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一
、
は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
「
第
四
の
夫
か
ら
」
は
、
一
九
二
五
年
四
月
一
日
発
行
の

『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
に
掲
載
さ
れ
た
短
編
で
あ
る

。
理
髪
師
の
〈
僕
〉

(1)

は
支
那
人
に
な
り
す
ま
し
、
他
の
三
人
の
夫
と
一
人
の
妻
ダ
ア
ワ
を
共
有

し
て
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
ッ
サ
に
住
ん
で
い
る
。
怠
惰
を
悪
徳
と
し
な
い
美
風

と
ダ
ア
ワ
の
容
色
に
惹
か
れ
て
、
こ
の
地
が
気
に
入
っ
た
た
め
で
あ
る
。

第
四
の
夫
と
し
て
一
妻
多
夫
の
暮
ら
し
に
も
満
足
し
て
い
た
が
、
あ
る
日

妻
が
商
人
の
手
代
と
過
ち
を
犯
す
事
件
が
起
こ
っ
た
。
〈
僕
〉
を
含
め
た

四
人
の
夫
で
相
談
し
た
結
果
、
ダ
ア
ワ
の
悔
恨
の
情
の
如
何
に
任
せ
て
処

置
す
る
こ
と
を
決
め
、
手
代
に
だ
け
鼻
を
削
ぎ
落
す
チ
ベ
ッ
ト
の
私
刑
を

実
行
し
た
。
私
刑
後
、
妻
は
四
人
の
夫
を
愛
し
て
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
。

妻
と
手
代
の
二
人
と
も
鼻
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
え
と
主
張
し
た
第
二
の
夫

も
、
そ
の
後
の
妻
の
様
子
を
見
て
、
鼻
を
削
ぎ
落
さ
な
く
て
よ
か
っ
た
と

胸
を
な
で
お
ろ
し
て
い
る
。
い
ま
ラ
ッ
サ
は
桃
の
花
真
っ
盛
り
で
あ
る
。

〈
僕
〉
は
ダ
ア
ワ
に
連
れ
出
さ
れ
て
、
不
倫
の
後
に
従
兄
妹
同
志
で
結
婚

し
た
男
女
の
晒
し
も
の
を
見
物
に
出
か
け
る
と
こ
ろ
で
作
品
は
終
わ
る
。

「
第
四
の
夫
か
ら
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
少
な
く
、
概
括
す
る
と
以

芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
女
性
像

―
「
第
四
の
夫
か
ら
」
を
視
座
と
し
て

―

陳

丁

颸

颺

C
H
E
N
D
IN

G
S
i
y
a
n
g

下
の
諸
氏
に
よ
る
論
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。

小
説
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
ま
ず
須
田
千
里
は
、
秀
し
げ
子
と
の
恋
愛

関
係
に
立
脚
す
る
女
性
不
信
の
モ
チ
ー
フ
を
指
摘
し
て
い
る

。
さ
ら
に

(2)

同
氏
は
、
原
典

と
小
説
に
お
け
る
妻
の
権
力
の
相
違
に
着
目
し
、
「
妻
に

(3)

関
す
る
価
値
観
は
「
文
明
国
」
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
、
婚
姻
制
度
は
チ

ベ
ッ
ト
の
も
の
を
、
夫
た
ち
が
皆
家
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
更
に

強
調
し
て
い
る
、
と
い
う
構
図
が
見
て
取
れ
」
、
「
む
し
ろ
「
一
夫
一
妻
」

か
ら
「
一
妻
多
夫
」
へ
、
固
定
的
な
婚
姻
か
ら
よ
り
自
由
な
婚
姻
へ
」
(4)

と
、
固
定
化
さ
れ
た
夫
婦
関
係
に
対
す
る
疲
労
感
と
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て

安
息
を
得
よ
う
と
す
る
男
性
主
人
公
の
逃
走
願
望
を
認
め
て
い
る
。

こ
れ
を
深
め
る
形
で
小
林
幸
夫
は
、
「
単
な
る
観
念
的
な
制
度
批
判
に

終
わ
ら
ず
、
生
き
る
ま
た
は
生
活
す
る
上
で
の
実
質
の
重
要
性
」
か
ら
「
観

念
・
理
念
の
作
家
芥
川
な
ら
ぬ
〈
快
〉
追
求
の
作
家
芥
川
な
る
像
も
こ
の

よ
う
な
作
品
系
列
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
」
る
と
述
べ
て

い
る

。
ま
た
鷺
只
雄
は
、
一
夫
一
婦
制
を
揶
揄
的
に
批
判
す
る
芥
川
自

(5)

身
の
願
望
が
込
め
ら
れ
た
理
想
郷
と
し
て
、
作
品
を
解
釈
し
て
い
る

。
(6)

そ
の
延
長
線
上
に
、
芥
川
の
反
近
代
的
な
精
神
探
求
や
、
芥
川
文
学
に
お

け
る
神
話
的
な
構
築
の
崩
壊
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
邱
雅
芬
の
指
摘

も
(7)

示
唆
的
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
先
行
論
も
〈
僕
〉
＝
芥
川
の
視
座
か
ら
小
説
を
眺
め
て
お
り
、

妻
ダ
ア
ワ
に
つ
い
て
の
価
値
観
に
言
及
し
て
い
る
須
田
論
も
、
結
局
は
芥

川
の
自
由
へ
の
願
望
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
妻
多
夫
家

族
や
、そ
の
家
族
の
中
に
位
置
す
る
ダ
ア
ワ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
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「
第
四
の
夫
か
ら
」
と
前
後
し
て
、「
あ
ば
ば
ば
ば
」（
一
九
二
四
年
十
一
月
）

や
「
或
恋
愛
小
説
」（
一
九
二
五
年
三
月
）
な
ど
、
家
の
中
の
女
性
を
中
心
と

す
る
小
説
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芥
川
が
秀
し
げ
子
と
の
恋
愛
関

係
と
密
接
に
関
わ
る
女
性
・
結
婚
・
家
庭
な
ど
の
問
題
に
強
い
関
心
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な

か
っ
た
「
第
四
の
夫
か
ら
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
、
同
時
期
に
発
表
さ

れ
た
作
品
の
新
し
い
解
釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、
一
妻
多
夫
家
族
と
い
う
独
特
の
題
材
に
着
目
し
て
、
芥
川

の
女
性
観
や
家
庭
観
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
第
四
の
夫
か
ら
」
に
見
ら
れ
る
芥
川
の
女
性
観
や
家
庭
観
を
抽
出
す

る
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
家
族
に
お
い
て
中
心
の
よ
う
に
見
え
る
女
性
＝
ダ

ア
ワ
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
ダ
ア
ワ
に
強
い
権
力
が
あ
る
な
ら
、

抑
も
彼
女
の
「
過
ち
」
な
る
も
の
は
第
五
の
夫
獲
得
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、「
過
ち
」
と
は
な
ら
な
い
」

と
須
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

(8)

原
典
で
は
妻
が
強
権
を
握
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ダ
ア
ワ
は
極
め
て
伝
統

的
で
母
性
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
須
田
は
〈
文
明
国
の
価
値

観

―
チ
ベ
ッ
ト
の
婚
姻
制
度
〉
と
い
う
構
図
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ

の
構
図
を
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る
に
は
、
男
性
中
心
の
視
点
を
転
換
さ
せ

て
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

二
、
ダ
ア
ワ
の
女
性
像

妻
は
名
は
ダ
ア
ワ
と
い
ひ
、
近
隣
で
も
美
人
と
評
さ
れ
て
ゐ
る
。
背

は
人
並
み
よ
り
は
高
い
位
で
あ
ら
う
。
顔
は
ダ
ア
ワ
と
い
ふ
名
前
の

通
り
、
（
ダ
ア
ワ
は
月
の
意
味
で
あ
る
。
）
垢
の
下
に
も
色
の
白
い
、

始
終
糸
の
や
う
に
目
を
細
め
た
、
妙
に
も
の
優
し
い
女
で
あ
る
。
(9)

「
ダ
ア
ワ
は
月
の
意
味
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は

『
青
鞜
』
で
あ
ろ
う
。
「
元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ
っ
た
。
真
正
の
人
で

あ
っ
た
。
今
、
女
性
は
月
で
あ
る
。
他
に
依
っ
て
生
き
、
他
の
光
に
よ
っ

て
輝
く
、
病
人
の
よ
う
な
蒼
白
い
顔
の
月
で
あ
る
」

と
い
う
呼
び
か
け

(10)

は
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

須
田
は
ダ
ア
ワ
の
容
貌
に
つ
い
て
、
『
西
蔵
旅
行
記
』
に
記
さ
れ
て
い

る
「
不
潔
な
る
奇
習
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
「
僕
」
が
「
垢
の
下
に
も
色

の
白
い
」
ダ
ア
ワ
の
「
容
色
」
に
「
多
少
は
」
「
心
を
惹
か
れ
て
ゐ
る
」

と
あ
る
こ
と
は
、
垢
の
有
無
に
よ
る
福
徳
で
は
な
く
、
色
の
白
さ
、
容
色

の
美
醜
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
」
と
論
じ
て
い
る
。〈
僕
〉

(11)

は
支
那
人
に
な
り
す
ま
し
て
チ
ベ
ッ
ト
に
住
ん
で
い
な
が
ら
、
価
値
観
は

「
文
明
国
」
＝
近
代
日
本
社
会
の
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
色
の
白
い
、

始
終
糸
の
や
う
に
目
を
細
め
た
、
妙
に
も
の
優
し
い
女
」
は
、
ま
さ
に
近

代
日
本
に
お
け
る
理
想
的
な
女
性
像
で
あ
る
。

唯
ラ
ツ
サ
の
市
民
の
怠
惰
は
天
国
の
壮
観
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
け
ふ
も
妻
は
相
不
変
麦
藁
の
散
ら
ば
つ
た
門
口
に
ぢ
つ
と
膝
を

か
か
へ
た
ま
ま
静
か
に
午
睡
を
貪
つ
て
ゐ
る
。
(12)

怠
惰
を
美
風
と
し
、
何
も
せ
ず
漫
然
と
過
ご
し
て
い
る
ダ
ア
ワ
の
日
常
生

活
が
描
か
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
四
人
の
夫
の
仕
事
が
提
示
さ
れ
る
。「
第
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一
の
夫
は
行
商
人
、
第
二
の
夫
は
歩
兵
の
伍
長
、
第
三
の
夫
は
ラ
マ
教
の

仏
画
師
、
第
四
の
夫
は
僕
で
あ
る
。
僕
も
亦
こ
の
頃
は
無
職
業
で
は
な
い
。

兎
に
角
器
用
を
看
板
と
し
た
一
か
ど
の
理
髪
師
に
な
り
了
せ
て
ゐ
る
」

。
(13)

四
人
と
も
仕
事
を
持
ち
、
家
族
を
養
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ダ
ア
ワ
は
仕

事
も
せ
ず
、
「
川
ば
た
の
枝
垂
れ
柳
の
下
に
乳
の
み
子
を
抱
い
て
ゐ
る
」

だ
け
で
あ
る
。
原
典
『
西
蔵
旅
行
記
』
の
チ
ベ
ッ
ト
家
族
に
お
い
て
は
、

妻
が
権
力
を
握
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
通
り
で
あ
る
。
と
す
る
と
「
第
四

の
夫
か
ら
」
の
チ
ベ
ッ
ト
家
族
は
、
夫
四
人
を
支
配
す
る
ダ
ア
ワ
を
中
心

と
す
る
は
ず
の
家
族
で
あ
る
が
、
実
際
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
ダ
ア
ワ
も
女
で
あ
る
。
ま
だ
一
度
も
過
ち
を
犯
さ
な
か
つ
た

と
い
ふ
訳
で
は
な
い
。
も
う
今
で
は
二
年
ば
か
り
前
、
珊
瑚
珠
な
ど

を
売
る
商
人
の
手
代
と
僕
等
を
欺
い
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を

発
見
し
た
第
一
の
夫
は
ダ
ア
ワ
の
耳
へ
は
ひ
ら
な
い
や
う
に
僕
等
に

善
後
策
を
相
談
し
た
。
す
る
と
一
番
憤
つ
た
の
は
第
二
の
夫
の
伍
長

で
あ
る
。
彼
は
直
ち
に
二
人
の
鼻
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
へ
と
主
張
し

出
し
た
。
温
厚
な
る
君
は
こ
の
言
葉
の
残
酷
を
咎
め
る
の
に
違
ひ
な

い
。
が
、
鼻
を
削
ぎ
落
す
の
は
チ
ベ
ッ
ト
の
私
刑
の
一
つ
で
あ
る
。

（
た
と
へ
ば
文
明
国
の
新
聞
攻
撃
の
や
う
に
。
）
第
三
の
夫
の
仏
画

師
は
、
唯
如
何
に
も
当
惑
し
た
や
う
に
涙
を
流
し
て
ゐ
る
ば
か
り
だ

つ
た
。
僕
は
そ
の
時
三
人
の
夫
に
手
代
の
鼻
を
削
ぎ
落
し
た
後
、
ダ

ア
ワ
の
処
置
は
悔
恨
の
情
の
如
何
に
任
せ
る
と
い
ふ
提
議
を
し
た
。

勿
論
誰
も
ダ
ア
ワ
の
鼻
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
ひ
た
い
と
思
ふ
も
の
は

な
い
。
第
一
の
夫
の
行
商
人
は
忽
ち
僕
の
説
に
賛
成
し
た
。
佛
画
師

は
不
幸
な
る
手
代
の
鼻
に
も
多
少
の
憐
憫
を
感
じ
て
ゐ
た
ら
し
い
。

し
か
し
伍
長
を
怒
ら
せ
な
い
為
に
や
は
り
僕
に
同
意
を
表
し
た
。
伍

長
も

―
伍
長
は
少
時
考
へ
た
揚
げ
句
、
太
い
息
を
一
つ
す
る
と
、

「
子
供
の
為
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
」
と
、
し
ぶ
〳
〵
僕
等
に
従
ふ
こ

と
に
し
た
。
(14)

引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も
し
ダ
ア
ワ
が
本
当
に
家
権
を
握
っ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
人
の
夫
か
ら
鼻
を
削
ぎ
落
す
私
刑
を
下
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
須
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ダ
ア
ワ
は

過
ち
ど
こ
ろ
か
、
第
五
の
夫
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る

。
(15)

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
家
族
に
お
い
て
最
終
的
に
権
力
を
握
っ
て
い
る
の
は

ダ
ア
ワ
で
は
な
く
四
人
の
夫
で
あ
る
。
彼
女
は
経
済
的
に
独
立
で
き
ず
、

四
人
の
男
を
頼
り
、
育
児
に
専
念
す
る
主
婦
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る

。
ダ
ア
ワ
は
、
「
貞
淑
に
僕
等
四
人
を
愛
」
し
、
「
家
」
に
帰
ら
ざ

(16)

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
が
、
一
夫
一
婦
の
対
極
に
「
文
明
国

の
軽
蔑
を
買
つ
て
ゐ
る
」
一
妻
多
夫
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
、
婚
姻
の
自

由
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
ふ
う
に
先
行
論
は
解
釈
し
て
い
る
が

、
(17)

結
局
こ
の
一
妻
多
夫
制
は
男
性
の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
、
女
性
の
自

由
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〈
僕
〉
の
一
妻
多
夫
制
家
族
は
、
根

本
的
に
日
本
の
近
代
家
族
と
大
差
な
い
、
い
わ
ゆ
る
家
父
長
制
の
家
族
な

の
で
あ
る
。

な
お
、
「
子
供
の
為
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
」
と
い
う
一
節
に
は
、
初
出

に
の
み
あ
る
「
や
つ
ぱ
り
鼻
は
あ
の
ま
ま
に
限
る
」
と
同
じ
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
妻
の
鼻
を
削
ぎ
落
と
せ
ば
子
供
の
教
育
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に
悪
い
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
考
え
、
あ
え
て
私
刑
を
実
行
し
な
い

夫
た
ち
の
残
酷
さ
が
、
初
出
の
描
写
か
ら
垣
間
見
え
る
。
お
そ
ら
く
残
酷

さ
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
「
不
幸
中
の
幸
福
」
に
書
き
直
し
て
伍
長
に
言

わ
せ
る
と
い
う
改
変
が
施
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
結
局
ダ
ア
ワ
の
主
婦
と

し
て
の
働
き
が
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、
近
代
家
族
に
お
け
る
子
供
中
心
主

義
の
た
め
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ダ
ア
ワ
の
「
静
か
に

午
睡
を
貪
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
怠
惰
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
前
面
に
押
し
出

さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
夫
が
治
め
る
家
に
縛
ら
れ
、
育
児
や
夫
へ
の
奉
仕

に
尽
力
す
る
近
代
日
本
の
主
婦
像
が
そ
こ
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

三
、「
一
妻
多
夫
」
と
い
う
家
族

「
自
由
婚
姻
」
を
謳
歌
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
家
族
は
妻
一
人
に
夫
四
人
で
、

「
文
明
国
」
の
一
夫
一
妻
や
一
夫
多
妻
か
ら
見
れ
ば
、
「
一
驚
を
喫
せ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
同
じ
く
夫
・
妻
・
子
と
い
う
構

成
を
持
っ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
家
族
は
、
近
代
国
家
の
目
か
ら
す
れ
ば
「
一

驚
を
喫
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

上
野
千
鶴
子
の
Ｆ
Ｉ
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
理
論

を
用
い
て
分

(18)

析
し
た
い
。
上
野
の
理
論
を
作
品
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
、
こ
の
家
族
の

反
近
代
的
に
見
え
る
所
以
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

る
。

形
式

伝
統
型
（
妻
、
夫
四
人
、
子
供
三
人
は
同
じ
家
に
住
ん
で
い
る
）

、
、：

意
識

非
伝
統
型
（
母
系
同
居
、
子
供
は
三
人
い
る
が
「
誰
は
ど
の
夫
を
父
に
す
る

、
、：

な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
第
一
の
夫
は
お
父
さ
ん
と
呼
ば
れ
、
僕
等
三
人
は
同
じ
や
う

に
皆
叔
父
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
」）

上
野
の
Ｆ
Ｉ
理
論
を
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
「
家
族
」
の
通
文
化
的
な

定
義
が
困
難
な
た
め
、
何
を
家
族
と
同
定
す
る
の
か
と
い
う
意
識
に
よ
っ

て
家
族
を
成
立
さ
せ
る
理
論
で
、
一
種
の
「
境
界
の
定
義
」
で
あ
る

。
(19)

こ
の
理
論
に
沿
っ
て
見
れ
ば
、
作
中
の
チ
ベ
ッ
ト
の
家
族
は
非
伝
統
的
な

家
族
意
識
で
あ
る
た
め
、
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
無
理
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
大
正
時
代
で
言
え
ば
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
家
族
は
ま
さ
に

反
近
代
的
な
家
族
観
の
表
象
で
あ
る
し
、
芥
川
自
身
の
批
評
眼
で
言
っ
て

も
、
自
由
を
追
及
す
る
反
近
代
的
な
視
線
が
そ
こ
に
は
あ
る
だ
ろ
う
（
こ

の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
作
中
の
チ
ベ
ッ
ト
の
家
族
は
、
果
た
し
て
反
近
代
的

な
家
族
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
家
族
の
形
式
に
つ
い
て
も
う
少

し
詳
し
く
検
討
す
る
。

①
家
内
領
域
と
公
共
領
域
の
分
離

②
家
族
成
員
相
互
の
強
い
情
緒
的
関
係

③
子
供
中
心
主
義

④
男
は
公
共
領
域
・
女
は
家
内
領
域
と
い
う
性
別
分
業

⑤
家
族
の
集
団
性
の
強
化

⑥
社
交
の
衰
退

⑦
非
親
族
の
排
除
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（
⑧
核
家
族
の
形
態
を
と
る
）

⑨
こ
の
家
族
を
統
括
す
る
の
は
夫
で
あ
る

⑩
こ
の
家
族
は
近
代
国
家
の
基
礎
単
位
を
な
す
(20)

右
に
示
し
た
家
族
モ
デ
ル
は
、
近
代
家
族
の
概
念
と
し
て
一
時
期
引
用

さ
れ
て
い
た
落
合
恵
美
子
の
モ
デ
ル

に
近
代
家
族
に
特
有
の
権
力
関
係

(21)

を
組
み
込
む
た
め
、
西
川
祐
子
が
内
容
を
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る

。
(22)

こ
れ
を
小
説
の
内
容
に
即
し
て
見
て
み
よ
う
。

②
家
族
成
員
相
互
の
強
い
情
緒
的
関
係

「
僕
は
三
人
の
夫
と
共
に
、
一
人
の
妻
を
共
有
す
る
こ
と
に
少
し
も
不

便
を
感
じ
て
ゐ
な
い
。
他
の
三
人
も
亦
同
様
で
あ
ら
う
。
妻
は
こ
の
四

人
の
夫
を
い
づ
れ
も
過
不
足
な
し
に
愛
し
て
ゐ
る
」
(23)

③
子
供
中
心
主
義

「
伍
長
は
少
時
考
へ
た
揚
げ
句
、
太
い
息
を
一
つ
す
る
と
、
「
子
供
の

為
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
」
と
、
し
ぶ
〳
〵
僕
等
に
従
ふ
こ
と
に
し
た
」
(24)

④
男
は
公
共
領
域
・
女
は
家
内
領
域
と
い
う
性
別
分
業

「
第
一
の
夫
は
行
商
人
、
第
二
の
夫
は
歩
兵
の
伍
長
、
第
三
の
夫
は
ラ

マ
教
の
仏
画
師
、
第
四
の
夫
は
僕
で
あ
る
。
僕
も
亦
こ
の
頃
は
無
職
業

で
は
な
い
。
兎
に
角
器
用
を
看
板
と
し
た
一
か
ど
の
理
髪
師
に
な
り
了

せ
て
ゐ
る
」

「
川
ば
た
の
枝
垂
れ
柳
の
下
に
乳
の
み
子
を
抱
い
て
ゐ

(25)

る
妻
の
姿
」
(26)

⑤
家
族
の
集
団
性
の
強
化

「
ダ
ア
ワ
は
爾
来
貞
淑
に
僕
等
四
人
を
愛
し
て
ゐ
る
。
僕
等
も
、

―

そ
れ
は
言
は
な
い
で
も
好
い
。
現
に
き
の
ふ
伍
長
さ
へ
し
み
じ
み
と
僕

に
か
う
言
っ
て
ゐ
た
。

―
「
今
に
な
つ
て
考
へ
て
見
る
と
、
ダ
ア
ワ

の
鼻
を
削
ぎ
落
さ
な
か
つ
た
の
は
実
際
不
幸
中
の
幸
福
だ
つ
た
ね
。
」
」(27)

⑦
非
親
族
の
排
除

「
も
う
今
で
は
二
年
前
ば
か
り
前
、
珊
瑚
珠
な
ど
を
売
る
商
人
の
手
代

と
僕
等
を
欺
い
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を
発
見
し
た
第
一
の
夫
は

ダ
ア
ワ
の
耳
へ
は
ひ
ら
な
い
や
う
に
僕
ら
に
善
後
策
を
相
談
し
た
」
(28)

（
⑧
核
家
族
の
形
態
を
と
る
）
(29)

⑨
こ
の
家
族
を
統
括
す
る
の
は
夫
で
あ
る

「
す
る
と
一
番
憤
つ
た
の
は
第
二
の
夫
の
伍
長
で
あ
る
。
彼
は
直
ち
に

二
人
の
鼻
を
削
ぎ
落
し
て
し
ま
へ
と
主
張
し
出
し
た
」
(30)

①
⑥
⑩
は
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
の
照
合
か
ら
分
か
よ
う

に
、
こ
の
一
妻
多
夫
の
家
族
は
見
た
目
こ
そ
奇
妙
で
あ
る
が
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
一
つ
の
典
型
的
な
近
代
家
族
の
一
形
態
で
あ
る
。
芥
川
は
近
代
の
日

本
社
会
で
は
あ
り
得
な
い
反
近
代
的
な
家
族
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
実
際
に
は
、
男
女
の
位
置
が
互
換
し
な
が
ら
も
、
近
代
的
な
家
父

長
制
を
持
つ
近
代
的
な
家
族
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。
「
第
四
の
夫
か
ら
」
に
お
け
る
一
妻
多
夫
は
、
元
を
た
ど
る
と
一

夫
多
妻
の
変
形
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
、
芥
川
と
女
性

僕
は

世
間
の
人
の
や
う
に

結
婚
と
云
ふ
事
と

い
ろ
い
ろ
な
生

活
上
の
便
宜
と
云
ふ
事
と
を
一
つ
に
し
て
考
へ
る
事
の
出
来
な
い
人

間
で
す
。
(31)

ボ
ク
は
何
だ
か
そ
の
静
な
家
庭
が
羨
し
く
な
り
ま
し
た
（
芸
者
の
や

う
な
奥
さ
ん
は
ち
つ
と
も
羨
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
）
あ
あ
や
つ
て
落

着
く
べ
き
家
庭
が
あ
つ
た
ら

ボ
ク
も
勉
強
が
出
来
る
だ
ら
う
と
思

つ
た
の
で
す
（
中
略
）
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
ク
と
云
ふ
異
人
も
「
女
は

仕
事
を
し
て
ゐ
る
時
と
子
供
の
守
り
を
し
て
ゐ
る
時
と
が
一
番
美
し

い
」
と
云
つ
て
ゐ
ま
す

ボ
ク
も
さ
う
思
ひ
ま
す
(32)

文
ち
や
ん
は
何
に
も
出
來
な
く
つ
て
い
い
の
で
す
よ

今
の
ま
ん
ま

で
い
い
の
で
す
よ

そ
ん
な
に
何
で
も
出
来
る
え
ら
い
お
嬢
さ
ん
に

な
つ
て
し
ま
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
(33)

右
の
引
用
は
、
結
婚
前
の
芥
川
が
塚
本
文
に
宛
て
た
書
簡
の
一
部
で
あ

る
。
文
に
対
す
る
芥
川
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
う
し
た
書
簡
か
ら
、
文
は
そ
の
ま
ま
で
い
い
、
そ
し
て
自
分
は
い

い
加
減
な
気
持
ち
で
は
な
い
か
ら
文
を
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
芥
川
の
塚

本
文
に
対
す
る
思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
頃
か
ら
す

で
に
、
「
女
は
仕
事
を
し
て
ゐ
る
時
と
子
供
の
守
り
を
し
て
ゐ
る
時
と
が

一
番
美
し
い
」
、
「
そ
ん
な
に
何
で
も
出
来
る
え
ら
い
お
嬢
さ
ん
に
な
つ
て

し
ま
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
な
ど
の
よ
う
な
、
家
庭
中
心
の
女
性
が
理
想

的
だ
と
す
る
観
念
も
垣
間
見
え
て
い
る
。
こ
こ
で
、
一
九
二
四
年
四
月
号

の
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
芥
川
の

回
答
を
見
て
み
よ
う
。

出
来
る
だ
け
温
良
貞
淑
を
装
ひ
、
出
来
る
だ
け
都
合
の
好
い
夫
を
捉

へ
、
出
来
る
だ
け
巧
み
に
夫
を
操
り
、
出
来
る
だ
け
自
己
を
成
長
さ

せ
ま
す
。
所
謂
経
済
的
独
立
な
ど
は
少
し
も
得
た
い
と
は
思
ひ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
も
の
は
得
た
と
こ
ろ
が
、
反
つ
て
少
し
も
余
力
を
持
た

な
い
奴
隷
生
涯
に
入
る
こ
と
で
す
か
ら
。
(34)

で
き
る
だ
け
「
温
良
貞
淑
を
装
ひ
」
、「
都
合
の
好
い
夫
」
を
捉
え
る
と

い
う
箇
所
は
、
恋
愛
の
自
由
を
訴
え
る
文
句
と
し
て
受
け
取
れ
よ
う
。
さ

ら
に
「
女
性
改
造
談
話
会
」（『
女
性
改
造
』
一
九
二
四
年
八
月
号
）
で
芥
川
は
、

一
夫
一
婦
へ
の
批
判
に
対
し
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
第
十
人
目
の
妻
や
、
小
野

小
町
の
第
十
何
号
の
夫
に
な
っ
た
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
し
て
い
る

。
こ

(35)

こ
か
ら
も
、
恋
愛
で
は
男
女
を
問
わ
ず
自
由
が
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る

芥
川
の
姿
勢
が
窺
え
る
。

芥
川
は
、
反
近
代
的
な
精
神
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
女
性
の
温
良
貞

淑
と
夫
へ
の
依
存
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
経
済
的
に

独
立
し
て
奴
隷
生
活
を
強
い
ら
れ
る
よ
り
、
ダ
ア
ワ
の
よ
う
に
家
事
や
育
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児
以
外
何
も
し
な
い
生
活
の
方
が
理
想
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
へ
の
回
答
と
談
話
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
五
島
慶
一
は
、
「
恋

愛
と
夫
婦
愛
と
を
混
同
し
て
は
不
可
ぬ
」（『
家
庭
雑
誌
』
一
九
二
五
年
五
月
号
）

な
ど
芥
川
の
評
論
か
ら
も
、
芥
川
の
恋
愛
へ
の
幻
滅
と
結
婚
の
現
実
性
へ

の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
家
庭
的
な
女
性
像
を
芥
川
の
理
想
と

し
て
い
る

。「
第
四
の
夫
か
ら
」
は
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
認
識
と
理
想
に
基

(36)

づ
い
た
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
夫
」
や
「
妻
」
と
い
う
よ
う
に
、

男
女
の
立
ち
位
置
が
家
族
関
係
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
裏
に
は
、
恋
愛
の

自
由
と
は
別
に
、
「
家
」
を
男
女
関
係
の
帰
趨
と
し
て
見
る
視
線
が
潜
ん

で
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
「
家
」
に
は
、
男
性
（
芥

川
）
に
と
っ
て
癒
し
と
な
る
場
所
や
、
厳
し
い
社
会
か
ら
の
逃
避
所
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
よ
り
も
、
夫
へ
の
依
存
・
服
従
や
子
育
て
な
ど
、
主
婦
の
役

割
を
全
う
す
る
た
め
の
場
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

「
主
婦
」
の
背
後
に
は
、
変
化
し
な
が
ら
も
明
治
以
降
の
社
会
に
根
強

く
生
き
て
い
る
伝
統
的
な
価
値
観
や
習
俗
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
新
婦

人
協
会
（
一
九
二
○
年
）
や
赤
瀾
会
（
一
九
二
二
年
）
が
政
府
に
よ
る
弾
圧
を

受
け
て
い
た
こ
と
な
ど
、
多
く
の
事
情

か
ら
、
当
時
の
婦
人
が
直
面
し

(37)

て
い
た
社
会
的
抑
圧
の
厳
し
さ
が
窺
え
る
。「
女
性
教
育
の
必
要
性
は
「
家

を
守
る
こ
と
」
を
中
心
に
展
開
し
、
こ
こ
に
は
も
は
や
女
子
を
ま
ず
人
間

と
し
て
め
ざ
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
息
吹
は
ど
こ
に
も
感
ぜ
ら
れ
」
ず
、
女

性
は
「
家
庭
の
〝
有
用
な
道
具
〟
と
し
て
」
期
待
さ
れ
て
い
た

。
も
ち

(38)

ろ
ん
、
「
新
し
い
女
」
を
声
高
に
呼
び
か
け
る
『
青
鞜
』
の
女
性
解
放
運

動
な
ど
、
女
性
に
自
覚
を
持
た
せ
、
真
正
の
自
主
的
な
婦
人
た
ら
し
め
よ

う
と
努
め
る
潮
流
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
『
青
鞜
』
が
内
外
か
ら
非

難
を
浴
び
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
日
本
で
の
地
盤
が
成
長
し
つ
つ

あ
り
、
大
き
な
波
瀾
を
巻
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
婦
人
問
題
が
、
そ
こ
ま

で
社
会
通
念
を
揺
る
が
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
内
容
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
ダ
ア
ワ
は
『
青
鞜
』
の
目
指
す
独

立
的
な
女
性
と
は
正
反
対
の
、
当
時
の
社
会
全
体
が
求
め
て
い
た
主
婦
像

に
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
家
を
捨
て
て
ま
で
愛
人
と
出
奔
す
る
、
夫

に
対
し
て
非
依
存
的
な
女
性
の
姿
が
ダ
ア
ワ
に
は
見
え
な
い
。
原
典
に
あ

る
妻
の
強
権
は
実
現
し
得
る
は
ず
が
な
く
、
家
族
内
の
役
割
に
根
本
的
な

変
化
が
な
い
た
め
、
妻
は
依
然
と
し
て
家
父
長
制
に
拘
束
さ
れ
、
服
従
の

立
場
に
さ
ら
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芥
川
が
描
い
た
こ
の
理
想

郷
の
よ
う
な
家
は
、
ダ
ア
ワ
＝
女
性
に
と
っ
て
は
理
想
郷
と
な
ら
ず
、
従

来
ど
お
り
の
家
父
長
制
家
族
で
あ
る
。
し
か
し
か
え
っ
て
そ
れ
は
、
当
時

の
日
本
社
会
に
お
け
る
女
性
の
現
状
を
反
映
し
、
「
主
婦
」
と
い
う
役
割

に
従
属
を
強
い
ら
れ
た
女
性
の
姿
を
鮮
明
に
描
写
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

一
方
で
、
芥
川
の
書
簡
や
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回
答
を
通
し
て
見
れ
ば
、

女
性
に
恋
愛
の
自
由
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、「
家
」
と
い
う
場
で
は
、

そ
の
自
由
は
社
会
認
識
に
よ
る
制
限
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の

意
味
で
、
芥
川
は
「
同
時
代
は
勿
論
、
ヘ
タ
を
す
る
と
今
日
に
ま
で
こ
の

社
会
に
根
強
く
尾
を
引
い
て
い
る
一
般
大
衆
に
あ
り
が
ち
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

論
＝
異
性
や
結
婚
制
度
に
対
す
る
態
度
と
根
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
」
(39)

価
値
観
に
支
配
さ
れ
て
い
る
一
面
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
、
む
す
び
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本
論
文
で
は
、
「
第
四
の
夫
か
ら
」
に
お
け
る
ダ
ア
ワ
の
女
性
像
に
つ

い
て
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
主
婦
の
立
場
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
検
討
を

試
み
た
。
一
見
す
れ
ば
奇
妙
に
映
る
一
妻
多
夫
の
家
族
は
、
突
き
詰
め
れ

ば
、
夫
が
主
導
し
、
妻
が
支
配
さ
れ
る
近
代
的
な
家
族
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
一
妻
多
夫
の
家
庭
に
お
い
て
も
、
近
代
日
本
の
家

庭
に
お
い
て
も
、
ダ
ア
ワ
の
よ
う
な
女
性
は
近
代
的
な
家
父
長
制
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
主
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

小
説
の
描
写
か
ら
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
芥
川

文
学
に
お
け
る
女
性
像
の
片
鱗
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
一
夫
多
妻
や
一
夫
一
婦
の
対
極
で
あ
る
一
妻
多
夫

を
描
く
と
い
う
こ
と
を
、
芥
川
文
学
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
記
】

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）
の
「
後
記
」

1
（
石
割
透
）
で
は
、
芥
川
自
身
の
書
き
入
れ
や
草
稿
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
た
資
料

が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
「
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
従
来
の
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
こ
の
書
き
入
れ
、
書
き
加
え
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
」
る
。

須
田
千
里
「
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
未
収
録
の
文
章
に
つ
い
て
」『
日
本
近
代
文
学
』

2
四
三
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月

須
田
は
、
「
第
四
の
夫
か
ら
」
の
原
典
は
『
西
蔵
旅
行
記
』（
一
九
○
四
年
三
月
二
三

3
日
・
五
月
一
四
日
、
博
文
館
刊
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

須
田
千
里
「
芥
川
龍
之
介
『
第
四
の
夫
か
ら
』
と
『
馬
の
脚
』

―
そ
の
典
拠
と
主

4

題
を
め
ぐ
っ
て

―
」
『
光
華
日
本
文
学
』
四
、
一
九
九
六
年
八
月
、
七
九
～
八
〇
頁

関
口
安
義
他
編
『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
三

5
一
四
頁

菊
池
弘
他
編
『
芥
川
龍
之
介
事
典
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、
三
〇
九
頁

6

邱
雅
芬
『
芥
川
龍
之
介
の
中
国

―
神
話
と
現
実

―
』
花
書
院
、
二
〇
一
〇
年
三

7
月

前
掲
注

に
同
じ
、
八
九
頁

8

4

芥
川
龍
之
介
「
第
四
の
夫
か
ら
」
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、

9
一
九
九
六
年
九
月
、
一
七
頁

平
塚
ら
い
て
う
『
平
塚
ら
い
て
う
著
作
集
』
第
一
巻
、
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
六

10
月
、
一
八
頁

前
掲
注

に
同
じ
、
七
九
頁

11

4

前
掲
注

に
同
じ

12

9

前
掲
注

に
同
じ

13

9

前
掲
注

に
同
じ
、
一
八
～
一
九
頁

14

9

前
掲
注

に
同
じ

15

4

主
婦
に
つ
い
て
説
明
を
付
け
足
す
と
、
そ
の
役
割
と
し
て
、
①
も
っ
ぱ
ら
女
に
割
り

16
振
ら
れ
、
②
経
済
的
に
依
存
し
て
お
り
、
③
労
働
と
し
て
認
知
さ
れ
ず
、
④
女
に
と

っ
て
主
た
る
役
割
で
あ
る
と
い
う
四
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
（
井
上
輝
子
他
編
『
女

性
学
事
典
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
一
九
三
～
一
九
四
頁
）。
以
上
の
特
徴

を
ダ
ア
ワ
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
掲
注

に
同
じ

17

4

上
野
千
鶴
子
『
近
代
家
族
の
成
立
と
終
焉
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
九
月
、
五
頁

18

前
掲
注

に
同
じ

19

18
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西
川
祐
子
『
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
、
十
四

20
～
十
五
頁

落
合
恵
美
子
『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
一
二
月

21

前
掲
注

に
同
じ

22

20

前
掲
注

に
同
じ
、
一
八
頁

23

9

前
掲
注

に
同
じ
、
一
九
頁

24

9

前
掲
注

に
同
じ

25

9

前
掲
注

に
同
じ
、
一
八
頁

26

9

前
掲
注

に
同
じ
、
三
八
六
頁

27

9

前
掲
注

に
同
じ
、
一
八
頁

28

9

西
川
は
、
こ
の
項
目
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
の
は
、
核
家
族
の
形
態
を
必
ず
し
も
と
ら

29
な
い
日
本
の
戦
前
家
族
を
近
代
家
族
と
し
て
扱
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る

と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
項
目
は
扱
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

前
掲
注

に
同
じ
、
一
八
～
一
九
頁

30

9

大
正
五
年
八
月
二
五
日
付
塚
本
文
宛
書
簡
、
芥
川
龍
之
介
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第

31

一
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
四
月
、
四
二
頁

大
正
六
年
五
月
三
一
日
付
塚
本
文
宛
書
簡
、
前
掲
注

に
同
じ
、
一
一
三
頁

32

31

大
正
六
年
九
月
一
九
日
付
塚
本
文
宛
書
簡
、
前
掲
注

に
同
じ
、
一
四
二
頁

33

31

芥
川
龍
之
介
「
私
が
女
に
生
れ
た
ら
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、

34
一
九
九
六
年
八
月
、
四
六
頁

芥
川
龍
之
介
「
女
性
改
造
談
話
会
」『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
一
六
巻
、
岩
波
書
店
、

35
一
九
九
七
年
二
月
、
一
〇
四
頁

五
島
慶
一
「
芥
川
龍
之
介
作
品
に
お
け
る
女
性
表
象
：
並
び
に
彼
の
恋
愛
・
結
婚
観

36
の
一
面
」『
文
彩
』
一
〇
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
四
七
～
四
九
頁

帯
刀
貞
代
『
日
本
の
婦
人

―
婦
人
運
動
の
発
展
を
め
ぐ
っ
て

―
』
岩
波
書
店
、

37
一
九
七
六
、
二
〇
～
二
八
頁

田
中
寿
美
子
『
近
代
日
本
の
女
性
像
』
社
会
思
想
社
、
一
九
七
八
年
五
月
、
一
〇
五

38
頁

前
掲
注

に
同
じ
、
四
七
頁

39

36

(

九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学
府
修
士
課
程
一
年
）


