」
と
い
う

〈
旧
弊
〉
な
空
間
が
、
外
の
〈
開
化
〉
的
な
価
値
観
に
よ
っ
て
徐
々
に

侵
食
さ
れ
て
い
ぐ
様
子
、
l
l
〈
旧
弊
〉
か
ら
〈
開
化
〉
へ
と
変
化
し

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
空
間
構
造
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
単
な
る

ト
ポ
ス
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は

一
方
で
、
語
り
手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
の
自
我
構
造
と
も
深
い
関
わ
り

を
持
つ
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
前
田
愛
は
前
掲
書
の
中

で
、
「
家
」
を
「
拡
大
さ
れ
た
身
体
」
と
見
、
人
間
は
「
住
ま
う
」
事
に

よ
っ
て
、
空
間
と
身
体
的
な
レ
ベ
ル
で
つ
な
が
り
を
持
つ
と
論
じ
て
い

る
が
、
「
雛
」
も
ま
た
「
家
」
の
持
つ
空
間
的
な
広
が
り
が
「
わ
た
し
」

の
自
我
構
造
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
語
り
手
の
内
面
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
わ
た
し
」
と
空
間
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
、
ま
ず
「
土

蔵
」
が
「
わ
た
し
」
の
自
我
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
わ

た
し
」
は
、
「
土
藏
」
に
来
る
際
、
「
土
藏
の
中
に
蹄
つ
て
來
き
ま
し
た
。
」

と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
女
の
空
間
認
識
の
中
心
が
「
土
藏
」

に
あ
る
事
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
土

藏
」
は
、
「
家
財
道
具
」
が
散
在
し
、
入
り
組
ん
だ
構
造
を
持
つ
、
薄
暗

い
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
内
密
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
は
「
母
」
の
い
る
空
間

で
も
あ
る
。
十
五
歳
に
し
て
、
い
ま
だ
少
女
性
の
抜
け
切
ら
な
い
「
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

た
し
」
は
、
「
母
に
褒
め
て
貰
ふ
こ
と
を
樂
し
み
に
」
「
母
に
話
し
て
貰

ふ
」
な
ど
と
語
っ
て
、
子
供
の
よ
う
に
「
母
」
を
慕
い
、
こ
れ
に
甘
え

る
よ
う
に
「
土
藏
」
に
帰
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
「
土
藏
」
が
、
彼
女

の
〈
生
〉
の
拠
り
所
と
な
る
寄
港
地
と
な
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。　

「
わ
た
し
」
の
自
我
構
造
は
、
こ
の
「
母
」
の
い
る
「
土
藏
」
を
中

心
と
し
て
、
さ
ら
に
「
見
世
」
　
へ
「
外
界
」
へ
と
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
か
か
る
「
わ
た
し
」
の
空
間
意
識
に
お
い
て

「
父
」
や
「
兄
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
“
見
世
の
人
”
“
外
の
人
”
と
い
っ

た
、
違
う
世
界
の
住
人
ー
1
違
う
価
値
観
に
属
す
る
者
と
し
て
差
異
化

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
わ
た
し
」
は
父
親
が
．
「
、
土
藏
」
に
来
る
と
き
、

（5）
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
見
世
か
ら
こ
ち
ら
（
注
・
土
藏
）
に
は
ひ
つ
て
來
る
」
と
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
引
用
文
と
比
べ
れ
ば
、
「
わ
た
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
と
っ
て
「
土
藏
」
は
「
蹄
つ
て
」
く
る
場
所
で
あ
る
が
、
父
親
に
と

　
　
　
　
ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　
　
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

ヘ
　
　
　

へ

っ
て
は
「
は
ひ
つ
て
」
く
る
場
所
と
な
る
訳
で
、
か
か
る
空
間
意
識
か

ら
も
「
わ
た
し
」
が
父
親
を
余
所
者
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識
し
て

い
る
事
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
事
実
「
見
世
」
で
の
父
親
は
、
「
わ
た
し

を
そ
つ
ち
の
け
に
」
「
相
手
に
な
る
氣
色
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
な
ど
と
語

ら
れ
、
常
に
よ
そ
よ
そ
し
く
、
冷
淡
な
存
在
で
あ
り
、
こ
こ
に
大
人
の

世
界
に
住
む
父
親
に
対
す
る
怯
儒
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
雛
」
の
物
語
が
、
こ
う
し
た
父
親
の
余
所
者
性
が
融
解
し
、

「
わ
た
し
」
が
父
を
発
見
す
る
方
向
へ
と
回
収
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
空
間
の
横
断
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。

以
下
の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

そ
れ
か
ら
ど
の
位
た
ち
ま
し
た
か
、
ふ
と
眠
り
が
さ
め
て
見
ま
す

ど
、
薄
暗
い
行
燈
を
と
も
し
た
土
藏
に
誰
か
人
の
起
き
て
ゐ
る
ら

し
い
物
音
が
聞
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
中
略
）
す
る
と
わ
た

し
の
枕
も
と
に
は
、
寝
間
着
の
儘
の
父
が
「
人
、
こ
ち
ら
へ
横
顔

を
向
け
な
が
ら
、
坐
つ
て
ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
父
が
ー
：
…
：

し
か
し
わ
た
し
を
驚
か
せ
た
の
は
父
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
父
の
前
に
は
わ
た
し
の
雛
が
、
1
ー
お
節
句
以
來
見
な
か
つ

た
雛
が
拉
べ
立
て
て
あ
る
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
中
略
）
た
と
い
夢

に
し
て
も
、
別
段
悔
や
し
い
と
思
ひ
ま
せ
ん
。
兎
に
角
わ
た
し
は

眼
の
あ
た
り
に
、
わ
た
し
と
す
こ
し
も
攣
ら
な
い
父
を
見
た
の
で

ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
女
々
し
い
、
…
…
そ
の
癖
お
ご
そ
か
な
父
を

見
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
。

　
こ
こ
で
父
親
は
、
「
薄
暗
い
行
燈
を
と
も
し
た
土
藏
」
で
雛
人
形
を

眺
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
上
の
彼
の
〈
越
境
〉
と
み
て
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
も
つ
と
も
、
作
中
も
し
ば
し
ば
父
は
境
界
を
横
断
し
て
「
見

世
」
か
ら
「
土
藏
」
　
へ
と
来
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
時

的
な
も
の
で
、
「
わ
た
し
」
の
空
間
認
識
は
変
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
こ
で
は
「
わ
た
し
と
す
こ
し
も
攣
ら
な
い
」
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
父
親
が
「
土
藏
」
の
論
理
の
中
に
回
収
さ
れ
た

事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
父
は
「
開
化
」
的
の
文
物
を
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
「
見
世
」
の
空
間
か
ら
、
「
旧
弊
」
で
昔
日
の
郷
愁

が
込
め
ら
れ
た
「
土
藏
」
と
い
う
「
母
」
の
空
間
へ
と
〈
越
境
〉
し
た
の

で
あ
る
。

　
父
親
の
〈
越
境
〉
は
、
そ
の
余
所
者
性
の
融
解
を
齎
し
、
お
鶴
が
父

親
を
発
見
す
る
契
機
と
な
る
が
、
こ
う
し
た
〈
越
境
〉
の
モ
チ
ー
フ
は
、

「
明
治
」
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
雛
」
と
い
う
物
語
に
、
母

な
る
空
間
（
土
藏
）
　
へ
の
回
帰
ー
1
い
わ
ば
母
性
回
帰
の
物
語
と
し
て

の
テ
ー
マ
を
付
与
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
・
む
す
び

　
今
回
、
筆
者
は
「
雛
」
の
物
語
を
、
空
間
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
て

み
た
。
「
雛
」
の
空
間
構
造
は
、
「
土
藏
」
、
「
見
世
」
、
「
外
界
」
の
三
つ

に
分
節
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
は
、
「
人
」
や
「
物
」
の
性
質
と
結
び
つ
く

事
に
よ
っ
て
、
〈
旧
弊
〉
〈
旧
弊
と
開
化
の
間
〉
〈
開
化
〉
と
い
っ
た
「
物

語
の
精
神
的
諸
価
値
の
言
語
」
と
し
て
、
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

事
で
あ
っ
た
。

　
も
つ
と
も
、
そ
れ
ら
は
、
非
時
間
的
モ
デ
ル
と
し
て
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
「
雛
」
と
い
う
作
品
に
顕
著
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
空
間

を
絶
え
ず
横
断
す
る
「
人
」
や
「
物
」
の
流
通
で
あ
り
、
そ
う
し
た
流

通
に
よ
っ
て
、
〈
旧
弊
〉
と
〈
開
化
〉
な
ど
と
い
っ
た
境
界
の
あ
わ
い
が

揺
ら
ぎ
と
な
っ
て
、
物
語
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
「
土

藏
」
に
「
ラ
ン
プ
」
が
持
ち
こ
ま
れ
て
い
く
過
程
な
ど
そ
の
典
型
で
あ

（6）
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る
。
こ
こ
に
は
「
旧
弊
」
（
行
燈
）
か
ら
「
開
化
」
（
ラ
ン
プ
）
へ
と
変

貌
し
て
い
く
過
程
の
風
景
が
、
「
人
」
や
「
物
」
の
空
間
の
横
断
に
よ
っ

て
、
様
々
に
「
土
藏
」
に
齎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
空
間
構
造
は
ま
た
、
「
わ
た
し
」
の
自
我
構
造

と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
十
五
歳
に
し
て
未
だ
子
供

染
み
た
と
こ
ろ
の
あ
る
「
わ
た
し
」
の
空
間
意
識
は
、
「
母
」
の
い
る
「
土

藏
」
を
中
心
に
し
て
、
「
見
世
」
へ
「
外
界
」
へ
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

に
広
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
「
父
」
や
「
兄
」
を
“
見
世
の
人

”
“
外
の
人
”
と
い
う
違
う
価
値
に
属
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る

「
わ
た
し
」
の
自
我
構
造
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
物
語
の
主
眼
は
、
最
終
的
に
「
見
世
の
人
」
で
あ
っ
た
父
親
の
余
所

者
性
が
融
解
し
、
お
鶴
が
父
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
に
も
ま
た
、
空
間
の
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
。
父

は
〈
開
化
〉
的
な
文
物
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
「
見
世
」
の
空
間
か

ら
、
〈
旧
弊
〉
で
昔
日
の
郷
愁
の
込
め
ら
れ
た
「
土
藏
」
へ
と
〈
越
境
〉

す
る
が
、
こ
の
父
の
〈
越
境
〉
に
は
、
い
わ
ゆ
る
母
性
回
帰
と
し
て
の

テ
ー
マ
を
物
語
に
与
え
る
も
め
で
も
あ
る
の
だ
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
「
雛
」
の
空
間
構
造
、

お
よ
び
〈
越
境
〉
の
モ
チ
ー
フ
は
、
草
稿
で
あ
る
「
明
治
」
に
は
見
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
石
割
透
は
「
明
治
」
を
「
作
品
が
平
板
に
過
ぎ
、

な
に
よ
り
も
印
象
が
稀
薄
」
と
評
し
て
い
る
が
（
注
7
）
、
石
割
が
こ
の

よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
し
ま
う
の
も
、
や
は
り
「
明
治
」
は
空
間
構
造

が
単
純
で
、
重
層
性
に
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
か
ら
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
一
方
で
「
『
雛
』
に
は
あ
な
ど
れ
ぬ
み
ず
み
ず
し
さ
が
あ
る
」

と
同
氏
が
述
べ
る
の
も
、
テ
ク
ス
ト
に
空
間
が
構
造
化
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
人
」
や
「
物
」
・
の
流
通
が
生
ま
れ
た
事
、
そ
し
て
〈
越
境
〉

の
モ
チ
ー
フ
が
付
与
さ
れ
た
事
に
よ
，
っ
て
、
「
雛
」
に
独
特
の
、
、
「
流
れ

る
時
間
と
し
て
」
の
リ
リ
シ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
事
が
原
因
と
な
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
雛
」
と
い
う
物
語
は
、
そ
の
空
間
構
造
と
き
わ
め

て
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
リ
リ
シ
ズ
ム
も

ま
た
、
父
の
〈
越
境
〉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
結
論
し
た
い
。

【
註
】

　
一
・
笠
井
秋
生
「
『
お
富
の
貞
操
』
『
雛
』
『
庭
』
」
（
『
作
品
論
　
芥
川
龍
之
介
』
　
　
　
所

　
　
収
　
双
文
社
出
版
　

一
九
九
〇
年
十
二
月
）

二
・
海
老
井
英
次
「
『
雛
』
1
玩
具
箱
の
中
の
〈
幻
〉
」
（
『
芥
川
龍
之
介
論
政
i

　
　
自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ
ー
』
桜
楓
社
　

一
九
八
八
年
二
月
）

三
・
勝
倉
壽
一
　
「
『
雛
』
l
I
私
小
説
へ
の
接
近
I
l
」
（
『
芥
川
龍
之
介
の
歴
史

　
　
小
説
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
　
一
九
八
三
年
六
月
）

四
・
鈴
木
敏
子
「
『
枯
野
抄
』
・
『
雛
』
の
読
み
方
」
「
日
本
文
学
」
　
一
九
七
六
年
四

　
　
月

五
・
前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
筑
摩
書
房
一
九
八
二
年
十
二
月

六
・
例
え
ば
同
時
代
評
に
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
娘
が
江
戸
見
物
だ
と
言
っ
て
悼
で
市
内
を
乗
り
廻
す
と
こ
ろ
は
、
全

体
か
ら
見
て
大
し
て
意
味
が
な
い
ら
し
い
。
あ
す
ご
が
蛇
足
と
言
へ
ば

蛇
足
で
あ
る
。
」

l
l
藤
森
淳
三
「
三
月
文
壇
創
作
評
」
「
時
事
新
報
」
大
正
十
二
年
三
月
）

「
秋
聲
。
悼
の
こ
と
は
出
し
た
か
っ
た
で
せ
う
が
、
困
り
ま
す
ね
。

　
菊
池
。
あ
そ
こ
だ
け
は
面
白
い

　
久
米
。
作
全
体
の
う
ち
で
、
あ
そ
こ
が
一
番
面
白
い
。

　
秋
聲
。
ち
つ
と
も
面
白
く
な
い
。
悼
の
こ
と
を
書
き
た
い
た
め
に
、

　
　
　
主
人
公
を
外
へ
わ
ざ
と
出
し
た
や
う
だ
。
」

　
加
能
。
人
間
を
出
す
た
め
に
書
い
た
の
で
せ
う
ね
。

　
秋
聲
。
ラ
ン
プ
を
持
っ
た
兄
を
出
し
て
来
た
り
す
る
の
は
ど
う
し
て

　
　
　
も
を
か
し
い
。
」

l
I
「
創
作
合
評
第
二
回
」
「
新
潮
」
大
正
十
二
年
四
月
）

（7）
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本
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
雛
」
と
い
う
作
品
は
〈
土
蔵
〉
、
〈
見
世
〉
、

〈
外
界
〉
の
三
つ
の
空
間
を
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
母
〉
〈
父
〉
〈
兄
〉
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
や
、
〈
行
燈
〉
〈
無
尽
燈
〉
〈
ラ
ン
プ
〉
の
性
質
と
結
び
つ
け
る
事
に
よ

っ
て
、
精
神
的
諸
価
値
の
言
語
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
決
し
て
「
蛇
足
」
と
は
い
え
な
い
。
外
界
を
描
く
事
は
、
か
か
る
ト

ポ
ロ
・
ジ
ー
的
な
主
題
の
た
め
に
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
ち
ょ

つ
と
出
し
て
み
た
か
っ
た
」
「
必
要
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
。

※
本
稿
は
、
「
文
学
研
究
論
集
　
第
二
十
六
号
」
（
明
治
大
学
大
学
院
二
〇
〇
七
年

　
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
稿
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
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