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あ
り
ま
せ
ん
｡

病
気
に
か
か
っ
た
ヒ
ナ
に
対
す
る
治
療
薬

も
あ
-
ま
せ
ん
か
ら

病
気
に
か
か
っ
た
ヒ
ナ
は
'
早
-
殺

し
て
他
に
伝
染
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
必
要
で
､

樺
鶏
の

白
痢
検
査

(
血
液
検
査
)
を
雌
花
に
行
っ
て
'

保
菌
鶏
か

ら
種
卵
を
と
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
で
す
.

(
つ
づ
く
)

(松

田

佑

こ

国

頭

に

お

け

る
炭

造

り

四
㌧
事
業
実
行
上
の
各
種
計
算

J
築
よ
J轟
要
経
突

縫
碑
算
出
に
は
先
ず
作
業
工
程
を

知
ら
ね
は
な
り
ま
せ
ん
｡

工
程
は
か
ま
場
所
の
選
定
'
か
ま
の
種
類
'
大
き
さ

(山

の
蓄
積
へ
樹
種
'

樹
経
'
か
ま
石
､
土
等
を
考
慮
に
入
れ

か
ま
の
大
き
さ
を
定
め
る
)

炭
化
室
構
築
､
小
屋
掛

(炭

か
ま
と
か
空
前
に
屋
根
を
作
る
)
等
の
作
業
が
あ
り
ま
す

の
で

一
概
に
は

云え
ま
せ
ん
が
国
頭
村
で
最
も
普
及
し
て

い
る
奥
行

一
丈
'

最
大
横
巾
八
尺
-
八
尺
玉
寸
か
ま

(彼

述
の
一
国

1
か
ま
九
〇
〇
斤
生
産
す
る
か
ま
)

を
例
に
統

計
を
と
っ
て
み
ま
す

と
作
業
種
別
の
横
車
工
程
は
次
表
の

-

1
月
号
の
つ
ヾ
き
1

小
屋
掛

三
I
四

右
表
よ
り
比
の
か
ま

(
三
十
斤
入
三
十
億
生
産
か
ま
)

の

築
か
ま
に
は
二
七
-
三
三
人
の
人
々
が
必
要
で
す
｡

築
か

ま
は
熟
練
者
で
な
け
れ
ば
で
き
な
5
,し

又
'
重
労
働
で
あ

り
ま
す
の
で

日
当
'
一
五
〇
円
と
し
ま
す
と
四
〇
五
〇
-

四
九
五
〇
円
の
経
費
が
掛
か

る
わ
け
で
す
｡

2
､
製
炭
所
要
A
貝
調

1
回
1
か
ま
卦

(
三
十
斤
入
:
千
億
生
産
)

の
木
炭
を
生

産
す
る
為
の
作
業
種
別
の
所
要
人
員
は

次
表
の
通
り
で
す
｡

作
業
種

功
程

(人
)

通
り
で
す
｡

作
業
種

か
ま
場
所
の
選
定

･:欧
化
室
構
築

加
熱
室
､
か
ま
口
構
築

川灰
材
抑
え

尉
材
詰
込
'
切
子
盛

天
井
被
土
因
め

天
井
仕
上
蒐
燥

功
程

(人
)

･

十

一
-
十
二

1
-
二

二
-
≡

二
六
-
七

一
-
二

伐
木

木
等
炭
材
調
整

炭
材
詰
込

製
炭

木
寄
詰
込
儀
装

三二
≡
-
班

二

JJ
の
表
か
ら

1
回

一
か
ま
分
生
産
す
る
為
の

所
要
<
貝
計

は
ニ

ー
一
二
人
と
な
り
ま
す
O

製
朕
所
要
時
間
は
普
通

七
I
十
日
間
で
此
間

(点
火
後
'
出
･:灰
前
迄
)
伐
木
其
他

次
の
製
炭
嘩
僻
が
出
来
ま
す
｡

従
っ
て
同

一
の
か
ま
で
月

二
I
三
回
炭
造
り
に
従
事
で
き
る
わ
け
で
す
.

手
工
業
的

な
製
炭
業
で
は
熟
練
に
伴
な
い
良
塵
'

品
質
'
儀
装
等
の

向
上
迅
速
化
が
可
能
で
1
定
の
稲
要
に

応
じ
ら
れ
る
わ
け

で
す
｡

3
､
所
要
炭
材
長

戦
前

の
一
業
者

(辺
土
名
)

か
ら
回
答
が
あ
り
ま
し
た
の

で
参
考
に
し
て
み
ま
す
｡

A
､
収
炭
率
…
十
四
%

で
き
た
炭
の
炭
材
に
対
す
る
重
さ
の
百
分
率
を
収
炭
率
と

い
っ
て
い
ま
す
o

JJ
れ
を
求
め
る
に
は
次
の
方
法
が
考
え

ら
れ
ま
す
｡

イ
'
産
尿
量
･E･炭
材
転
丑

こ
れ
は
で
き
た
炭
を
炭
材
重
畳
を
い
ち
い
ち
秤
る

わ
け
で

九
〇
〇
斤

(
1
E
:
q
四
貰
)
木
炭
が
生
産
さ
れ
た
場
合

炭
材

詰

込
盈
一
〇
〇
七
貨
で
あ
っ
た
と
し
ま
す
と
収
炭
率
は
約

十
四
･
二
嘉

と
な
り
ま
す
｡

tI
'
藍
炭
牢
で炭
か
ま
の
容
税
偵
×
生
材
の
平
均
比
竃

間
接
的
に
求
め
る
方
法
で
か
ま
の
容
積
は

高
等
数
学

(区

分
束
積
法
)
で
算
出
し
ま
す
｡

収
炭
率
は
原
料
の
樹
種

(
カ
シ
'
シ
ャ
-
ン
バ
イ
等
'

優

良
薪
炭
材
は
十
七
%
)
樹
令
'
立
地
'
季
節
'

か
ま
石
､

か
ま
士

(赤
土
よ
り
黒
粘
土
が
よ
い
)

か
ま
の
熱
土

(か

ま
の
乾
燥
の
為

一
-
二
回
目
は
普
通

二
面

以
降
よ
り
悪

い
)
操
作
'
製
品
の
性
質
等
の
色
々
の
条
件
で

異
な
る
の

で

1
概
に
は
い
え
ま
せ
ん
が

国
頭
村

の
炭
か
ま
で
は
シ
イ

イ
ジ
ユ
等
の
経
木
で
は

十
三
I
十
五
%
が
普
通
の
様
で
す
｡

そ
こ
で
収
炭
率
を

十
四
%
平
均
と
し
て
み
ま
す
｡
尚
'
燃

材
畳

(点
火
棒
'
燃
焼
さ
せ
る
木
切
れ
)
は

デ
ー
タ
ー
が

な
い
の
で
不
明
で
す
.

B
､
生
材
文
責
･七
五
六

石
当
-
生
材
平
均
退
出
で
す
｡

一
石
と
は

1
尺
角
の
卜
尺

も
の
'
才

(
l
間
才
)
で
は
約

1
･Tハ
lG
才
で
す
.

生
材
比

重
は
1
･
〇

一
で
水
よ
り
梢
々
重
い
わ
け
で
す
｡



C､
蕪
崩
五

六
七
斤

年

材
一
石
か
ら
生
産

さ
れ
る
木
炭
の
真
塩
平
均
で
す
｡

従

っ
て
石
当
-
正
味
三
十
斤
俵
､
二
･
二
俵
､
1
斤
俵
'
六

･
七
億
生
座
さ
れ
る
計
節
で
す
｡

国
頭
村
に

未
け
る

各
樺
炭
か
ま
の

l
回

1
か
ま
分
の
塵
灰
免
は

山
O
C
斤
か

ら

一
〇
〇
〇
斤
で

九
〇
〇
斤
生
産
か
ま
が
多

い
わ
け
で
す

が
以

上
述
べ
ま
し
た

事
か
ら

此
の
か
ま
の
所
零
炭
材
盈

(

一
回

一
か
ま
詰
込
虫
)

は

l
O
〇
七
賞
､
石
数
で
は

≡

山

･
叩
石
を
い
う
事
に
な
り
ま

す
｡

4
'
原
木
利
用
即
間

今
､
官
有

林
か

ら
山

(
立
木
)
の
払
下
を
受
け

最
の
蓄
積

1
町
妹
当
-

1
0
0
立
方
米
と
し
ま
す

(席
篠
三
糎
未
満

や
利
用
困
難
な

立
木
は
こ
の
中
に
含
め
な
い
)

こ
の
立
木

か
伐
倒
し
九
c
c
斤
か
ま
で
月
二
回
製
炭
に
従
事

す
る
と

し
ま
L
と
燃
料
を
見
込
ん
で
も

十
二
tIt
月

(
1
町
当
)
は

立
木
を
利
用
で
き
る
計
算
で
す
｡

比
の
樵
に
立
木
蓄
積
と

貰
か
ま
の
塵
灰
量
が
分
れ
ば
3
の
A
､
B
､
C
t

か
ら
原

木
利
用
期
間

J

の
他
を
算
出
で
き
ま
す
｡

五
､
収
支

計

算
と
差

引
利
益
金

-
収
入

単
価
調

へ

与
那
原
方
面
へ
売
却
さ
れ
て
い
ま
す
｡

比
等
の
場
合
､
例

え
ば

小
俵
の
場
合
'
平
均
八
-
十
円
俵
当
り
右
の
卸
単
価

に
加
算
さ
れ
ま
す
O
又
'
兼
業

場
所
で

売
却
さ
れ
る
時
は

例
え
ば
奥
区
の
棟
に
運
賃
分
が
差
引
か
れ

:.ハ
十
円
で
売
却

さ
れ
る
串
に
な
-
ま
す
｡

2
､
支
出
卓
価
調
べ

単
価

(円
)

俵
当
り

償
却
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
ま
し
た
｡

準
序
線
か
ら

一

里
偏
っ
た
山
の
立
木
代
'

石
当
り
単
価
が
五
円
か
ら
十
..7

円
内
外
､

従
っ
て
乏
れ
よ
-
俵
当
り
に
違
算
し
た
も
の
で

す

(
3
の
C
参
旧
!)

次
は
西
海
岸
づ
た
5,各
部
落
で
<
肩

速
槻
す
る
場
合

(
距
離

l
里
)
の
労
賃
調
べ
で

参
考
ま
で

に
抱
け
ま
す
｡

奥
区

(
大
儀
'

六
十
円
)
を
除
き
部
落
集
荷
所

(或
は
共

同
店
)
前
で
の
売
却
価
格
で
す
｡

卸
単
価
は
旧
十

1
月
か

ら
二
月
ま
で
'

小
'
大
儀
夫
<
'
川
十
円
'

二

〇
円
内

外
と
な
り

夏
季
は
下
落
し
ま
す

が
之
等
､
変
動
期
を
除
い

た
平
均
価
格
で
す
｡

地
元
で
消
費
す
る
外
は
多
-
那
斬
､

首
里
等
の
都
心
に
出
荷
さ
れ
廼
州
生
産
の
木
炭
は

海
路
､

業
者
の
九
割
は

炭
俵
を
購
入
し
て
い
ま
す
し
供
給
の
関
係

か
ら
若
干
の
変
動
が
み
ら
れ
ま
す
が
'

儀
装
純
は
自
家
製

造
が
六
割
で
す
し

文
具
の
方
の
業
者

(製
絶
機
使
用
)
も

居
り
ま
す
の
で
f択
俵
程
変
動
は
な
い
様
で
す
.

運
搬
代
は

道
の
-
'
道
の
状
態
(
JJ
う
配
其
の
他
)方
法

(
ト
ラ
ッ
ク

人
肩
等
)
で
異
な
り
施
業
場
所
か
ら
部

落
集
荷
所
ま
で

奥
､
六
K
M
､
西
海
岸
づ
た
い
部
落
､
四
K
M
t

焚
州
'

二
K
M
の
場
合
で
す
.
尚
､
同

1
地
域
で
は
大
体
'

距
離

に
比
例
し
て
運
搬
代
が
定
ま
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
｡
廼
州

は
小
俵
生
産
'

奥
は
業
者

(
製
果
パ
ン
代
)
と
碑
結
し
専

ら
大
儀
生
産
丈
け

で
す
｡
製
朕
孜
は

四
の
2
か
ら
計
算

し
た
も
の
で

(
日
当
百
円
､
所

要
人
員
十

1
<
と
し
て
)

九
(u
U
斤
生
産
か
ま
の
場
合
で
す
｡
償
却
費
は

四
の
工
か

ら
辞
か
ま
教
を
叩
五
c
c
円
と
し
て

年
利
六
分
､
1
1年
で

;].･ i大

3
､
き
引
利
.塞

西

海

岸
ず

た

い
部

落
の

l
業
者
が
九
〇
〇
斤
か
ま
で

月
三

回
'
二
ヶ
年
継
続
し
て
大
儀
生
産
に
従
事
す
る
も
の
と

し

ま
す
と

1
俵
当
-
差
引
利
益
金
は
次
式
で
表
わ
さ
れ
ま
す
C

7
0
Fq
I

(
6
.
5
Fq
+
L
Fq
+
1
5
Fq
+
3
6
.
7
Fq

十
2
.
3
Fq
+

麻
状
t)
牲
斗
Jt
)従
っ
て
立
木
代

(石
当
り
)

玉
.
十
'
十
五
円
の
場
合
に
お
け
る

一
俵
当
り
利
益
金
は

夫
ヱ
ハ
二

百

､
叩
円
t
l
･
七
円
と
な
り
ま
す
.

聞
'

石
当

り
十
九
円
の
場
合
'
利
益
金
は
略
々
〇
円
と
な
り

既

述
し
ま
し
た
収
入
及
び
支
出
単
価
の
各

因
子
に

変
動
が
な

い
も
の
と
し
ま
す
と
立
木
代
の
限
界
を

知
り
得
た
わ
け
で

す
｡

次
に
ニ
ケ
年
間
の
総
生
産
俵
数
は

2
1
6
0
蘇

(
S
O
痴



x
3亙
X

L
2
jj
×

2
命
)
そ
れ
で

1
ケ
年
間
の
利
益
金

は
立
木
代

'
五

'
十
､
十
五
円
の
場
合
､
夫
々

六
六
九

六
円
､
凶
三
二

〇
円
'

一
八
三
六
円
と
な
り
ま
す
｡

さ
て

以
上
の
様

に
し
て
私
達
は
製
炭
業
の
利
益
金
を
算
出

す
る
事
が
で
き
る
わ
け
で
す
が

事
業
と
し
て
製
択
業
を
坂

上
げ
た
場
合
'

事
業
主
が
月
'
五
充
()
U
H
内
外
の
収
入

を
得
る
為
め
に
は
'
立
木
代

(
石
当
り

)五
'

十
'
十
五

円
の
場
合
､
右
の
利
益
金
を
基
に
し
て
考
え
ま
す
と
'

九

〇
〇
斤
か
ま
を
夫
々
､

十
､
十
.瓦
'
三
六
基
等
か
ま
し
な

け
れ
ば
不
可
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
｡

次
に
自
家
営

業
す

る
場
合
'
製
炭
費

(
3
6
.
7
P
jX
L
O
8
0
億
)

三
九
六
三
六
円

(
一
年
分
)
浮
上
る
わ
け
で
す

から
石
当

り
.九
円
の
場
合
'

毎
月
二
で八
六

l
円
の
利
益
が
あ
る
わ
け

で
す
.

1
椴
に
二
人
で
従
事
し
ま
す
の
で

1
人
縄

1
九
三

〇
円
の
手
坂
り
が
あ
る
事
に
な
-
ま
す
｡

同
様
に
し
て
石

当
り
十
円
の
場
合
'

一
<
宛

一
八
三

一
円

同
じ
-
石
当

-
十
五
円
で
は

l
七
二
八
円
宛
の

利
益
が
毎
月
見
込
ま
れ

る
事
に
な
り
ま
す
｡
以
上
､

何
れ
の
場
合
で
も
炭
俵
'
儀

装
純
は
購
入
し

運
搬
は
他
人
に
依
頼
し
た
場
合
で
す
.

結
局
'

製
炭
業
の
収
益
に
最
も
大
き
5,影
響
を
与
え
る
支

出
田
子
は
製
炭
費
で
あ
り

次
い
で
運
搬
代
'
立
木
代
の
順

に
な
り
ま
す
｡
即
ち

初
め
に
述
べ
ま
し
た
様
に
自
家
労
力

が
容
易
に
得
ら
れ

且
つ
そ
の
効
果
が
大
き
い
家
族
単
位
で

製
炭
業
が
営
ま
れ
る
所
以
で
す
.

木
炭
の
単
価
が
上
っ
た

-
下
っ
た
り
す
る
場
合
'
あ
る
い
は

他
の
条
件
に
変
動
が

あ
る
場
合

(
距
離
'
製
炭
境
等
)
以
上
の
様
に

収
支
計
算

し
て
み
ま
す
と

製
炭
業
を
直
営
あ
る
い
は
自
家
営
業
す
る

場
合
の
利
益
を
算
出
す
る
事
が
出
来
ま
す
｡

六

'
あ
と

が
き

以
上
'
実
態
調
査
等
を
参
考
に
国
頭
村
に
お
け
る
製
炭
業

(
但
し

一
九
五
五
年
十
二
月
現
在
の
調
査
結
果
)
に
つ
い

て
述
べ
た
わ
け
で
す
が

終
-
に
日
頃
'
製
炭
に
関
し
て
考

え
て
い
る
事
を
曹
い
て
み
ま
す
｡

ィ
､
ね
ら
し
(
炭
質
の
向
上
)

一
般
に
木
炭
に
光
沢
が
劣
し
-
'

軟
か
-
'
永
持
ち
し
ま

せ
ん
｡

之
れ
は
樹
種
自
体
の
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が

主
に
ぬ
ら
し
掛
け
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
O

質
量
共
に
優
秀
な
木
炭
が
欲
し
い
も

の
で
す
｡

口
､
補
助
金
利
･肢

築
か
ま

及
び
そ
の

改
善
に
は
多
-
の

経
費
を
必
要
と
し
ま

す
の
で
補
助
方
申
請
依
相
の
回
答
が

相
当
あ
り
ま
し
た
が

現
在

親
程
が
あ
り
ま
せ
ん
O

一
応
､
考
慮
の
余
地
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
･･U
思
い
ま
す
O

尚
'
搬
出
路
設
定
に
当
つ

て
は
規
程
が
あ
る
様
で
す
｡

ハ
､
伐
採
跡
地
更
新
東

最
近
､

開
拓
事
業
の
進
展
と
薪
炭
材
の
過
伐
で
部
落
近
-

の
所
謂
､
豊
山
は
荒
･敬
し
あ
る
5,は
農
耕
地
､

パ
イ
ン
畑

に
変
-
つ
1
あ
り
ま
す
｡

す
る
と
近
い
将
来
'
製
炭
業
は

次
第
に
奥
地
林
の
利
用
に
伐
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し

ょ
う
｡

然
し
採
算
上
'
距
離
に
は

一
定
の
制
限
が
生
じ
ま

す
し

一
方
､
木
炭
の
需
要
が
皆
無
に
な
る
と
い
う
事
は
考

え
ら
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
で
は

現
在
は
と
も
か
-
近

い
将
来
'木
炭
の
生
産
は
ど
′P
L
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
｡

製
炭
夫
や
山
の
経
験
者
の
方
々
は

炭
を
焼
い
た
山
は
将
来

立
派
な
山
に
な
る
と
い
っ
て
い
ま
す
.

な
か
な
か
価
値
あ

る
意
見
と
思
い
ま
す
｡

所
で
現
在
､
沖
靴
で
は
薪
…択
林
作

業
が
主
で

之
れ
を
中
林
作
業
の
形
態
に
似
せ
て
施
業
し
て

い
ま
す
｡
豊
山
近
-
は
ま
あ
'

う
ま
-
い
-
と
思
わ
れ
ま

す
が

1
渉
'
奥
山
に
入
り
ま
す
JJ
仝
-
優
良
木
似
頚
作
業

で
官
有
林
の
払
下
跡
地
は
広
葉
樹
が
未
整
理
の
侭
'

放
粧

さ
れ
不
良
木
だ
け
残
存
し
て
い
ま
す
｡

た
と
え
､
皆
伐
を

条
件
に
払
下
げ
す
る
と
し
ま
し
て
も

現
状
で
は
収
入
関
係

か
ら
そ
の
日
暮
ら
し
の

山
塚
人
は
媒
う
し
又
出
来
な
い
事

で
す
｡

従
っ
て
更
新
に
支
障
を
与
え
て
い
る
之
等
､
未
利

用
木
が
相
当
数
盈
放
置
さ
れ
'

そ
の
処
分
に
手
を
こ
ま
ぬ

い
て
い
る
現
状
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
｡
そ
こ
で
伐
跡

地
整
理
の

一
手
段
と
し
て

炭
焼
は
良
い
の
で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
O

然
し
こ
の
場
合
､
築
か
ま
'
製
炭
法
等
'
検
討

す
る
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
.

次
に
伐
跡
地
や
炭
焼
跡

地
は
従
来
'
主
に
所
芽
で
将
来
の
森
林
を
期
待
し
て
い
ま

す
が
'
萌
芽
力
は
株
の
老
令
に
従
S,表
弱
す
る
為
'
土
地

生
産
力
'
材
積

成
長

量
の
減

退

が

考
え
ら
れ
ま
す
の
で

一
考
を
要
す
る
問
題
で
す
｡

是
棟
に
考
え
ま
す
と
広
築
樹

の
多
い
押
紙
で
は

更
新
上
へ
色
<
.
研
究
問
題
が
持
上
っ

て
ま
5,-
ま
す
が
製
炭
と

山
の
取
扱
は
相
当
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
.

是
様
な
意
味
で
将
来
の

森
林
資
源
の
保
続
'

荒
磯
林
の
復
旧
の
為
め
に
各
種
試
験

を
兼
ね
て
あ
る
程
度
の
赤
字
は
承
知
で
直
営
製
炭

(
伐
跡

地
整
理
特
に
更
新
を
主
目
的
と
し

木
炭
生
産
は
二
義
的
と

し
ま
す
｡
従
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は

未
利
用
木
の
脱
捨
も

考
え
ら
れ
ま
す
)
も
必
要
で
は
な
5,か
と

考
え
て
い
る
も

の
で
す

(完
)

(大

宜

味

朝

栄
)
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