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阪大近代文学研究

，
 

(2011.3) 

『
流
行
感
冒
』
は
大
正
八
年
三
月
に
執
筆
さ
れ
（
初
出
の
末
尾
に
「
（
大

正
八
年
三
月
廿
二
日
）
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
）
、
同
年
四
月
に
『
白
樺
』

第
十
周
年
紀
念
号
に
発
表
さ
れ
た
(
1
)

。
同
月
に
新
潮
社
の
『
代
表
的

名
作
選
集
第
三
十
三
和
解
』
に
収
録
、
そ
の
後
大
正
十
年
二
月
に
春

陽
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
荒
絹
』
に
再
録
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
大
正
十

一
年
四
月
、
改
造
社
の
『
寿
々
』
に
再
び
収
録
さ
れ
た
。
原
題
は
『
流

行
感
冒
と
石
』
で
、
こ
の
題
名
は
『
荒
絹
』
ま
で
は
初
出
の
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
が
、
『
寿
々
』
に
お
い
て
『
流
行
感
冒
』
と
改
題
さ
れ
た
。

そ
の
他
、
数
々
の
訂
正
が
あ
る
。
初
出
の
「
私
は
不
愉
快
だ
っ
た
。
自

身
暴
君
で
あ
る
よ
り
、
皆
に
何
ん
だ
か
暴
君
に
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し

て
不
愉
快
だ
っ
た
。
」
（
『
白
樺
』
所
収
『
流
行
感
冒
と
石
』
）
は
「
私
は

不
愉
快
だ
っ
た
。
如
何
に
も
自
分
が
暴
君
ら
し
か
っ
た
。
ー
そ
れ
よ

り
皆
か
ら
暴
君
に
さ
れ
た
や
う
な
気
が
し
て
不
愉
快
だ
っ
た
。
」
（
『
代

表
的
名
作
選
集
第
三
十
三
和
解
』
、
『
荒
絹
』
所
収
『
流
行
感
冒
と
石
』

は
じ
め
に 志

賀
直
哉
『
流
行
感
冒
』
論

|
|
「
自
己
」
と
「
他
者
」
を
中
心
に
ー

モ
ハ
ッ
マ
ド

モ
イ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
ン

と
々
』
、
『
志
賀
直
哉
全
集
』
所
収
『
流
行
感
冒
』
）
と
訂
正
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
「
何
か
恐
ろ
し
い
者
が
出
て
来
た
と
か
、
石
は
二
幕

の
間
ど
う
し
て
も
震
へ
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
云
つ
て
き
み
に
笑
は
れ

て
ゐ
た
。
」
（
『
白
樺
』
所
収
『
流
行
感
冒
と
石
』
）
は
「
何
か
恐
ろ
し
い

者
が
出
て
来
た
と
か
、
石
は
二
幕
の
間
ど
う
し
て
も
震
へ
が
止
ま
ら
な

か
っ
た
の
を
便
所
へ
行
っ
て
や
っ
と
直
つ
た
と
云
ふ
話
が
あ
る
。
」
（
『
代

表
的
名
作
選
集
第
三
十
三
和
解
』
、
『
荒
絹
』
）
や
「
何
か
恐
ろ
し
い

者
が
出
て
来
た
と
か
、
石
は
二
幕
の
間
ど
う
し
て
も
震
へ
が
止
ま
ら
な

か
っ
た
の
を
暫
く
し
て
、
や
っ
と
直
つ
た
と
云
ふ
話
が
あ
る
。
」
(
2
)

（『寿

々
』
、
『
志
賀
直
哉
全
集
』
）
な
ど
と
修
訂
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、

傍
点
の
追
加
や
字
句
の
修
正
な
ど
が
多
い
。

『
流
行
感
冒
』
で
は
、
最
初
の
う
ち
は
「
私
」
の
自
己
を
主
張
す
る

態
度
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
が
、
作
品
が
進
む
に
つ
れ
て
「
自
己
」
と

い
う
枠
組
み
か
ら
離
れ
て
「
他
者
」
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
る
の
が
読

み
取
れ
る
。
作
中
に
は
「
私
」
の
ほ
か
に
「
妻
」
、
「
石
」
と
「
き
み
」

（
「
女
中
」

3
)、
「
左
枝
子
」
（
実
子
）
が
主
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
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短
編
は
〈
上
〉
〈
下
〉
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
共
に
「
石
」
が

重
要
な
登
場
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
〈
上
〉
に
お
い
て
は
「
石
」

の
言
動
に
よ
り
「
私
」
が
疑
い
深
く
な
り
、
〈
下
〉
に
お
い
て
は
「
私
」

の
心
理
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
本
作
品
の

主
人
公
は
、
『
和
解
』
の
主
人
公
が
父
親
の
立
場
を
思
い
遣
る
こ
と
な

く
自
己
の
考
え
に
固
執
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
ま
た
『
十
一
月
三
日

午
後
の
事
』
の
主
人
公
が
己
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
に
比
し

て
、
自
分
個
人
に
関
心
を
集
中
し
て
い
な
い
。
寧
ろ
最
初
は
自
分
の
子

供
の
養
育
（
主
に
〈
上
〉
）
に
神
経
質
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
は
、

以
前
疑
い
の
種
だ
っ
た
「
女
中
」
（
主
に
〈
下
〉
）
に
も
配
慮
し
、
家
族

の
一
員
の
よ
う
に
見
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
、
本
論
で
用
い
る
「
自
己
」
と
「
他
者
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
意
味
す
る
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
『
ブ
リ

タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
(
4
)

を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
身

体
的
な
境
界
を
も
と
に
自
己
と
他
者
を
区
別
し
」
（
ど
と
あ
り
、
そ
れ

は
身
体
的
に
自
分
以
外
の
者
皆
を
他
者
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
ど
に
よ
れ
ば
そ

れ
ぞ
れ
「
お
の
れ
。
わ
れ
。
自
分
。
自
身
」
と
「
自
分
以
外
の
者
。
ま

た
、
あ
る
も
の
に
対
す
る
ほ
か
の
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
『
平
凡
社

大
百
科
事
典
』
(
7
)

に
よ
れ
ば
、
「
自
己
で
な
い
も
の
が
他
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
は
つ
ね
に
自
己
と
の
関
係
の
も
と
で
理
解
さ
れ
る
。

（
中
略
）
嬰
児
が
生
後
8
ヵ
月
こ
ろ
か
ら
自
我
形
成
を
行
う
際
に
は
、

愛
す
べ
き
他
者
と
し
て
の
母
親
の
認
知
が
同
時
に
並
行
し
て
行
わ
れ
る

の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
自
己
」
以
外
の
者
、
つ
ま
り

血
縁
関
係
の
あ
る
者
も
な
い
者
も
皆
「
他
者
」
と
な
る
。
が
、
文
学
作

品
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
前
提
に
従
う
と
は
限
ら
な
い
。
栗
林

秀
雄
氏
は
血
縁
関
係
の
者
も
「
他
者
」
と
し
て
考
え
て
い
る
(
8
)

が、

作
品
の
分
析
に
お
い
て
血
縁
者
を
論
考
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
大
久
保
典
夫
氏
は
「
「
他
者
」
と
は
、
「
自
己
」
の
外
に
あ
る
外
界

を
指
す
（
中
略
）
。
「
他
者
」
と
は
「
自
己
」
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
異
質

な
も
の
で
あ
」
(
9
)

る
と
言
っ
て
お
り
、
明
確
に
血
縁
関
係
の
あ
る
者

と
な
い
者
の
間
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。
身
の
回
り
の
者
つ
ま
り
血
縁

者
や
友
人
な
ど
を
頻
繁
に
登
場
さ
せ
る
志
賀
直
哉
の
作
品
の
場
合
は

「
他
者
」
を
ど
う
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
志
賀
作
品
の
研
究
史
に
お

い
て
、
「
他
者
」
と
い
う
視
点
で
書
か
れ
た
論
文
は
少
な
い
。
そ
れ
ら

に
お
い
て
も
、
「
他
者
」
の
定
義
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
十
重
田

裕
一
氏
(10)

は
「
友
」
を
（
主
人
公
に
と
っ
て
）
「
他
者
」
で
あ
る
と

見
て
い
る
が
、
血
縁
者
は
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
ほ
か
、

松
井
貴
子
氏
(11)

、
田
井
英
輝
氏
(12)

、
滝
藤
満
義
氏
(13)

の
論
文
で
も

血
縁
者
は
論
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
志
賀
作
品
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
頻
繁
に
登
場
す
る
血
縁

者
と
主
人
公
の
関
係
は
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
重
要
な
も
の
に
思
わ
れ

る
。
主
人
公
と
血
縁
者
の
関
係
は
安
定
せ
ず
、
例
え
ば
主
人
公
は
、
時

に
父
と
衝
突
や
葛
藤
を
起
こ
し
ほ
と
ん
ど
縁
を
切
っ
た
よ
う
な
関
係
に

な
る
（
例
：
『
和
解
』
『
大
津
順
吉
』
な
ど
）
。
こ
の
よ
う
に
、
主
人
公

は
場
合
に
よ
っ
て
血
縁
者
の
父
を
い
か
に
も
受
容
し
難
い
「
他
者
」
ら
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し
く
突
き
放
し
た
存
在
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
他
方
、
自
分
の
子
供
の

た
め
ほ
か
の
家
族
の
者
と
衝
突
し
た
り
（
例
：
『
和
解
』
に
お
い
て
は

主
人
公
が
幼
い
長
女
に
死
な
れ
て
父
方
の
家
族
皆
と
縁
を
切
っ
て
し
ま

う
場
面
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
）
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
以
上

の
よ
う
に
、
志
賀
作
品
に
お
け
る
血
縁
者
の
描
か
れ
方
に
は
様
々
な
差

異
が
見
ら
れ
る
。
前
述
の
血
縁
関
係
の
あ
る
者
と
な
い
者
を
同
列
に
「
他

者
」
と
し
て
扱
う
考
え
方
を
志
賀
作
品
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
、

家
族
関
係
が
中
心
と
な
る
の
で
そ
れ
は
馴
染
み
に
く
い
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
ま
た
、
感
情
が
入
り
や
す
い
血
縁
者
を
血
の
繋
が
り
の
な
い
者
と

同
列
に
扱
う
こ
と
は
、
不
自
然
に
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
『
流
行

感
冒
』
に
お
い
て
は
、
精
神
的
に
ま
だ
独
立
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る

幼
い
子
供
は
、
明
ら
か
な
「
他
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

取
り
上
げ
る
べ
き
先
行
研
究
(14)

が
特
に
な
い
本
作
品
で
あ
る
が
、

主
人
公
に
と
っ
て
明
ら
か
に
「
他
者
」
で
あ
る
者
を
主
な
登
場
人
物
と

す
る
点
で
重
要
な
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
志
賀
直
哉

の
作
品
群
で
「
自
己
」
と
「
他
者
」
を
論
じ
る
場
合
、
本
作
品
を
避
け

て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
主
人
公
「
私
」
の
描
き

方
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
時
に
「
私
」
の
決
意
に
影
響
を
与
え
る
妻

を
取
り
上
げ
た
後
、
主
に
「
女
中
」
、
中
で
も
「
石
」
に
注
目
し
な
が

ら
、
本
作
品
に
お
け
る
「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
し
て
み
た
い
。

臆
病
に
な
る
「
私
」

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
上
〉
に
お
い
て
の
「
私
」
と
〈
下
〉
に
お

い
て
の
「
私
」
に
は
心
理
的
な
差
が
見
ら
れ
る
が
、
本
章
で
は
そ
の
差

が
現
れ
る
過
程
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
は
、
「
私
」
は
人
並
み
以
上
に
臆
病
で
あ
り
、

赤
子
を
健
全
に
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
神
経
を
集
中
し
て
い
る
。

最
初
の
児
が
死
ん
だ
の
で
、
庫
渥
に
は
妙
に
臆
病
が
浸
込
ん
だ
。

晦
那
頃
愛
扱
磁
闘
が
、
一
寸
病
気
を
さ
れ
て
も
私
は
直
ぐ
死
に
は
し

ま
い
か
と
い
ふ
不
安
に
襲
は
れ
た
。
（
上
）

「
私
達
」
に
染
み
込
ん
だ
臆
病
の
理
由
が
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

最
初
の
子
が
死
去
し
た
原
因
や
事
情
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
た
だ
次
子
で
あ
る
「
左
枝
子
」
の
養
育
に
「
私
」
が
過

度
に
「
臆
病
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
だ
け
に
必
要

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
私
達
」
の
そ
の
臆
病
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。

「
去
年
は
あ
あ
癖
を
つ
け
て
了
っ
た
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

此
秋
か
ら
は
余
り
厚
着
を
さ
せ
な
い
や
う
に
慣
ら
さ
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
よ
」
夏
の
内
、
こ
ん
な
事
を
妻
は
よ
く
云
っ
た

oti

れ
は
賛
成
だ
っ
た
が
、
段
々
涼
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
い
つ
か
前

「
私
」
の
心
理
の
動
き
方
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年
通
り
の
厚
着
癖
を
つ
け
さ
し
て
了
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
／
「

T＇

体
お
前
は
寒
が
ら
な
い
性
だ
か
ら
ね
。
自
分
の
体
で
人
ま
で
推
す

と
間
違
ふ
よ
」
な
ど
と
云
っ
た
。
／
「
お
父
様
は
又
、
人
一
倍
お

寒
が
り
な
ん
で
す
も
の
…
…
」
夏
頃
頻
り
に
云
つ
て
ゐ
た
割
に
は

妻
も
た
わ
い
な
く
厚
着
を
認
め
て
了
っ
た
。
（
上
）

「
私
達
」
の
行
動
は
、
「
私
達
」
が
「
左
枝
子
」
の
健
康
状
態
に
人
並

み
以
上
に
神
経
質
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
最
初
の
児
が
死
ん

だ
の
で
、
私
達
に
は
妙
に
臆
病
が
浸
込
ん
だ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
私
」

と
妻
は
左
枝
子
の
健
康
管
理
へ
の
思
い
を
同
じ
く
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
「
私
」
の
臆
病
や
神
経
質
を
肯
定
す
る
態
度
は
変
わ
ら
ず
、
「
左

枝
子
の
健
康
に
絶
え
ず
神
経
質
」
な
状
態
が
続
い
て
い
る
。
ま
た
更
に
、

他
人
に
も
同
様
に
「
左
枝
子
に
は
神
経
質
に
な
つ
て
呉
れ
」
る
よ
う
要

求
し
て
い
く
。
「
左
枝
子
」
の
養
育
に
対
す
る
そ
の
過
度
の
神
経
質
を

時
に
「
恥
か
し
」
＜
思
っ
た
り
、
自
分
の
や
り
方
は
「
田
舎
だ
か
ら
四

囲
の
生
活
の
釣
合
ひ
上
で
も
子
供
を
余
り
に
大
事
に
す
る
の
は
眼
立
つ

て
よ
く
な
か
っ
た
」
と
思
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
よ
そ
の
赤
子

の
育
ち
方
を
見
て
「
自
分
達
の
や
り
方
が
案
外
利
口
馬
鹿
な
の
だ
」
と

感
じ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
臆
病
を
正
当
化
す
る
た

め
に
、
大
昔
に
死
ん
だ
兄
の
話
ま
で
が
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。

級
咲
坐
桜
玖
戦
緞
轍
廊
は
囀
，
，
＇
で

9
ー

9

9

，
＇
応
，
＇
綬
出
冤
唸
砥
栂

8
裁

虚
出
琺
凶
t
吟
沿
悶
盆
既
咳
包
虚
窃
，
ざ
，
＇

i
,

癌
，

t
咽
故
内
凪
茂
祓

暉

必

ぎ

ば

，

＇

9

＼
照
喰
怜

左
枝
子
に
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
困
る
。
そ
れ
故
、
私

≫‘、_','‘、
っ
た
。

は
自
分
の
神
経
質
を
笑
は
れ
る
や
う
な
場
合
に
も
少
し
も
隠
さ
う

と
は
思
は
な
か
っ
た
。
（
上
）

最
初
の
子
と
違
っ
て
、
こ
こ
は
兄
が
死
ん
だ
原
因
と
し
て
、
子
守
り

の
失
敗
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
「
私
」
が
子
守
り
と
い
う

存
在
に
対
し
て
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
な
い
遠
因
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
臆
病
に
支
配
さ
れ
て
い
る
「
私
」
は
、
流
行
感
冒
が
流
行
っ

て
き
た
時
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
だ
ろ
う
か
。

流
行
性
の
感
冒
が
我
孫
子
の
町
に
も
は
や
つ
て
来
た
。
私
は
そ
れ

を
ど
う
か
し
て
自
家
に
入
れ
な
い
や
う
に
し
た
い
と
考
へ
た
。
そ

の
前
、
町
の
医
者
が
、
近
く
催
さ
れ
る
小
学
校
の
運
動
会
に
左
枝

子
を
連
れ
て
来
る
事
を
妻
に
勧
め
て
ゐ
た
。
然
し
そ
の
頃
は
感
冒

が
は
や
り
出
し
て
居
た
か
ら
、
私
は
運
動
会
へ
は
誰
も
や
ら
ぬ
事

に
し
た
。
実
際
運
動
会
で
大
分
病
人
が
多
く
な
っ
た
と
云
ふ
噂
を

聴
い
た
。
私
は
そ
れ
で
も
時
々
東
京
に
出
た
。
そ
し
て
可
恐
々
々

自
動
電
話
を
か
け
た
り
し
た
。
然
し
幸
に
自
家
の
者
は
誰
も
冒
さ

れ
な
か
っ
た
。
（
上
）

流
行
感
冒
に
対
す
る
「
私
」
の
用
心
は
い
よ
い
よ
そ
の
度
合
い
を
増

し
、
で
き
る
だ
け
自
家
の
者
を
外
の
人
と
引
き
離
そ
う
と
す
る
。
一
方

自
分
は
外
出
中
も
安
心
し
て
仕
事
が
で
き
ず
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
病

気
に
対
す
る
臆
病
の
あ
ま
り
家
へ
電
話
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

中
で
「
私
」
は
、
「
女
中
を
町
へ
使
に
や
る
や
う
な
場
合
に
」
は
「
愚

図
々
々
店
先
で
話
し
込
ん
だ
り
せ
ぬ
や
う
に
と
喧
し
く
」
注
意
し
て
お
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く
。
「
女
中
」
達
は
そ
れ
を
承
知
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
丁
度
そ
の
時

期
に
近
く
で
例
年
通
り
二

H
間
の
予
定
で
「
夜
芝
居
」
が
興
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
「
私
」
は
「
女
中
」
達
が
そ
こ
へ
行
く
の
を
「
特
別

に
禁
じ
て
、
そ
の
代
わ
り
感
冒
で
も
な
く
な
っ
た
ら
東
京
の
芝
居
を
見

せ
て
や
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た
。

見
す
／
＼
病
人
を
ふ
や
す
に
決
ま
っ
た
、
そ
ん
な
興
行
を
何
故
中

止
し
な
い
の
だ
ら
う
と
思
っ
た
。
／
私
は
夕
方
何
か
の
用
で
一
寸

町
へ
い
っ
た
。
（
中
略
）
沼
向
う
か
ら
で
も
来
た
ら
し
い
、
い
い

着
物
を
着
た
娘
達
が
所
々
に
か
た
ま
つ
て
場
の
開
く
の
を
待
っ
て

い
た
。
／
帰
つ
て
来
る
途
、
鎮
守
神
の
前
で
五
六
人
の
芝
居
見
に

行
く
婆
さ
ん
連
中
に
会
っ
た
。
申
し
合
わ
せ
た
や
う
に
手
織
木
綿

の
ふ
く
／
＼
し
た
半
糖
を
着
て
、
提
灯
と
弁
当
を
持
つ
て
大
き
い

声
で
何
か
話
な
が
ら
来
る
（
中
略
）
皆
の
眼
中
に
は
流
行
感
冒
な

ど
あ
る
と
は
思
へ
な
か
っ
た
。
私
は
帰
つ
て
こ
れ
を
妻
に
話
し
て

「
明
後
日
あ
た
り
か
ら
屹
度
病
人
が
ふ
え
る
よ
」
と
云
っ
た
。
（
上
）

こ
の
よ
う
に
、
芝
居
興
行
に
対
し
て
「
私
」
は
不
安
を
強
く
感
じ
、

流
行
感
冒
が
も
っ
と
流
行
し
て
く
る
だ
ろ
う
と
恐
れ
て
い
る
。
左
枝
子

の
養
育
に
対
す
る
臆
病
に
支
配
さ
れ
て
き
た
「
私
」
が
、
芝
居
見
物
の

た
め
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
ま
す
ま

す
不
安
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
「
私
」

の
臆
病
は
そ
の
頂
点
に
達
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

一
・
ニ
疑
惑
を
持
つ
「
私
」

の
心

「
石
は
ど
う
し
た
。
ゐ
る
か
？
」
私
は
茶
の
間
に
坐
つ
た
ま
ま
訊

い
て
み
た
。
／
「
石
も
ゐ
る
ん
だ
ら
う
？
」
と
妻
が
取
り
次
い
で

い
っ
た
。
／
「
一
寸
元
右
衛
門
の
所
へ
行
き
ま
し
た
」
／
「
何
し

に
い
っ
た
」
私
は
大
き
い
声
で
訊
い
た
。
こ
れ
は
怪
し
い
と
思
っ

た
の
だ
。
（
上
）

こ
の
よ
う
に
、
芝
居
興
行
の
晩
に
石
の
不
在
を
知
っ
た
「
私
」
は
、

石
も
芝
居
を
見
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
次
の
よ
う
に
疑
い
を
深
め

て
い
く
。「

そ
り
や
い
け
な
い
」
と
私
は
妻
に
い
っ
た
。
「
そ
り
や
お
前
、

元
右
衛
門
の
家
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
で
、
夫
婦
共
芝
居
に
行
っ
て
留

守
に
決
ま
つ
て
る
ぢ
や
な
い
か
。
石
は
屹
度
芝
居
へ
行
っ
た
ん
だ
。

二
人
共
ゐ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
頼
み
に
出
先
へ
行
っ
た
と
い

つ
て
芝
居
を
見
に
行
っ
た
ん
だ
」
（
上
）

上
述
の
如
く
、
「
屹
度
病
人
が
ふ
え
る
」
と
ま
す
ま
す
不
安
に
な
っ

て
い
る
「
私
」
は
、
石
の
不
在
が
わ
か
っ
た
と
た
ん
に
石
の
行
動
に
対

し
て
疑
い
を
持
ち
、
伍
は
芝
居
を
見
に
「
行
っ
た
ん
だ
」
と
繰
り
返
し

断
定
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

H
頃
の
不
安
が
「
私
」
の
感
情
を
支
配

し
、
「
私
」
を
疑
惑
へ
と
一
気
に
駆
り
立
て
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

「
な
る
べ
く
然
し
左
枝
子
を
抱
か
さ
な
い
や
う
に
し
ろ
よ
」
（
中

略
）
「
馬
鹿
。
石
に
左
枝
子
を
抱
か
し
て
ち
や
あ
、
い
け
な
い
ぢ

や
な
い
か
。
二
三
日
は
お
前
左
枝
子
を
抱
い
ち
や
あ
、
い
け
な
い
」

私
は
不
機
嫌
を
露
骨
に
出
し
て
い
っ
た
。
（
上
）

こ
こ
で
は
、
昔
、
子
守
り
の
せ
い
で
兄
が
死
ん
だ
話
が
「
私
」
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の
中
に
よ
み
が
え
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
原
因

で
、
石
が
芝
居
に
行
っ
た
と
信
じ
て
い
る
「
私
」
は
、
ま
だ
石
が
感
染

し
て
い
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
枝
子
を
石
が

抱
か
な
い
よ
う
に
と
用
心
を
し
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」

も
、
自
分
の
疑
い
を
以
下
の
よ
う
に
内
省
し
て
い
る
。

秘
ば
頃
税
芍
汎
翌
，
り
も
の
基
6
1

，
ま
慨
図
芍
咽
内
聰
唸
認
虞
羽
凰

敲
門
員
棧
嘉
翌
協
砂
勺
塁
，
翌
鷹
斜
磁
雙
屑

⑪
戌
g
戦
は
州
函
富
熙
羽
芯
叡
絨
百
溢
弐
可
で
国
灼
。
今
朝
石
が
芝
居
に

行
か
な
か
っ
た
と
断
言
し
た
時
に
、
私
は
そ
の
儘
に
な
る
べ
く
信

じ
ら
れ
た
ら
信
じ
て
や
り
た
＜
思
っ
て
ゐ
た
。
実
際
、
嘘
に
決
つ

て
ゐ
る
と
い
ふ
風
に
も
考
へ
な
か
っ
た
。
半
信
半
疑
の
ま
ま
、
其

半
疑
の
方
を
な
く
な
さ
う
と
知
ら
ず
／
＼
努
力
し
て
ゐ
た
形
で
あ

っ
た
。
所
が
阿
順
罪
臆
と
思
ひ
な
が
ら
実
は
阿
騒
し
て
ゐ
た
の
が

本
統
だ
っ
た
。
か
う
い
ふ
気
持
の
不
統
一
は
、
そ
れ
だ
け
で
既
に

か
な
り
不
愉
快
で
あ
っ
た
。
（
上
）

波
線
部
の
よ
う
に
自
分
は
本
来
理
性
的
に
物
事
を
考
え
る
者
だ
と
思

っ
て
い
る
「
私
」
が
、
理
性
で
は
疑
い
を
否
定
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
感

情
に
お
い
て
は
疑
惑
を
持
た
ず
に
い
ら
れ
な
い
た
め
、
理
性
と
感
情
の

間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
結
果
と
し
て
感

情
が
勝
つ
こ
と
で
、
「
私
」
の
心
が
疑
惑
に
満
ち
て
い
く
と
言
え
る
。

「
石
は
な
ん
て
云
つ
て
ゐ
る
」
／
「
芝
居
へ
は
行
か
な
か
っ
た
ん

冒
元
右
衛
門
の
お
か
み
さ
ん
が
風
邪
を
ひ
い
て
寝
て
ゐ

可
、
そ
れ
か
ら
石
の
兄
さ
ん
が
丁
度
来
た
も
ん
で
、
つ
い
話
し
込

ん
で
し
ま
っ
た
ん
＿
で
す
つ
て
＿
」
（
中
略
）
「
元
右
衛
門
の
お
か
み
さ

ん
が
風
邪
を
ひ
い
て
ゐ
る
の
に
何
時
ま
で
も
そ
ん
な
所
に
ゐ
る
の

は
い
け
な
い
ぢ
や
な
い
か
」
／
「
元
右
衛
門
の
お
か
み
さ
ん
は
風

邪
を
ひ
い
て
は
ゐ
ま
せ
ん
」
／
「
春
子
（
論
者
注
：
妻
）
は
さ
う

い
っ
た
ぞ
」
／
「
風
邪
ひ
い
て
は
ゐ
ま
せ
ん
」
（
上
）

作
中
で
は
先
の
本
文
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
上
記
の
本
文
の
よ
う

に
、
妻
が
「
元
右
衛
門
の
お
か
み
さ
ん
が
風
邪
を
ひ
い
て
ゐ
る
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
石
か
ら
聞
い
た
た
め
で
あ
る
。
が
、
「
私
」
に
は
そ
う

で
な
い
と
石
は
は
っ
き
り
断
言
し
て
い
る
。
石
の
こ
の
答
え
方
か
ら
み

て
、
ど
こ
か
に
嘘
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

然
し
明
瞭
と
嘘
を
い
ふ
石
は
＿
恐
ろ
し
か
つ
と
。
左
枝
子
が
下
痢
を

し
た
場
合
、
何
か
他
所
で
食
は
せ
は
し
な
か
っ
た
か
と
訊
い
た
時
、

食
べ
さ
せ
ま
せ
ん
と
断
言
を
す
る
。
或
ひ
は
、
自
身
が
守
り
を
し

て
ゐ
て
、
う
つ
か
り
高
い
所
か
ら
落
す
と
す
る
。
そ
し
て
横
腹
を

ひ
ど
く
打
つ
と
す
る
。
あ
と
で
発
熱
す
る
。
原
因
が
知
れ
な
い
。

さ
う
い
ふ
時
、
別
に
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
と
断
言
す
る
。
コ

れ
を
や
ら
れ
て
は
困
る
と
私
は
思
っ
た
。
（
中
略
）
「
石
は
も
う
帰

さ
う
。
あ
あ
い
ふ
奴
に
守
り
を
さ
し
て
置
く
の
は
＿
可
恐
い
よ
。
」

（上）

兄
の
死
因
の
話
で
予
て
か
ら
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
恐
れ
や
、
左
枝

子
の
健
康
に
関
す
る
神
経
質
の
せ
い
で
、
「
私
」
は
以
上
の
よ
う
に
石

に
対
す
る
不
信
を
募
ら
せ
る
。
そ
の
不
信
の
た
め
「
私
」
は
石
に
つ
い

て
「
恐
ろ
し
」
＜
感
じ
た
り
「
可
恐
い
」
と
思
っ
た
り
す
る
な
ど
石
の
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妻
が
左
枝
子
を
石
に
抱
か
せ
て
現
れ
た
際
に
見
ら
れ
る
「
私
」
の
怒

り
の
場
面
(
-
こ
一
の
前
半
に
引
用
）
の
続
き
を
引
用
し
て
み
た
い
。

「
い
ら
っ
ち
ゃ
い
」
妻
は
手
を
出
し
て
左
枝
子
を
受
け
取
ら
う
と

し
た
。
妻
は
石
に
同
情
し
な
が
ら
慰
め
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
変

な
気
持
で
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。
す
る
と
左
枝
子
は
、
／
「
う
う
う
、

う
う
う
」
と
首
を
振
つ
た
。
／
「
い
い
え
、
い
け
ま
せ
ん
。
い
い

や
御
用
。
ち
ゃ
あ
ち
ゃ
ん
に
い
ら
っ
し
や
い
」
／
「
う
う
う
、
う

う
う
」
左
枝
子
は
未
だ
首
を
振
つ
て
ゐ
た
。
石
は
少
し
ぽ
ん
や
り

し
た
顔
を
し
て
ゐ
た
が
、
妻
に
そ
れ
を
渡
す
と
、
其
ま
ま
小
走
り

に
引
き
か
へ
し
て
行
っ
た
。
そ
の
後
を
追
つ
て
、
左
枝
子
が
向
に
『

「
い
い
や
！
い
い
や
！
」
と
大
き
な
声
を
出
し
て
呼
ん
だ
が
、
石

は
振
り
か
へ
ら
う
と
も
せ
ず
、
う
つ
向
い
た
ま
ま
駈
け
て
行
っ
て

了
っ
た
。
／
秘
磁
付
談
微
忌
戎
忌
？
姻
僻
は
封
卦
倣
沢
殴
郡
吋
以

「
他
者
」
の
評
価
を
気
に
す
る
「
私
」

「
他
者
」
と
し
て
の
側
面
が
際
立
ち
、
強
く
他
者
性
を
感
じ
て
い
る
。

そ
し
て
、
石
に
対
す
る
「
私
」
の
感
情
は
最
悪
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
石
を
首
に
し
よ
う
と
「
私
」
が
決
心
す
る
に
至
る
思
考
の
過
程

が
、
以
上
の
よ
う
に
非
常
に
明
瞭
に
描
か
れ
て
い
る
。

石
が
芝
居
を
見
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
惑
を
持
つ
「
私
」
が

石
を
信
用
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
様
子
が
、
「
私
」
の
考
え
方
は
石
の

行
動
に
起
因
す
る
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
叙
述
し
て
あ
る
。
そ
う
し
て
、

「
私
」
は
石
の
解
雇
を
当
然
で
あ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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受
け
取
ら
れ
る
か
を
想
像
す
る
場
面
は
、
志
賀
の
代
表
作
『
和
解
』
に

も
見
ら
れ
る
。

自
分
は
宿
屋
の
一
部
屋
で
自
分
の
手
紙
を
読
ん
で
不
快
な
気
持
で

一
人
居
る
父
の
様
子
を
想
像
し
た
。
自
分
も
不
愉
快
に
な
っ
た
。

然
し
＿
仕
方
が
な
い
＿
と
思
っ
た
。
（
『
和
解
』
三
）

こ
れ
ら

1

一
例
の
背
景
は
必
ず
し
も
類
似
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

前
者
の
場
合
は
自
分
が
や
っ
た
こ
と
を
「
少
し
残
酷
過
ぎ
た
」
と
思
う

よ
う
に
な
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
そ
れ
を
「
仕
方
が
な
い
」

と
思
う
だ
け
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
主
人
公
が
「
他
者
」
の
評
価

を
気
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
そ
う
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

た
だ
し
、
背
景
や
目
的
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が

自
分
の
行
動
に
対
す
る
反
応
を
想
像
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共

通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

「
私
」
の
気
に
か
か
っ
て
い
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
石
の
母
親
が
「
私
」

の
目
の
前
に
現
れ
た
時
、
「
私
」
は
注
意
深
く
観
察
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。

左
枝
子
を
抱
い
て
縁
側
を
歩
い
て
ゐ
る
と
石
の
母
親
が
庭
の
方
か

ら
挨
拶
に
来
た
。
／
「
永
々
お
世
話
様
に
な
り
ま
し
て
、
…
…
」

と
い
っ
た
。
石
は
未
つ
子
で
十
三
ま
で
此
母
の
乳
を
飲
ん
だ
と
か
、

母
親
に
は
殊
に
大
事
な
娘
ら
し
か
っ
た
。
石
の
母
親
が
感
じ
て
い

る
不
愉
快
は
笑
顔
を
し
て
も
、
町
呻
な
言
葉
遣
ひ
を
し
て
も
隠
し

切
れ
な
か
っ
た
。
顔
色
が
変
に
悪
か
っ
た
。
そ
し
て
眼
が
涙
を
含

ん
で
ゐ
た
。
（
上
）

顔
の
表
情
や
顔
色
で
石
の
母
親
の
心
情
を
想
像
し
た
「
私
」
は
、
次

の
よ
う
に
感
じ
、
石
の
母
親
に
対
し
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
言
っ
た
り

す
る
。

私
は
気
の
毒
に
思
っ
た
。
然
し
此
年
寄
っ
た
女
の
胸
に
渦
巻
い
て

ゐ
る
、
私
に
対
す
る
悪
意
を
ま
ざ
／
＼
と
感
ず
る
と
、
此
方
も
余

り
い
い
気
は
し
な
か
っ
た
。
嘘
に
対
し
、
私
達
は
子
供
か
ら
厳
格

過
き
る
位
厳
格
に
教
へ
ら
れ
て
き
た

C

と
こ
ろ
か
、
石
も
、
石
の

母
親
も
嘘
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
嘘
に
留
ま
つ
て
い
る
場
合
、
何

も
そ
ん
な
に
騒
ぐ
事
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た

C

却
つ

て
そ
れ
を
云
ひ
立
て
て
娘
を
非
難
す
る
主
人
の
方
が
遥
か
に
性
の

悪
い
人
間
に
見
え
た
に
違
ひ
な
い
。
秘
頃
紐
ば
説
召

t
磋
贔
唸
認
呻

頃
冴
芯
較
頃
↓
閲
競
磁
、
か
9ーブ，応し，’＞＇,＇紐枝99’予くの事，む，＇部は以酪ば

芍

q筏
芯
脱
敬
認
，
＇
で
吟
翠
以
芯
凶
咽
泌
唸
況
泌
窮
匂
苺
苔
唸

私
は
石
に
汚
名
を
つ
け
て
出
し
た
と
い
ふ
事
に
な
る
の
は
厭
だ
っ

足
。
（
上
）

左
枝
子
と
同
じ
よ
う
に
石
も
両
親
に
と
っ
て
如
何
に
大
事
で
あ
り
、

可
愛
が
ら
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
、
石
の
母
親
の
心
情
を
「
気
の
毒
に

思
」
う
。
一
方
、
二
重
線
部
の
よ
う
に
道
徳
の
面
か
ら
石
の
育
ち
方
を

非
難
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
他
者
性
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
し

か
し
「
私
」
に
は
石
や
石
の
母
親
な
ど
に
「
暴
君
」
あ
る
い
は
悪
者
と

思
わ
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
り
、
波
線
部
の
よ
う
に
石

に
つ
い
て
良
い
点
を
認
め
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
も
自
分
が
「
暴
君
」
で
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志
賀
作
品
の
中
で
妻
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
頻
繁
に

出
て
来
る
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
妻
の
出
て
来
る
場
面
は
主
人
公

の
態
度
を
理
解
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
『
流
行
感
冒
』
と
近
い

時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
和
解
』
と
『
十
一
月
三

H
午
後
の
事
』
に
見
ら

れ
る
妻
の
場
面
と
本
作
品
の
妻
の
場
面
と
を
比
較
す
る
と
、
主
人
公
の

自
己
に
関
わ
る
態
度
の
違
い
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
以
下
、
そ

れ
ら
の
作
品
の
妻
の
描
き
方
の
例
に
触
れ
つ
つ
、
本
作
品
に
お
け
る
主

人
公
の
妻
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

・
自
分
は
妻
に
財
布
と
ハ
ン
ケ
チ
を
出
さ
し
た
。
妻
は
、
／
「
町
の

「私」

の
場
合

の
心
理
を
変
化
さ
せ
る
も
の
へ
の
視
点

•
石
の
場
合
ー

な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
石
と
石
の
母
親
に
対
し
て
嘘
を
恥

じ
な
い
点
に
、
他
者
性
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
正
当
化
し

た
い
と
強
く
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
私
」
は
左
枝
子
の
子
守
り
と
し
て
の
石
を
ひ
ど
く
疑
う
よ
う
に
な

っ
て
い
く
が
、
そ
の
せ
い
で
自
分
が
悪
く
思
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
た
い

と
強
く
考
え
て
い
る
。
こ
の
感
情
の
動
き
は
批
判
や
非
難
か
ら
自
己
を

守
ろ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

「
私
」
の
中
で
「
他
者
」
の
存
在
が
大
き
く
な
っ
て
お
り
、
明
確
に
他

者
性
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。

お
使
は
如
何
す
る
の
？
其
鴨
は
今
晩
は
駄
目
な
の
？
」
と
云
っ
た
。

／
「
今
晩
は
駄
目
だ
」
（
『
十
一
月
三
日
午
後
の
事
』
）

・
「
若
し
お
前
が
俺
の
す
る
事
に
少
し
で
も
非
難
す
る
や
う
な
気
持

を
持
て
ば
、
お
前
も
他
人
だ
ぞ
」
自
分
は
突
然
こ
ん
な
事
を
云
つ

た
。
妻
は
黙
つ
て
居
た
。
「
若
し
俺
が
お
父
さ
ん
の
云
ふ
事
を
は

い
く
諾
く
人
間
だ
っ
た
ら
お
前
と
は
結
婚
し
て
や
し
な
か
っ
た

ぞ
」
自
分
は
繭
刷
由
ゃ
う
に
又
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
。
（
『
和
解
』

三）

『
十
一
月
三
日
午
後
の
事
』
の
妻
の
何
気
な
い
質
問
に
対
す
る
主
人

公
の
返
事
の
仕
方
は
非
常
に
短
く
簡
単
で
あ
る
。
ま
た
、
『
和
解
』
に

お
い
て
は
、
「
自
分
」
の
考
え
を
妻
に
も
押
し
付
け
る
態
度
が
読
み
取

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
の
妻
に
対
す
る
わ
が
ま
ま
が
見
ら
れ
、
「
自

分
」
の
自
己
中
心
的
な
考
え
方
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
唯
一
の

長
編
『
暗
夜
行
路
』
の
例
を
参
考
に
見
て
み
よ
う
。
こ
の
長
編
に
お
け

る
夫
婦
間
の
重
大
な
事
件
の
―
つ
で
あ
る
第
四
の
、
過
ち
を
犯
し
た
妻

を
停
車
場
で
突
き
飛
ば
す
場
面
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
動
き
始
め
た
汽
車

か
ら
妻
（
直
子
）
を
突
き
飛
ば
し
た
主
人
公
（
謙
作
）
は
自
分
が
し
た

こ
と
を
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
意
識
で
は
妻
を
許
し
て
い
る

つ
も
り
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
の
苛
立
ち
を
抑
え
ら
れ
ず
、
思

わ
ず
乱
暴
な
行
動
に
走
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
妻
と
の

間
に
溝
が
生
じ
、
主
人
公
の
悩
み
は
深
く
な
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品

の
主
人
公
の
考
え
方
は
同
じ
木
か
ら
出
て
い
る
枝
の
よ
う
に
共
通
点
が

見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
妻
に
対
し
て
自
分
を
中
心
と
し
た
も
の
の
見
方
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を
し
、
相
手
へ
の
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
『
流
行
感
冒
』
の
場
合
は
、
一
・
一
の
は
じ
め
に
引
用
し

た
本
文
、
石
の
解
雇
の
場
面
、
ま
た
作
品
の
終
わ
り
頃
の
場
面
な
ど
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
「
私
」
と
妻
を
指
し
て
「
私
達
」
と
呼

び
、
妻
の
意
見
に
耳
を
傾
け
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
家
族
の
一
員
と
し

て
の
妻
に
対
す
る
「
私
」
の
親
密
な
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。
本
作
品

に
お
け
る
妻
の
描
き
方
を
更
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
芝
居
を
見
に
行
っ
た
時
、
出
さ
な
く
て
矢
張
り
よ
か
っ
た
」
／

「
石
で
す
か
？
」
と
妻
が
云
っ
た
／
「
う
ん
」
／
「
本
当
に
。
そ

ん
な
に
し
て
別
れ
る
と
矢
張
り
後
で
寝
覚
め
が
悪
う
御
座
い
ま
す

か
ら
ね
」
（
中
略
）
「
本
当
に
さ
う
よ
。
」
／
（
中
略
）
「
全
く
の
所
、

幾
ら
か
そ
れ
も
あ
る
の
」
と
い
つ
て
妻
も
笑
っ
た
。
（
中
略
）
コ
｀

人
は
笑
っ
た
。
（
下
）

以
上
の
如
く
、
暖
か
い
家
庭
の
夫
婦
ら
し
い
雰
囲
気
の
会
話
が
見
ら

れ
る
。
前
述
の
『
和
解
』
や
『
十
一
月
三

H
午
後
の
事
』
の
妻
の
捉
え

方
と
比
し
て
や
は
り
違
っ
た
扱
い
方
で
あ
る
。
『
流
行
感
冒
』
の
場
合

は
妻
に
関
し
て
、
家
庭
生
活
を
共
に
す
る
相
手
ら
し
い
親
密
さ
が
描
写

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
場
合
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
場
面
も
描

か
れ
て
い
る
。

「
お
父
様
が
あ
ん
ま
り
執
拗
く
お
う
た
ぐ
り
に
な
る
か
ら
よ
。
行

か
な
い
、
と
あ
ん
な
に
は
つ
き
り
云
つ
て
ゐ
る
の
に
、
左
枝
子
を

抱
い
ち
や
あ
い
け
な
い
の
何
の
…
…
誰
だ
っ
て
そ
れ
ぢ
や
あ
立
つ

瀬
が
な
い
わ
」
／
気
が
と
が
め
て
ゐ
る
急
所
を
妻
が
遠
慮
な
く
つ

ッ
突
き
出
し
た
。
私
は
少
し
む
か
／
＼
と
し
た
。
／
「
今
頃
そ
ん

な
事
を
い
っ
た
っ
て
仕
方
が
な
い
。
今
だ
っ
て
ィ
は
石
の
い
ふ
事

を
本
統
と
は
思
つ
て
ゐ
な
い
。
お
前
ま
で
愚
図
々
々
い
ふ
と
又
澗

應
を
起
す
ぞ
」
私
は
形
勢
不
穏
を
現
す
眼
つ
き
を
し
て
國
枷
几

l

た。

（上）

伍
を
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
「
私
」
に
対
し
て
、
妻
は
そ
の
疑
い

に
賛
成
し
な
い
。
寧
ろ
「
私
」
を
批
判
し
て
い
る
が
、
「
私
」
は
妻
の

意
見
を
素
直
に
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
間
に

は
意
見
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
の
「
嚇
か
」
す
と
い
う
言

葉
は
先
に
述
べ
た
『
和
解
』
の
「
嚇
か
す
」
と
似
通
っ
て
お
り
、
『
和

解
』
の
主
人
公
と
似
た
態
度
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

・
「
お
父
様
」
と
座
敷
の
内
か
ら
妻
が
小
甲
間
甲

l

を
し
て
ゐ
る
。
寄

つ
て
行
く
と
、
／
「
封
賛
筑
ば
諏
凶
召
腺
咽
泌
⑪
衿
↓
凶
国
囚
噴
―

'

。

妻

も

眼

を

潤

ま

せ

て

ゐ

た

。

「

（

中

略

）

ね
、
さ
う
し
て
頂
け
な
い
？
そ
の
内
角
を
立
て
ず
に
暇
を
取
っ

て
貰
へ
ば
、
い
い
ん
で
す
も
の
。
伍
だ
っ
て
今
度
で
懲
り
た
で
せ

う
よ
。
も
う
あ
ん
な
嘘
は
屹
度
つ
き
ま
せ
ん
よ
。
…
…
さ
う
し
て

頂
け
な
く
つ
て
？
」
／
「
…
…
そ
ん
な
ら
、
よ
ろ
し
い
」
／
「
国

り
が
た
立
」
（
上
）

・
母
が
不
愉
快
な
顔
を
し
て
帰
つ
て
来
た
。
そ
し
て
縁
側
か
ら
自
分

に
甲
闇
這
を
し
た
。
自
分
は
起
つ
て
行
っ
た
。
母
は
園
内
国
「
コ
唸

樅

，

＼

あ

，

5
，ぜ，’瓜級

ら
、
今

H
は
ど
う
か
こ
召
錨
呪
召
料
故
噂
？
訟
烈
3
吟
呪
洲
毀
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を
悪
く
し
な
い
示
と
云
っ
た
。
（
『
和
解
』
十
一
）

・
「
今
、
順
吉
の
話
で
、
順
吉
も
こ
れ
ま
で
の
事
は
誠
に
悪
か
っ
た

と
思
ふ
か
ら
、
将
来
は
又
親
子
と
し
て
永
く
交
は
つ
て
行
き
た
い

と
云
ふ
…
•
•
。
さ
う
だ
な
？
」
と
途
中
で
父
は
自
分
の
方
を
見
た
。

／
「
え
え
」
と
自
分
は
首
肯
い
た
。
そ
れ
を
見
る
と
母
は
急
に
起

ち
上
が
つ
て
来
て
自
分
の
手
を
堅
く
握
り
/
め
て
、
泣
き
な
が
ら
、

／
二
あ
り
が
た
う
一
。
順
吉
、
＿
あ
り
が
た
う
一
」
と
云
つ
て
自
分
の
胸

の
所
で
幾
度
か
頭
を
下
げ
た
。
（
『
和
解
』
十
三
）

右
の
引
用
の
如
く
、
『
和
解
』
に
は
『
流
行
感
冒
』
と
共
通
す
る
描

き
方
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
と
関
わ
る
人
物
の
立
場
が
別

々
で
あ
っ
て
も
、
反
応
の
し
か
た
や
主
人
公
の
注
意
を
引
こ
う
と
す
る

や
り
方
に
は
共
通
項
が
あ
る
と
言
え
る
。
『
和
解
』
で
は
母
が
願
っ
て

い
る
こ
と
を
「
自
分
」
が
実
現
し
、
母
に
感
謝
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

石
が
暇
乞
い
を
し
て
出
て
行
っ
た
直
後
の
箇
所
で
あ
る
上
記
の
『
流
行

感
冒
』
の
引
用
で
は
、
石
を
引
き
留
め
た
い
と
い
う
妻
の
願
い
に
「
私
」

は
耳
を
傾
け
て
い
る
と
あ
る
。
ひ
ど
く
石
を
疑
っ
て
い
る
「
私
」
が
こ

の
段
階
に
お
い
て
、
妻
の
「
も
う
あ
ん
な
嘘
は
屹
度
つ
き
ま
せ
ん
よ
」

と
い
う
言
葉
を
信
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
妻
の
哀
願
に

近
い
懇
願
を
無
視
す
る
こ
と
が
「
私
」
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
妻
の
懇
願
ゆ
え
に
解
雇
を
取
り
消
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
妻
の
長

い
願
い
の
言
葉
の
後
に
続
く
「
私
」
の
「
…
…
そ
ん
な
ら
、
よ
ろ
し
い
」

と
い
う
短
い
返
事
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
短
い
返
事

か
ら
自
分
の
願
い
が
実
現
さ
れ
た
と
妻
は
理
解
し
、
「
あ
り
が
と
う
」

と
感
謝
し
て
い
る
。

「
私
」
と
妻
の
間
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
意
見
の
相
違
が
あ
る
も
の

の
、
つ
い
に
「
私
」
は
妻
の
願
い
を
聞
き
入
れ
る
。
本
作
品
に
お
け
る

「
私
」
の
妻
の
扱
い
方
か
ら
は
、
「
私
」
が
自
己
主
張
ば
か
り
せ
ず
、

妻
の
考
え
方
に
も
心
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
心
理
が
変
化
す
る
様
子

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ニ
・
ニ
石
の
場
合

一
・
ニ
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
「
私
」
は
石
の
行
動
に
大
き
な
疑
惑

を
抱
い
て
お
り
、
石
に
対
す
る
不
信
が
募
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
石
を

解
雇
し
よ
う
と
決
心
す
る
が
、
妻
の
願
い
で
そ
れ
を
取
り
消
す
様
子
を

ニ
・
一
で
見
て
き
た
。
本
節
で
は
、
石
に
対
す
る
「
私
」
の
考
え
方
を

探
っ
て
い
き
た
い
。

(
1
)
石
に
対
す
る
疑
い
と
嫌
悪

-
．
．
一
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
夜
に
主
人
に
何
も
言
わ
ず
に
、

「
元
右
衛
門
の
所
へ
行
」
っ
た
と
知
っ
た
と
た
ん
、
「
私
」
は
「
怪
し

い
と
思
」
う
。
「
私
」
が
伍
に
対
す
る
疑
い
を
持
ち
始
め
る
場
面
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
お
前
は
本
当
に
芝
居
に
は
行
か
な
い
ね
」
／
「
芝
居
に
は
参
り

ま
せ
ん
」
／
私
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
答
へ
方
は
余
り
に
明

瞭
し
て
ゐ
た
。
疾
し
い
調
子
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
そ
れ

故
妻
は
素
直
に
石
の
い
っ
た
通
り
に
信
じ
て
ゐ
る
。
私
も
さ
う
か
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も
知
れ
な
い
と
い
ふ
気
を
持
つ
た
。
が
、
何
だ
か
腑
に
落
ち
な
か

っ
た
。
調
べ
れ
は
直
ぐ
知
れ
る
事
だ
が
調
べ
る
の
は
不
愉
快
だ
っ

足
。
後
で
私
は
「
あ
あ
は
つ
き
り
云
ふ
ん
な
ら
、
そ
れ
以
上
疑
ふ

の
は
厭
だ
。
…
…
然
し
兎
も
角
あ
い
つ
は
嫌
ひ
だ
」
こ
ん
な
事
を

妻
に
い
っ
た
。
（
上
）

石
の
行
動
を
怪
し
く
感
じ
て
い
る
「
私
」
は
石
を
非
常
に
嫌
悪
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
石
に
対
す
る
「
私
」
の
疑
い
が
正
当
か
ど
う
か
は

「
調
べ
れ
ば
直
ぐ
知
れ
る
事
」
な
の
に
、
な
ぜ
「
調
べ
る
の
は
不
愉
快

だ
っ
た
」
の
だ
ろ
う
。
石
の
言
葉
が
「
何
だ
か
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
」

た
め
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
信
用
す
べ
き
「
女
中
」
に
つ
い
て
調

べ
る
こ
と
は
、
そ
の
人
に
対
す
る
自
分
の
疑
い
を
認
め
る
こ
と
に
な
る

た
め
、
調
べ
る
こ
と
自
体
が
不
愉
快
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
更
に
、

「
私
」
の
中
に
は
自
分
の
疑
い
が
間
違
い
で
あ
れ
ば
良
い
、
と
い
う
希

望
が
あ
り
、
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
違
い
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の

を
恐
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
調
べ
な
い
為
に
疑
い

は
い
つ
ま
で
も
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
疑
い
の
対
象
で
あ

る
人
物
つ
ま
り
石
の
存
在
そ
の
も
の
が
「
私
」
に
と
っ
て
「
嫌
」
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伍
に
対
す
る
「
嫌
」
な
感
じ
方

は
石
の
解
雇
を
取
り
消
し
た
後
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
様
子
は
解
雇
を

取
り
消
し
た
後
の
場
面
に
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

石
は
全
く
平
常
の
通
り
に
な
っ
て
了
っ
た
。
然
し
私
は
前
の
や
う

な
気
持
で
は
石
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
だ
か
嫌
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
道
学
者
流
に
非
難
を
持
つ
と
い
ふ
よ
り
は
も
っ
と
只
何
と
な

＜
厭
だ
っ
た
。
私
は
露
骨
に
石
に
は
無
愛
想
な
顔
を
し
て
い
た
。

（下）

主
人
に
解
雇
さ
れ
か
け
、
か
ろ
う
じ
て
「
平
常
の
通
り
」
の
生
活
に

戻
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
経
緯
も
、
石
に
は
何
も
影
響
を
与
え
て
い

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
石
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う

な
顔
を
し
て
い
る
が
、
も
し
か
す
る
と
、
以
前
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

忘
れ
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
の
よ
う
な
石

の
心
情
を
思
い
遣
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
「
私
」
に
は
全
く
な
い
。

「
私
」
の
「
何
だ
か
嫌
」
な
気
持
ち
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
伍
に

対
し
て
露
骨
に
嫌
悪
感
を
示
す
。
こ
れ
は
、
嘘
を
認
め
よ
う
と
し
な
い

伍
に
自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
「
他
者
」
を
感
じ
、
「
私
」
が
そ
の
よ

う
な
「
他
者
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

以
上
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
（
上
）
で
は
石
に
対
す
る
疑
い
や
嫌
悪

が
募
っ
て
お
り
、
石
を
雇
い
直
し
た
後
に
も
「
私
」
の
感
じ
方
は
変
わ

っ
て
い
な
い
。
石
に
対
し
て
強
い
他
者
性
を
感
じ
て
お
り
、
心
が
ま
だ

閉
じ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

(
2
)
石
に
対
す
る
気
持
ち
の
変
化

さ
て
、
作
品
の
終
わ
り
ま
で
に
は
「
私
」
の
石
へ
の
感
じ
方
は
ま
る

で
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
変
化
が
起
き
る
過
程
を
見
て
み
よ
う
。

流
行
感
冒
に
取
り
附
か
れ
た
。
（
中
略
）
所
が
今
度
は
妻
に
伝
染

し
た
。
（
中
略
）
間
も
な
く
き
み
が
変
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
仕
舞
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に
左
枝
子
に
も
伝
染
つ
て
了
っ
た
。
健
康
な
の
は
前
に
そ
れ
を
済

ま
し
て
居
た
看
護
婦
と
、
石
と
だ
け
に
な
っ
た
。
そ
し
て
此
．
一
人

は
驚
く
程
に
よ
く
働
い
て
く
れ
た
。
／
（
中
略
）

1

一
枚
の
半
纏
で

お
ぶ
つ
た
石
が
い
つ
も
座
っ
た
ま
ま
眼
を
つ
ぶ
つ
て
体
を
揺
つ
て

居
る
。
人
手
が
足
り
な
く
な
つ
て
昼
間
も
普
段
の
倍
以
上
働
か
ね

ば
な
ら
ぬ
の
に
夜
は
そ
の
疲
れ
切
つ
た
体
で
か
う
し
て
横
に
も
な

ら
ず
に
ゐ
る
。
私
は
心
か
ら
石
に
い
い
感
情
を
持
っ
た
。
和
ば
引
．

ま
で
露
骨
に
邪
樫
に
し
て
ゐ
た
事
を
気
の
毒
で
な
ら
な
く
な
っ

tdo
（
中
略
）
所
が
石
は
そ
ん
な
気
持
ち
は
気
振
り
に
も
見
せ
な

か
っ
た
。
只
一
生
懸
命
に
働
い
た
。
普
段
は
余
り
よ
く
働
く
性
と

は
云
へ
な
い
方
だ
が
、
そ
の
時
は
よ
く
続
く
と
思
ふ
程
に
働
い
た
。

召員
芯
店
滋
謹
磁
内
揺
勾
式
心
。
も
つ
と
直
接
な
気
持
か
ら
ら
し
か
っ
た
。

私
に
は
総
て
が
善
意
に
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
私
達
が
困
つ

て
ゐ
る
、
だ
か
ら
石
は
出
来
る
だ
け
働
い
た
の
だ
。
そ
れ
に
過
ぎ

な
い
と
云
ふ
風
に
解
れ
た
。
（
下
）

家
の
者
皆
が
病
気
で
困
っ
た
時
に
一
所
懸
命
に
働
い
て
く
れ
る
石
の

姿
と
、
そ
れ
を
よ
く
観
察
し
て
い
る
「
私
」
の
姿
が
こ
こ
に
表
れ
て
い

る
。
一
意
専
心
に
働
く
子
守
り
と
言
え
ば
、
志
賀
作
品
で
は
『
佐
々
木

の
場
合
』
の
子
守
り
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

…
…
僕
は
お
嬢
さ
ん
の
守
つ
児
（
論
者
注
~
「
女
中
」
富
）
と
関

係
し
た
ん
だ
。
（
中
略
）
僕
達
が
逢
引
に
一
番
い
い
時
は
主
人
の

家
族
が
入
っ
た
後
、
風
呂
の
湯
が
少
く
な
る
の
で
又
火
を
た
＜
其

時
だ
。
（
中
略
）
女
中
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
た
。
二
人
は
驚
い
て
物

置
を
飛
び
出
し
た
。
お
嬢
さ
ん
が
た
き
火
|
i
既
に
お
き
に
は
な

つ
て
居
た
が
其
処
に
仰
向
様
に
倒
れ
て
居
る
。
直
ぐ
抱
き
起
こ
し

た
が
、
も
う
気
を
失
っ
て
ゐ
る
。
毛
が
こ
げ
る
の
か
肉
が
焼
け
る

の
か
変
な
臭
ひ
が
し
た
。
（
中
略
）
頭
だ
け
は
幸
に
火
の
端
へ
行

つ
て
ゐ
た
か
ら
夫
程
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
襟
首
の
上
が
焼

け
爛
れ
て
、
其
処
は
後
も
毛
が
生
え
な
か
っ
た
さ
う
だ
。
（
中
略
）

第
一
総
て
は
富
の
落
度
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
其
内
人
肉
の
必
要

が
起
こ
っ
た
（
中
略
）
富
が
願
ひ
出
た
。
そ
れ
は
心
か
ら
さ
う
云

つ
て
出
た
事
が
解
つ
た
。
（
中
略
）
富
が
そ
の
手
術
を
受
け
る
た

め
に
入
院
し
た
（
中
略
）
一
生
お
嬢
様
の
御
傍
で
働
く
つ
も
り
で

ゐ
ま
す
。
（
中
略
）
こ
ん
な
事
を
（
論
者
注
漏
甲
が
）
云
つ
て
居
る
。

（
『
佐
々
木
の
場
合
』
）

こ
れ
ら
の
作
品
の
「
女
中
」
と
子
守
り
は
、
年
齢
的
に
も
仕
事
の
内

容
か
ら
見
て
も
、
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
石

が
主
人
の
た
め
に
一
所
懸
命
に
働
く
の
は
明
ら
か
に
富
と
違
っ
て
自
責

の
念
に
か
ら
れ
て
で
は
な
く
、
た
だ
ま
ご
こ
ろ
で
以
て
働
く
の
で
あ
る
。

石
の
そ
の
姿
を
見
て
「
私
」
の
考
え
方
は
大
き
く
変
化
し
て
い
き
、
以

前
の
嫌
悪
感
に
代
わ
っ
て
「
心
か
ら
石
に
い
い
感
情
を
持
」
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
先
の
引
用
の
波
線
部
の
よ
う
に
、
石
の
心
を
込
め
て
働

い
て
い
る
姿
に
対
し
て
「
私
」
は
快
く
思
う
一
方
、
彼
女
の
心
境
を
想

像
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
ま
で
感
じ
て
い
た
他
者
性
に
変
化
を
見
出
し
た
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こ
こ
に
石
に
対
し
て

「私」

の
で
あ
る
。

取
れ
る
。一

ヶ
月
程
し
て
き
み
が
帰
つ
て
来
た
。
暫
く
す
る
と
、
そ
れ
ま
で

非
常
に
よ
く
働
い
て
ゐ
た
石
は
段
々
元
の
杢
阿
弥
に
な
つ
て
来

た
。
然
し
私
達
の
石
に
対
す
る
感
情
は
悪
く
は
な
ら
な
か
っ
た
。

（
中
略
）
大
概
の
場
合
叱
つ
て
三
分
あ
と
に
は
平
常
の
通
り
に
物

が
云
へ
た
。
（
下
）

石
が
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
時
期
が
終
わ
っ
て
「
元
の
杢
阿
弥
に
な

つ
て
来
」
て
も
、
「
私
」
の
「
石
に
対
す
る
感
情
は
悪
く
は
な
ら
な
か

っ
た
」
か
ら
は
、
以
前
の
疑
い
や
嫌
悪
感
が
排
除
さ
れ
た
「
私
」
が
石

に
前
ほ
ど
他
者
性
を
感
じ
な
く
な
り
、
心
が
石
に
対
し
て
開
い
た
状
態

で
、
「
他
者
」
で
あ
る
石
を
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
「
石
に
は
結
婚
の
話

が
あ
つ
」
て
、
石
が
離
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
「
私
」
は
ほ
か
の
「
女

中
」
を
探
そ
う
と
し
た
が
、
つ
い
に
「
石
の
代
わ
り
は
な
か
っ
た
」
。

つ
ま
り
、
石
は
「
私
」
に
と
っ
て
雇
い
人
と
し
て
の
「
女
中
」
を
超
え

た
家
族
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
月
半
程
し
て
い
よ
／
＼
石
の
帰
る
時
が
近
づ
い
た
の
で
、
或
る

且
一
人
を
近
所
へ
芝
居
見
物
に
や
っ
た
。
（
下
）

い
よ
い
よ
石
が
帰
る

H
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
「
私
」
が
そ
の
前
に

お
別
れ
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
芝
居
を
見
に
出
し
て
や
る
こ
と
に
す
る
が
、

そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
石
が
帰
っ
た
後
、
妻
と
話
し
て
い
る
「
私
」
が
、

「
芝
居
を
見
に
行
っ
た
時
、
出
さ
な
く
て
矢
張
り
よ
か
っ
た
」
と
言
う

の
心
が
開
い
た
こ
と
が
読
み

場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
私
」
の
心
の
ど
こ
か
に
例
の
芝
居
の
件
が

未
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
石
が
帰
る
前
に
わ
ざ
わ
ざ
芝
居
を
見
に
出
す
の
は
、
そ
の
不
愉
快

な
事
件
で
残
っ
て
い
る
し
こ
り
を
、
最
終
的
に
取
り
除
き
た
い
と
い
う

思
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
よ
く
石
の
帰
る
日
が
来
た
の
で
、
先
に
荷
を
車
夫
に
届
け
さ

し
て
置
い
て
、
丁
度
天
気
の
い
い
日
だ
っ
た
の
で
、
私
は
妻
と
左

枝
子
を
連
れ
て
一
緒
に
上
野
へ
出
か
け
た
。
停
車
場
で
車
夫
か
ら

受
け
取
っ
た
荷
を
一
時
預
け
に
し
て
置
い
て
、
皆
で
動
物
園
に
い

っ
た
。
そ
し
て

t

一
時
何
分
か
に
又
帰
っ
て
改
札
口
で
石
を
送
っ
て

や
っ
た
。
／
私
達
に
は
永
い
間
一
緒
に
暮
ら
し
た
者
と
別
れ
る
或

気
持
が
起
こ
っ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
石
が
ゐ
な
く
な
っ
て
か
ら
は

家
の
中
が
大
変
静
か
に
な
っ
た
。
夏
か
ら
秋
に
な
っ
た
や
う
に
淋

し
く
も
感
ぜ
ら
れ
た
。
（
下
）

こ
こ
に
は
家
に
い
な
く
な
っ
た
石
に
対
す
る
「
私
」
の
心
情
が
巧
み

に
表
さ
れ
て
い
る
。
一
時
あ
れ
ほ
ど
嫌
い
に
な
っ
た
石
の
不
在
に
対
し

て
、
「
夏
か
ら
秋
に
な
っ
た
や
う
」
と
い
う
ほ
ど
淋
し
く
な
っ
た
「
私
」

の
気
持
ち
が
情
緒
豊
か
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

石
が
帰
つ
て
一
週
間
程
経
つ
た
或
晩
の
事
だ
。
私
は
出
先
か
ら
帰

つ
て
来
た
。
そ
し
て
入
口
の
鐘
を
叩
く
と
、
其
時
戸
締
り
を
開
け

た
の
は
石
だ
っ
た
。
思
ひ
が
け
な
か
っ
た
。
笑
ひ
な
が
ら
石
は
元

気
の
い
い
お
辞
儀
を
し
た
。
「
何
時
来
た
？
」
私
も
笑
っ
た
。
（
中

略
）
石
は
今
、
自
家
で
働
い
て
ゐ
る
。
不
相
変
き
み
と
一
緒
に
時

-37 -



々
間
抜
け
を
し
て
は
私
に
叱
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
も
う
一
週
間
程
す

る
と
又
田
舎
へ
帰
つ
て
行
く
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
一
週
間
す

る
と
結
婚
す
る
筈
で
あ
る
。
良
人
が
い
い
人
で
、
石
が
仕
合
せ
な

女
と
な
る
事
を
私
達
は
望
ん
で
ゐ
る
。
（
下
）

石
が
戻
っ
て
き
た
の
を
「
私
」
は
素
直
に
喜
ん
で
お
り
、
石
に
対
す

る
温
か
い
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ま
る
で
家
族
の
一
員
の
よ

う
に
石
の
幸
せ
な
結
婚
生
活
を
望
む
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
」
の

心
の
中
で
、
石
は
嫌
悪
の
対
象
か
ら
、
不
在
を
惜
し
む
存
在
へ
と
大
き

く
変
化
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
際
の
石
に
焦
点
を

当
て
て
見
る
と
、
「
そ
れ
ま
で
非
常
に
よ
く
働
い
て
ゐ
た
石
は
全
く
平

常
の
通
り
に
な
っ
て
了
っ
た
」
「
石
は
段
々
元
の
杢
阿
弥
に
な
っ
て
来

た
」
「
不
相
変
き
み
と
一
緒
に
時
々
間
抜
け
を
し
て
は
私
に
叱
ら
れ
て

ゐ
る
」
の
よ
う
に
、
石
の
態
度
は
特
に
変
化
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
石
が
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
く
て
も
「
私
」

の
見
方
が
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
家
中
の
者
が
流
行
感
冒
に
か
か
っ
て
し

ま
っ
た
時
、
皆
の
た
め
に
一
意
専
心
に
働
い
た
石
の
態
度
に
「
私
」
は

大
変
感
銘
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
来
す
っ
か
り
心
情
が
変
化
し
、

石
が
失
敗
し
て
も
そ
れ
を
許
す
寛
容
さ
が
「
私
」
の
中
に
生
ま
れ
る
。

石
に
対
す
る
か
つ
て
の
不
信
が
、
い
つ
し
か
大
き
な
信
頼
へ
と
変
わ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
己
」
が
他
者
性
を
受
容
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
「
他
者
」
へ
の
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の

心
理
が
大
い
に
変
化
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

本
稿
で
は
、
「
私
」
の
心
理
の
動
き
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、

や
石
に
対
す
る
場
合
を
取
り
上
げ
、
取
り
分
け
「
私
」
の
石
へ
の
視
点

を
中
心
に
考
え
て
み
た
。
本
作
品
に
お
け
る
「
私
」
の
行
動
の
原
因
と

な
っ
て
い
る
左
枝
子
を
流
行
感
冒
に
か
か
ら
せ
な
い
よ
う
過
度
に
神
経

質
に
な
っ
て
い
る
「
私
」
の
態
度
は
、
ま
さ
に
自
己
中
心
的
で
あ
る
。

左
枝
子
の
た
め
と
は
言
え
、
石
を
非
常
に
疑
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る

「
私
」
は
、
石
に
対
し
て
強
い
他
者
性
を
感
じ
る
。
「
私
」
の
石
へ
の

要
求
は
多
分
に
自
己
中
心
的
と
言
え
よ
う
。

〈
上
〉
か
ら
〈
下
〉
の
冒
頭
に
か
け
て
の
「
私
」
の
石
に
対
す
る
考

え
方
や
そ
れ
を
正
当
化
す
る
態
度
に
は
、
「
私
」
が
石
に
感
じ
て
い
る

他
者
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
作
品
の
後
半
に

お
い
て
は
、
家
族
全
員
が
流
行
感
冒
に
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
出
来

事
を
き
っ
か
け
に
、
石
と
い
う
「
他
者
」
へ
の
「
私
」
の
視
点
が
大
き

く
変
化
す
る
様
子
が
簡
潔
か
つ
繊
細
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
本
作
品
に

は
自
己
中
心
的
な
考
え
方
か
ら
出
発
し
た
「
私
」
が
、
石
に
一
人
の
「
他

者
」
と
し
て
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
至
っ
た
「
私
」
の
心
境
が
読
み
取
れ
よ
う
。

注
(
1
)
『
志
賀
直
哉
全
集
第
ニ
ト
ニ
巻
』
所
収
「
著
作
年
表
」
（
岩
波
書
店

1
0
0
一
年
）

お
わ
り
に
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(
2
)
全
集
の
後
記
に
お
い
て
は
、
『
荒
絹
』
、
『
代
表
的
名
作
選
集
第
三
ト

三
和
解
』
と
変
わ
ら
ず
「
何
か
恐
ろ
し
い
…
の
を
便
所
へ
行
っ
て
や
っ
と

直
っ
た
と
云
ふ
話
が
あ
る
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
全
集
に
お
け
る
本

文
に
は
、
『
寿
々
』
と
同
じ
よ
う
に
「
何
か
恐
ろ
し
い
…
の
を
暫
く
し
て
、

や
っ
と
直
っ
た
と
云
ふ
話
が
あ
る
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
「
女
中
」
と
い
う
言
業
は
現
代
で
は
差
別
に
近
い
言
業
な
の
だ
が
、
本

作
品
を
論
じ
る
場
合
こ
の
言
業
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
『
日
本

国
語
大
辞
典
第
二
版
七
巻
』
（
小
学
館
二

0
0
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
「
女

中
」
と
い
う
言
業
に
は
、
①
宮
中
、
将
軍
家
、
ま
た
公
家
、
大
名
家
な
ど

に
士
官
・
奉
公
し
て
い
る
女
性
。
②
女
性
を
敬
っ
て
い
う
語
、
③
料
理
屋
、

旅
館
、
ま
た
、
一
般
の
家
に
扉
わ
れ
て
台
所
仕
事
な
ど
の
ド
働
き
を
す
る

女
性
、
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
近
代
、
特
に
ニ
ト
世
紀
初
頭
（
明

治
後
期

S
大
正
期
）
の
日
本
に
お
い
て
、
家
庭
に
住
み
込
み
で
奉
公
す
る

家
事
使
用
人
の
こ
と
で
あ
る
。
（
『
国
史
大
辞
典
第
七
巻
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
年
、
及
び
、
梢
水
美
知
子
『
〈
女
中
〉
イ
メ
ー
ジ
の
家
庭
文
化
史
』

世
界
思
想
社
二

0
0
四
年
を
参
照
）
。
志
袈
直
哉
の
実
生
活
に
お
い
て
は

「
女
中
」
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
が
あ
り
、
彼
は
「
手
帳
」
で
自
分
な
り

の
考
え
を
表
し
て
い
る
。
「
日
本
の
社
会
で
は
偽
教
の
感
化
が
甚
だ
し
い
の

で
習
恨
と
し
て
今
で
も
夫
婦
で
な
い
男
と
女
と
が
、
心
を
打
明
け
て
ユ
ッ

ク
リ
話
し
合
ふ
事
が
出
来
な
い
、
／
さ
れ
ば
互
い
に
よ
く
知
り
合
っ
て
後

で
な
け
れ
ば
結
婚
せ
ぬ
と
決
心
し
た
冑
年
に
と
つ
て
は
他
の
令
嬢
と
ス
ツ

カ
リ
知
り
合
ふ
と
い
ふ
事
が
不
PJ
能
な
の
だ
か
ら
結
婚
は
出
来
ぬ
や
う
な

事
に
な
る
、
こ
ん
な
考
へ
を
持
つ
て
ゐ
る
青
年
は
何
れ
か
と
い
へ
ば
真
面

目
な
青
年
で
あ
る
、
真
面
日
な
青
年
は
今
の
学
生
の
キ
ザ
な
連
中
の
や
う

に
女
の
出
入
り
す
る
所
へ
あ
っ
か
ま
し
く
行
く
や
う
な
事
は
敢
て
せ
ぬ
、

彼
等
は
真
面

U
な
男
と
の
み
話
し
論
じ
て
ゐ
る
、
彼
等
の
接
す
る
女
性
は

彼
等
の
姉
妹
か
、
親
族
の
も
の
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
自
家
の

m
a
i
d
だ

け
で
あ
る
、
（
中
略
）
若
し

m
a
i
d

の
内
に
彼
等
の
興
味
を
解
し
話
し
を
解

す
る
や
う
な
も
の
或
る
は
男
を
ア
ッ
ト
ラ
ク
ト
す
る
力
を
有
す
る
も
の
あ

る
時
に
は
彼
等
は
そ
れ
を
愛
す
る
、
彼
等
は
彼
等
の
家
族
と
異
な
つ
て
階

級
に
つ
い
て
自
由
な
考
へ
を
持
つ
て
ゐ
る
、
而
し
て
、

m
a
i
d

と
は
常
に
接

し
て
ゐ
る
し
、
そ
の
卜
多
少
話
し
合
ひ
知
り
合
ふ
時
に
は
彼
等
は
遂
に
m
a
i
d

と
結
婚
す
る
、
か
う
い
ふ
傾
向
が
追
々
出
て
来
る
だ
ら
う
と
余
は
思
ふ
（
八

月
五
日
）
（
「
手
帳
八
」
一
九

0
七
年
）
」
。
卜
記
の
叙
述
の
背
景
に
は
、
志

賀
の
年
譜
の
「
こ
の
頃
か
ら
、
家
の
女
中
（
日
記
中
の
「
C
」
)
を
思
う
よ

う
に
な
る
。
／
八
月
四
日
、
祖
母
留
女
、
英
了
、
直
三
、
淑
子
ら
と
箱
根

へ
行
き
、
ニ
ト
日
ま
で
滞
在
。
（
中
略
）
ニ
ト
ニ
日
女
中
「
C
」
と
結
婚
を

約
す
。
父
、
祖
母
、
義
母
ら
は
こ
の
結
婚
に
反
対
。
」
（
「
年
譜
」
一
九

0
七

年
）
と
い
う
事
実
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
自
身
が
「
家
の
女
中
」

と
の
恋
愛
の
渦
中
に
あ
る
が
故
に
、
自
己
弁
明
を
し
つ
つ
「
手
帳
八
」
の

よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。
志
賀
直
哉
の
作
品
に
お
け
る
「
女
中
」
と

言
え
ば
、
「
女
中
C
事
件
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
作
品
『
大
津
順
吉
』
の
小
間

使
い
の
千
代
が
思
い
出
さ
れ
る
。
も
し
「
女
中
」
を
描
写
す
る
志
賀
の
作

品
を
挙
げ
る
な
ら
、
『
大
津
順
吉
』
は
そ
の
塙
矢
で
あ
る
。
そ
の
作
品
の
詳

細
な
描
写
は
「
年
譜
」
の
内
容
と
非
常
に
一
致
し
て
い
る
。

(
4
)
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
』
（
プ
リ
タ
ニ
カ
・
ジ
ャ
パ
ン

一
九
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九
五
'
-
九
九
六
年
）
〈
望
月
登
志
子
「
自
己
意
識
の
発
達
」
第
九
巻
四

三
二
貞
〉

(
5
)
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
』
で
は
こ
の
基
準
の
ほ
か
「
自
己
概
念
の
基
礎
は
自
分

の
行
動
の
起
源
と
し
て
、
ま
た
行
動
す
る
意
志
の
発
動
者
と
し
て
、
自
分

を
自
党
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
認
知
能
力
や
社
会
的
能
力
の
発
達
に
伴
い

自
己
を
と
ら
え
る
親
点
は
異
な
っ
て
く
る
。
」
（
出
典
は
注

(
4
)
と
同
じ
）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
6
)
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
（
小
学
館
二

0
0
一年）

(
7
)
『
平
凡
社
大
百
科
事
典
』
（
平
凡
社
一
九
八
五
年
）

(
8
)
栗
林
秀
雄
氏
の
論
文
（
「
小
説
に
お
け
る
他
者
認
識
の
「
場
」
に
つ
い

て
の
試
論
（
一
）
」
（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
（
人
文
学
）
』
第
三
十
四
号
一

九
九
六
年
三
月
）
）
で
は
「
「
肉
親
の
中
に
他
者
」
の
存
在
を
認
め
、
「
一
般

的
に
こ
の
世
に
生
を
亨
け
て
、
ま
ず
家
庭
内
に
あ
っ
て
肉
親
の
中
に
他
者

を
発
見
す
る
こ
と
が
人
生
の
出
発
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
後
は

親
類
緑
者
、
隣
り
近
所
の
地
域
社
会
で
の
他
者
の
存
在
を
感
得
す
る
で
あ

ろ
う
。
」
」
と
い
う
文
章
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
氏
は
肉
親

の
者
や
家
族
の
者
皆
を
他
者
と
し
て
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。

(
9
)
大
久
保
典
夫
「
自
己
と
他
者
ー
ー
太
宰
治
・
そ
の
原
質

I
」
(
『
国
文

学
解
釈
と
鑑
質
』
第
三
卜
九
巻
卜
五
号
一
九
七
四
年
―
二
月
）

（
モ
ハ
ッ
マ
ド
・
モ
イ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
ン
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

(10)

卜
重
出
裕
「
志
費
直
哉
と
他
者
ー
ー
「
城
の
崎
に
て
」
、
忘
却
さ
れ

る
起
源
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
質
特
集
二
十
一
世
紀
の
志
賀
直
哉
』
第

六
卜
八
巻
八
号
二

0
0
三
年
八
月
）
。
こ
の
論
文
で
は
一
族
の
者
は
出
て

こ
な
い
。

(
1
1
)松
井
貴
子
「
志
袈
直
哉
の
ま
な
ざ
し
—

l

母
か
ら
妻
へ
、
そ
し
て
、
自

己
か
ら
他
者
へ
」
（
『
宇
都
宮
大
学
国
際
学
部
研
究
論
集
』
第
ニ
ト
ニ
巻
二

0
0
六
年
一

0
月）

(12)

出
井
英
輝
「
他
者
の
ま
な
ざ
し
|
ー
初
期
志
袈
直
哉
論
へ
の
一
視
点

_
」
（
『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』
第
ニ
卜
三
号
一
九
八
九
年
六
月
）

(
1
3
)滝
藤
満
義
「
志
費
直
哉
の
初
期
作
品
—

I

他
者
の
行
方
」
（
『
千
葉
大
学

人
文
研
究
』
第
三
ト
一
巻
二

0
0
二
年
三
月
）
、
「
志
賀
直
哉
初
期
犯
罪
小

説
ー
l

他
者
の
行
方

II
」
(
『
千
菓
大
学
人
文
研
究
』
第
三
ト
ニ
巻
二

0
0

三
年
三
月
）

(14)

古
川
裕
佳
『
志
賀
直
哉
の
〈
家
庭
〉
ー
女
中
・
不
良
・
主
婦
』
（
森

話
社
二

0
1
―
年
）
に
お
い
て
、
本
作
品
が
「
女
中
」
と
い
う
視
点
か
ら

言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
詳
細
な
分
析
は
卜
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
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