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一
九
一
一
一
○
年
代
中
葉
は
、
「
不
安
の
文
学
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
三
木

清
や
シ
ェ
ス
ト
フ
の
影
響
及
び
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
齋
さ
れ
た

文
学
的
状
況
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
発
表
の
埴
谷
雄
高
の
初
期
作
品
も
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
て
い
る
。
必
ず
し
も
時
節
が
反
映
し

て
い
る
と
は
云
え
な
い
が
、
随
所
に
不
安
が
惨
み
出
て
い
る
。

戦
後
に
発
表
が
始
ま
る
『
死
霊
』
の
四
章
迄
を
含
む
初
期
作
品
の
表
層

に
み
ら
れ
る
不
快
に
つ
い
て
は
、
既
に
数
多
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
奥
底
に
潜
む
不
安
は
見
逃
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

作
品
の
中
心
と
な
る
思
想
の
根
源
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
不
安
を
検
証

す
る
。
ま
た
、
『
死
霊
』
に
登
場
す
る
女
性
の
多
く
は
、
何
ら
か
の
心
痛

を
抱
え
て
い
る
。
各
人
が
胸
中
に
忍
ば
せ
て
い
る
憂
い
を
別
出
し
た
う
え

で
、
作
品
の
展
開
と
不
安
の
関
係
を
分
析
す
る
。

は
じ
め
に
不
安
あ
り
き

序
ｌ
初
期
埴
谷
雄
高
作
品
に
於
け
る
心
的
感
覚
の
原
質

不
安
と
不
快
の
意
味
を
字
引
で
調
べ
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。【
不
快
】

１
互
い
の
関
係
が
よ
く
な
い
ざ
ま
。
ま
た
、
仲
の
悪
く
な
る
こ

［
不
安
】

１
安
心
で
き
な
い
こ
と
。
気
が
か
り
で
落
ち
着
か
な
い
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
ざ
ま
。
心
配
。
不
安
心
。

２
実
存
哲
学
に
お
け
る
概
念
の
一
つ
。
（
中
略
）

３
「
不
和
」
に
同
じ
。

４
身
体
が
不
調
で
あ
る
こ
と
。
病
気
で
あ
る
こ
と
。

田
辺
友
祐
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はじめに不安ありき

こ
の
稿
で
扱
わ
れ
る
不
安
は
原
則
と
し
て
１
、
不
快
は
３
の
意
味
に
於

い
て
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
実
存
哲
学
の
分
野
と
の
関
連
を
否
定

出
来
な
い
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
援
用
す
る
。

さ
て
、
『
死
霊
』
の
「
自
同
律
の
不
快
」
や
、
『
洞
窟
』
冑
構
想
』

’
九
三
九
年
一
○
月
号
、
一
九
四
○
年
一
月
号
）
、
『
意
識
』
（
『
文
藝
』

一
九
四
八
年
一
○
月
号
）
な
ど
の
短
篇
に
描
か
れ
た
不
快
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

こ
の
生
理
感
覚
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
形
而
上
学
的
「
不
安
」

…
…
と
い
っ
た
も
の
の
象
徴
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
キ
ェ
ル
ヶ
ゴ
ー

シ
ュ
ヴ
エ
ア
ム
ー
ト
ア
ン
グ
ス
ト

ル
の
「
憂
愁
」
「
不
安
」
…
：
．
な
ど
と
同
質
な
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
埴
谷
的
生
の
「
核
心
」
は
、
内
容
的
に
言
っ
て
、
き
わ
め
て

実
存
主
義
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
源
哲
麿
「
核
心
と
結

晶
体
ｌ
埴
谷
雄
高
批
判
の
一
視
点
ｌ
」
『
円
卓
』
’
九
六
五
年
一
○

月
号
、
ル
ビ
原
文
）

存
在
の
不
快
と
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
い
。
生
な
ま
し
い
実
感

で
あ
る
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
他
者
の
精
神
が
自
分
の
と
同
じ
か
た
ち
を
し

と
。
不
会
。
不
和
。

２
病
気
な
ど
の
た
め
に
気
分
が
よ
く
な
い
ざ
ま
。
ま
た
、
病
気
。

３
こ
こ
ろ
よ
く
な
い
こ
と
。
い
や
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
。
不
愉

快
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。

（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
Ⅱ
巻
、
小
学
館
、
二
○
○
一
年
二
月
）

両
論
文
で
は
、
作
品
内
の
不
安
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
不
安
か

ら
不
快
へ
の
推
移
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
管
見
の
限

り
で
は
、
埴
谷
雄
高
の
文
学
作
品
に
於
け
る
不
安
を
論
じ
た
先
行
研
究
は

（
注
Ｉ
）

見
当
た
ら
ず
、
不
快
の
前
提
で
あ
る
不
安
の
重
要
性
は
看
過
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
重
要
性
を
問
う
前
に
、
作
品
内
に
描
か
れ
た
不
安
を
検
証
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
『
死
霊
』
を
中
心
に
、
初
期
作
品
に
み
ら
れ
る

不
安
を
取
り
上
げ
る
。

『
洞
窟
』
に
於
け
る
不
安
の
一
例
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

て
い
な
い
、
と
は
じ
め
て
気
づ
い
た
と
き
の
ざ
ら
ざ
ら
し
た
感
触
で

あ
り
、
苛
立
ち
や
不
快
感
で
あ
っ
て
、
精
神
の
異
形
と
か
魂
の
孤
独

と
か
の
語
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
落
ち
つ
き
を
得

る
こ
と
の
出
来
る
不
安
な
状
態
を
い
う
。

「
洞
窟
」
に
は
、
こ
の
魂
の
状
態
が
じ
か
に
書
か
れ
て
い
る
。
じ

か
に
、
と
い
う
の
は
、
状
態
の
よ
っ
て
き
た
る
所
以
を
社
会
や
人
間

関
係
に
求
め
る
こ
と
な
し
に
、
の
意
味
で
あ
る
。

（
鈴
木
沙
那
美
「
初
期
埴
谷
を
め
ぐ
る
走
り
書
き
」
『
現
点
』
第
１

号
、
一
九
八
一
一
一
年
二
月
）

彼
が
何
処
か
ら
か
の
帰
り
、
少
し
酔
っ
て
い
た
が
、
少
女
と
一
緒

に
な
っ
た
。
彼
は
少
女
を
認
め
る
と
、
直
ぐ
追
い
つ
い
て
一
眉
を
並
べ

た
。
少
女
は
初
め
、
追
っ
て
く
る
足
音
に
不
審
を
懐
い
た
が
、
彼
が

■■■■■■■

Ⅱ■■■■■■■■
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こ
こ
で
も
気
配
に
対
す
る
不
安
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
遺
書
」
や

「
不
安
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
、
或
る
男
性
作
家
を
連
想
す
る
の
は
極
め
て

安
易
な
発
想
で
あ
ろ
う
か
。
或
い
は
、
不
安
な
時
代
の
反
映
を
見
出
せ
よ

う
か
。
「
彼
」
が
遺
書
を
書
い
た
理
由
や
中
身
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
「
彼
が
患
い
始
め
た
の
は
そ
の
こ
ろ
」
で
あ

り
、
の
ち
に
、
自
分
が
「
生
れ
て
来
た
筈
が
な
い
と
、
確
く
思
い
込
む
」

不
審
か
ら
恐
怖
、
不
安
へ
の
変
化
が
簡
短
に
描
か
れ
て
い
る
。
二
人

は
、
自
同
律
に
疑
い
を
持
つ
か
否
か
の
対
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
と
き
の

不
安
は
、
夜
道
だ
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
自
同
律
に
対
す
る
悪
意
を

抱
く
青
年
が
接
近
す
る
気
配
に
よ
る
恐
怖
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
原
因

は
、
恐
怖
で
は
な
く
極
度
の
高
揚
に
あ
っ
た
。

彼
は
奇
妙
に
そ
の
晩
遺
書
を
書
い
た
。
（
中
略
）
一
年
ば
か
り

経
っ
た
或
る
機
会
に
、
机
の
中
に
置
き
忘
れ
ら
れ
て
い
た
そ
の
遺
書

が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
考
え
る
と
ぞ
っ
と
す
る
の
で

あ
る
。
彼
は
非
常
に
異
様
に
扱
わ
れ
た
。
手
さ
ぐ
り
す
る
よ
う
な
お

ず
お
ず
し
た
、
し
か
も
今
に
も
思
い
が
け
い
憤
怒
に
駆
ら
れ
そ
う
な

家
族
の
気
配
が
、
彼
に
は
持
ち
き
れ
ぬ
ほ
ど
不
安
で
、
ま
た
、
奇
怪

な
ほ
ど
馬
鹿
馬
鹿
し
く
思
わ
れ
た
。

並
ぶ
と
、
思
い
が
け
な
い
恐
怖
の
色
を
浮
か
べ
た
。
そ
れ
は
理
由
の

知
れ
な
い
不
安
が
不
意
と
現
実
に
思
い
が
け
い
並
々
な
ら
ぬ
も
の
を

認
め
た
と
き
浮
か
べ
る
、
あ
の
抗
し
難
い
挑
む
よ
う
な
恐
怖
の
色
で

あ
っ
た
。

こ
の
箇
所
は
、
『
死
霊
』
二
章
に
於
け
る
与
志
に
対
す
る
津
田
夫
人
の

感
情
と
照
応
す
る
。
「
彼
」
に
対
す
る
違
和
感
は
、
そ
の
青
年
が
自
分
自

身
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
違
和
感
に
由
来
す
る
。
作
品
内
に
は
、
「
自
己

を
自
己
と
考
え
る
種
類
の
あ
の
力
」
と
云
う
表
現
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、

「
自
同
律
」
や
「
自
同
律
の
不
快
」
と
云
っ
た
言
葉
は
登
場
し
て
お
ら
ず
、

内
面
に
巣
喰
う
得
体
の
知
れ
な
い
蟠
り
を
簡
潔
に
表
現
し
得
な
い
。
『
洞

と
こ
ろ
の
「
優
れ
た
自
殺
方
法
」
を
思
い
付
く
。
こ
の
方
法
は
、
『
河
童
』

（
『
改
造
』
’
九
二
七
年
三
月
号
）
に
於
け
る
胎
児
が
自
ら
の
誕
生
を
拒
否
す

（
注
２
）

ろ
場
面
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
『
河
童
』
は
、
「
東
京
市
外
×
×
村
の
Ｓ

精
神
病
院
」
の
入
院
患
者
が
河
童
の
世
界
を
語
る
設
定
に
な
っ
て
お
り
、

『
洞
窟
』
と
の
接
点
が
少
な
く
な
い
。
精
神
を
病
ん
だ
患
者
が
閉
ざ
さ
れ

た
環
境
で
巡
ら
す
思
索
を
基
調
と
し
て
い
る
点
、
内
容
が
全
般
に
陰
鯵
で

あ
る
点
、
会
話
文
の
多
用
な
ど
が
通
底
す
る
。

ｌ
ね
え
、
奇
妙
だ
わ
．

ｌ
何
が
で
す
か
．

と
、
彼
は
真
面
目
に
問
い
返
し
た
。

ｌ
何
が
っ
て
．
何
か
奇
妙
な
の
．
貴
方
を
み
て
い
ろ
と
、
（
と
、

恐
そ
う
に
婦
人
は
云
っ
た
。
）
な
ん
だ
か
《
貴
方
》
っ
て
気
が
し
な

い
の
よ
・

ｌ
ど
ん
な
気
が
す
る
の
で
す
？

ｌ
《
貴
方
っ
て
も
の
》
が
変
な
の
．
変
だ
わ
．
な
に
か
そ
ん
な

こ
と
を
思
い
出
し
た
ら
、
ぞ
く
ぞ
く
す
る
ほ
ど
変
だ
わ
。

婦
人
は
事
実
に
顔
え
る
よ
う
な
身
振
り
を
し
た
。

５４
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はじめに不安ありき

「
存
在
の
不
快
」
と
は
、
即
ち
「
自
同
律
の
不
快
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
自
同
律
の
不
快
」
の
原
因
が
存
在
に
あ
る
と
突
き
止
め
ら
れ
た
。
し
か

し
、
自
己
の
存
在
に
原
因
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
生
き
て
い
る
限
り
不
快
を

解
消
出
来
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
「
目
を
そ
む
け
る
こ
と
が
本
来
出
来
な

窟
』
の
不
安
と
は
、
未
だ
漠
然
と
し
て
は
い
る
が
、
梶
井
基
次
郎
『
檸

檬
』
（
『
青
空
』
創
刊
号
、
一
九
二
五
一
月
）
の
冒
頭
で
云
う
と
こ
ろ
の
「
え

た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
相
当
す
る
。
青
年
の
抱
え
る
煩
悶
や

葛
藤
な
ど
が
尖
鋭
化
し
た
結
果
で
あ
る
。
梶
井
基
次
郎
は
不
安
の
行
方
を

一
個
の
檸
檬
に
仮
託
し
た
が
、
『
洞
窟
』
を
発
表
し
た
時
点
で
の
埴
谷
雄

高
は
、
不
安
を
心
の
壁
に
食
い
込
ま
せ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
『
洞
窟
』
と

密
接
な
関
係
に
あ
る
筬
言
集
『
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
』
で
も
、
「
自
同

律
の
不
快
」
及
び
「
存
在
の
不
快
」
の
使
用
回
数
は
僅
か
に
一
度
ず
つ
で

あ
っ
た
。

「
そ
れ
を
い
ま
は
語
る
べ
き
か
」
と
檮
踏
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

「
自
同
律
の
不
快
」
の
内
実
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
戦
後
、
満
を
持
し
て

『
死
霊
』
で
漸
く
披
瀝
さ
れ
る
。

ｌ
俺
の
味
わ
う
存
在
の
／
不
快
．
そ
れ
は
目
を
そ
む
け
る
／
こ

と
が
本
来
出
来
な
い
も
の
な
／
の
だ
。
俺
は
俺
を
苛
ら
だ
た
せ
／
る

も
の
は
凡
て
目
を
そ
む
け
／
ず
貧
り
暁
っ
て
や
る
。

ｌ
私
が
《
自
同
律
の
不
／
快
》
と
呼
ん
で
い
た
も
の
、
そ
／
れ

を
い
ま
は
語
る
べ
き
か
。

い
」
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
不
快
と
云
う
字
句
に
限
っ
て
云
え
ば
、
使
用
頻
度
は
少
な

く
な
い
。
一
方
で
、
不
安
の
使
用
例
は
な
く
、
次
の
詩
句
か
ら
雰
囲
気
と

し
て
窺
え
る
程
度
で
あ
る
。

ｌ
ね
え
、
レ
ス
ビ
ァ
．
こ
ん
な
鯵
陶
し
い
雨
の
／
日
に
身
投

げ
で
も
す
る
奴
は
な
い
か
と
橋
の
た
も
と
／
に
筒
り
か
か
っ
て
い
る

と
、
ま
だ
五
つ
に
も
な
ら
ぬ
／
そ
の
女
の
子
は
、
俺
の
姿
を
み
て
突

き
だ
し
た
よ
。
／
幽
霊
で
も
そ
こ
に
佇
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

怯
／
え
て
な
の
さ
。

階
段
の
は
ず
れ
に
古
い
黒
檀
縁
の
鏡
が
立
っ
て
い
／
た
。
そ
の
地

点
へ
出
る
と
き
、
私
は
つ
ね
に
ぎ
く
り
／
と
す
る
。
湿
っ
ぽ
い
壁
に

沿
っ
て
階
段
を
降
り
っ
／
っ
、
灰
暗
い
な
か
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の

の
か
た
ち
／
へ
の
予
想
に
つ
き
ま
と
わ
れ
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
／

で
あ
る
。

ｌ
ぷ
ふ
い
‐
習
慣
と
な
り
得
ぬ
怯
え
が
あ
／
ろ
．

ｌ
ふ
む
．
気
づ
い
た
か
ね
．

背
後
に
し
わ
ぶ
く
気
配
と
私
は
つ
ね
に
陰
密
の
う
／
ち
に
攝
き

あ
っ
た
。

身
を
削
ら
れ
る
不
眠
の
夜
々
、
こ
の
巨
大
な
宇
宙
／
を
或
る
日
破

壊
す
る
で
あ
ろ
う
或
る
男
の
心
理
に
駆
／
り
ゆ
く
も
の
は
、
私
を
い

ま
駆
り
や
る
そ
の
も
の
に
／
違
い
あ
る
ま
い
と
、
私
は
さ
い
な
ま
れ

る
ご
と
く
お
／
も
い
は
か
っ
た
。
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『
死
霊
』
の
登
場
人
物
の
な
か
で
甚
だ
し
い
不
安
を
抱
え
て
い
る
の
は
、

津
田
夫
人
（
名
前
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
）
と
そ
の
娘
安
寿
子
で
あ
る
。

ま
ず
、
津
田
夫
人
は
、
安
寿
子
と
と
も
に
動
物
園
に
出
掛
け
た
娘
の
婚
約

者
の
三
輪
与
志
が
、
海
轤
の
橋
の
前
で
一
時
間
以
上
も
立
ち
尽
く
し
て
い

た
と
知
り
、
「
最
初
の
不
安
」
を
覚
え
る
。
そ
れ
は
、
与
志
に
、
「
自
同
律

の
不
快
」
と
形
容
さ
れ
る
以
前
の
、
「
鋭
い
形
を
と
り
は
じ
め
た
或
る
想

念
」
が
芽
生
え
始
め
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
。
以
後
、
津
田
夫
人

は
、
娘
の
婚
約
者
に
対
し
て
不
安
を
抱
き
続
け
る
。

幼
少
期
の
与
志
は
、
し
ば
し
ば
得
体
の
知
れ
ぬ
気
配
に
怯
え
て
い
た
。

以
上
は
窓
意
的
に
抜
粋
し
た
も
の
で
、
全
て
の
用
例
で
は
な
い
が
、
こ

れ
ら
か
ら
も
類
推
出
来
る
よ
う
に
、
『
不
合
理
ゆ
え
に
吾
信
ず
』
に
於
け

る
不
安
と
は
、
存
在
や
気
配
に
基
い
て
い
る
。
同
作
品
は
、
埴
谷
雄
高
も

参
加
し
た
同
人
雑
誌
『
構
想
』
創
刊
号
二
九
三
九
年
一
○
月
）
か
ら
終
刊

号
二
九
四
一
年
一
二
月
）
迄
の
計
七
号
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な

時
代
の
作
品
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
安
な
社
会
情
勢
の
直
接
的
な
反
映
は

み
ら
れ
な
い
。
「
還
元
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
（
『
近
代
文
学
』
一
九
五
五
年
五
月

号
）
の
冒
頭
部
で
述
べ
ら
れ
た
、
「
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
こ
の
現
実
の

直
接
的
反
映
を
私
が
構
築
し
た
世
界
の
な
か
へ
持
ち
こ
ま
な
い
」
原
則

が
、
作
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
た
と
云
え
る
。

￣

■■■■■

■■■■■■■少
年
の
頃
、
彼
は
森
の
境
で
一
人
遊
ん
で
い
る
と
き
な
ど
に
、
不

当
初
、
与
志
の
不
快
に
は
判
然
と
し
た
対
象
が
な
か
っ
た
。
「
は
じ
め

に
不
快
が
あ
っ
た
。
そ
の
不
快
を
解
釈
し
た
ら
自
同
律
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
」
（
加
賀
乙
彦
「
埴
谷
雄
高
と
安
部
公
房
の
世
界
」
『
日
本
文
学
全
集
』

第
四
八
巻
解
説
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
一
年
九
月
）
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
予
め
用
意
さ
れ
て
い
た
不
快
の
出
所
が
不
明
な
の
で
あ
る
。

「
自
同
律
の
不
快
」
の
根
本
に
は
不
安
が
あ
っ
た
。
与
志
の
「
異
常
感

覚
」
は
、
本
来
な
ら
ば
「
自
同
律
の
不
安
」
と
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

例
え
ば
、
食
事
中
に
蛸
を
噛
ん
だ
与
志
は
、
「
自
身
の
皮
闘
も
感
触
悪
い

も
の
に
見
え
た
」
と
さ
れ
、
「
自
身
の
手
は
自
己
で
は
な
い
と
い
う
意
見
」

に
到
達
し
た
。
こ
の
逸
話
は
、
「
異
常
感
覚
」
の
具
体
例
で
あ
る
が
、
自

分
の
手
を
眺
め
た
際
の
与
志
の
内
面
に
は
不
安
と
不
快
が
共
生
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
快
の
占
め
る
比
重
が
高
く
な
る
。

主
辞
と
賓
辞
の
間
に
跨
ぎ
越
せ
ぬ
ほ
ど
の
怖
ろ
し
い
不
快
の
深
淵

が
亀
裂
を
拡
げ
て
い
て
、
そ
の
不
快
の
感
覚
は
少
年
期
に
彼
を
襲
っ

て
き
た
異
常
な
気
配
へ
の
怯
え
に
似
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
同
一
の
性

質
を
持
っ
て
い
て
、
同
一
の
本
源
か
ら
発
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。

意
と
怯
え
た
。
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
っ
た
森
の
何
処
か
か
ら
か
す
か
な

地
響
き
が
起
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
何

ら
の
障
害
物
も
な
く
寂
莫
た
る
周
囲
か
ら
不
意
に
湧
き
お
こ
っ
て
く

る
。
そ
れ
は
駆
り
た
て
る
よ
う
な
気
配
で
あ
っ
た
。
如
何
に
泣
き
喚

い
て
駈
け
出
そ
う
と
も
、
そ
こ
か
ら
の
逃
亡
は
不
可
能
だ
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
気
配
で
あ
っ
た
。

ﾗ６
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まじめに不安ありき

無
垢
で
あ
っ
た
少
年
の
与
志
に
、
「
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
っ
た
森
」
や

「
何
ら
の
障
害
物
も
な
く
寂
莫
た
る
周
囲
」
か
ら
の
気
配
が
、
即
ち
無
か

ら
の
気
配
が
作
用
し
て
不
安
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
不
安
の
行
き
先

が
「
私
は
私
で
あ
る
」
自
同
律
に
向
か
っ
た
。
だ
が
、
幼
い
頃
の
「
異
常

感
覚
」
と
「
自
同
律
の
不
快
」
は
、
性
質
や
本
源
を
同
じ
く
す
る
と
云
え

ど
も
、
論
理
的
な
飛
躍
が
あ
る
。
不
安
か
ら
不
快
に
至
っ
た
経
緯
は
、
推

測
の
域
を
出
な
い
が
、
自
分
に
対
す
る
不
安
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
憤
り
が

変
化
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

菊
池
寛
『
藤
十
郎
の
恋
』
（
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
一
九
年
四
月
一
一
百
～

一
三
日
）
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
坂
田
藤
十
郎
は
名
声
を
窓
に

し
て
い
た
。

キ
ェ
ル
ヶ
ゴ
ー
ル
『
不
安
の
概
念
』
二
八
四
四
年
）
を
援
用
し
て
与
志
の

不
快
の
水
源
嶺
を
探
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

が
、
彼
は
心
の
裡
で
、
何
時
と
な
し
に
、
自
分
の
芸
に
対
す
る
不

安
を
感
じ
て
い
た
。
い
つ
も
、
同
じ
よ
う
な
役
に
扮
し
て
、
舌
た
る

い
傾
城
を
相
手
の
台
詞
を
云
う
こ
と
が
、
彼
の
心
の
中
に
、
ぼ
ん
や

無
は
？
そ
れ
は
不
安
を
つ
く
り
だ
す
。
無
垢
は
同
時
に
不
安
で

あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
無
垢
の
深
い
秘
密
で
あ
る
。
（
中
略
）

も
し
も
ひ
と
が
子
供
達
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
な
か
で
不

安
が
冒
険
的
な
ろ
も
の
．
途
方
も
な
い
も
の
．
謎
め
い
た
も
の
へ
の

憧
れ
と
い
う
姿
を
と
っ
て
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
そ
の
輪
郭
を
描
き

出
さ
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
斉
藤
信
治
訳
）

与
志
の
場
合
は
正
反
対
で
、
「
桃
の
実
の
ご
と
き
も
の
」
や
「
星
の
ご

と
き
も
の
」
は
見
当
た
ら
ず
、
不
安
や
不
快
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
与
志

は
、
「
異
常
感
覚
」
を
他
の
誰
と
も
共
有
出
来
な
い
。
高
等
学
校
以
来
の

友
人
で
あ
る
黒
川
建
吉
は
、
与
志
の
数
少
な
い
理
解
者
の
一
人
で
あ
る

が
、
「
自
同
律
の
不
快
」
に
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
与
志
の
内
面
を

（
注
３
）

理
解
し
た
上
で
、
第
三
者
に
代
弁
す
る
立
場
に
あ
る
。
ま
た
、
異
母
兄
の

首
猛
夫
は
与
志
の
対
立
者
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
解
説
者
に
も
衣
替
え
す

る
。
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
「
与
志
君
は
魂
の
病
気
で
す
」
と
津
田

夫
人
に
断
言
す
る
件
り
な
ど
か
ら
は
、
建
吉
に
比
肩
し
得
る
理
解
力
が
窺

こ
こ
で
も
不
安
か
ら
不
快
へ
の
変
化
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
ん
や
り

し
た
不
安
」
な
ら
ぬ
「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
快
」
は
、
藤
十
郎
の
心
の

伽
と
な
る
。
『
死
霊
』
の
三
輪
与
志
の
場
合
は
、
得
体
の
知
れ
な
い
気
配

を
解
明
出
来
な
い
苛
立
ち
に
端
を
発
す
る
不
快
で
あ
る
。
或
い
は
、
特

に
一
九
三
○
年
代
前
半
の
青
年
知
識
人
層
の
不
安
が
社
会
的
か
ら
精
神
的

な
も
の
へ
と
移
行
し
た
「
内
面
化
」
（
三
木
清
「
不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克
」

『
改
造
』
一
九
三
三
年
六
月
号
）
に
相
当
す
る
と
も
云
え
よ
う
。

ま
た
、
室
生
犀
星
に
「
何
者
ぞ
」
冑
不
同
調
』
一
九
二
八
年
二
月
号
）
と

云
う
詩
が
あ
る
。

何
者
か
割
れ
た
り
／
我
が
中
に
あ
り
て
閉
じ
ら
れ
し
も
の
割
れ
た

り
／
か
れ
ら
み
な
声
を
あ
げ
て
叫
び
出
せ
り
／
桃
の
実
の
ご
と
き
も

の
割
ら
れ
た
り
／
星
の
ご
と
き
も
の
光
り
出
せ
り

り
と
し
た
不
快
を
起
す
こ
と
が
度
重
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
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え
る
。
猛
夫
が
津
田
夫
人
に
対
し
て
披
露
す
る
与
志
の
洞
察
は
、
寡
黙
な

こ
の
青
年
の
内
側
に
迫
る
一
助
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
与
志
の
思

考
、
特
に
「
虚
体
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
、
与
志
自
身
も
明
言

を
避
け
て
い
る
。

津
田
夫
人
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
与
志
は
、
「
安
寿
子
が
ど
う
し
て

惚
れ
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
、
訳
が
分
か
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
た
が
、
娘

が
「
惚
れ
た
も
の
は
仕
方
が
な
い
」
と
諦
念
に
浸
っ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
津
田
夫
人
の
不
安
の
原
因
は
、
婚
約
者
ば
か
り
で
な
く
娘
に
も
あ
っ

た
。
与
志
と
出
掛
け
て
帰
宅
し
た
後
の
安
寿
子
は
、
「
捉
え
ど
こ
ろ
も
な

く
陰
気
な
三
輪
与
志
の
前
で
お
ど
お
ど
し
て
き
た
反
動
と
し
て
の
熱
烈

な
愛
の
表
現
」
と
し
て
の
「
小
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
を
起
こ
す
。
津
田
夫
人

は
、
娘
に
も
「
奇
妙
な
眼
付
」
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
不
安
と
諦
観
の
相

剋
が
津
田
夫
人
の
行
動
原
理
で
あ
る
。
例
え
ば
、
安
寿
子
や
与
志
の
よ
う

な
「
奇
妙
な
青
年
男
女
の
心
理
を
津
田
夫
人
に
納
得
の
行
く
ま
で
説
明
し

て
く
れ
そ
う
な
一
人
の
青
年
」
で
あ
る
猛
夫
と
の
対
話
に
は
、
一
章
の
与

志
・
岸
杉
夫
・
猛
夫
に
よ
る
議
論
を
凌
駕
す
る
分
量
と
熱
気
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
或
い
は
、
「
と
に
か
く
、
自
分
の
躯
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
駄
目

な
ん
で
す
。
凝
つ
と
し
て
い
た
ら
凍
え
て
し
ま
う
の
よ
」
と
娘
を
叱
略
す

る
。
母
の
後
押
し
に
応
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
安
寿
子
は
、
自
ら
の
行
動
を

足
掛
か
り
に
与
志
へ
の
不
安
を
解
消
す
る
よ
う
に
な
る
。
津
田
夫
人
自
身

も
、
元
警
視
総
監
の
夫
以
上
の
「
素
敵
な
調
べ
役
」
を
自
認
す
る
程
の
行

動
派
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
津
田
夫
人
は
、

作
品
を
前
進
さ
せ
る
腎
力
を
備
え
て
い
る
。

一
方
で
娘
の
安
寿
子
は
、
冷
淡
な
与
志
の
言
動
を
目
の
当
た
り
に
し
、

「
私
、
ど
う
す
れ
ば
好
い
ん
で
す
の
、
お
母
さ
ま
」
と
訴
え
る
。
安
寿
子

も
与
志
に
対
す
る
不
安
に
苛
ま
れ
て
い
る
。
八
章
で
安
寿
子
が
精
神
的
に

成
長
し
た
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
不
安
が
解
消
し
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。

一
章
と
九
章
の
安
寿
子
を
比
較
す
る
と
、
差
異
が
明
ら
か
で
あ
る
。
安
寿

子
に
主
眼
を
置
い
た
場
合
、
『
死
霊
』
か
ら
は
教
養
小
説
と
し
て
の
一
面

が
窺
え
る
。

八
章
で
安
寿
子
が
「
貧
民
窟
」
に
足
を
運
ぶ
。
そ
こ
は
、
「
剥
き
出
し

に
さ
れ
た
欲
望
が
原
始
そ
の
ま
ま
に
渦
巻
い
て
い
る
《
魔
窟
》
」
で
あ
り
、

裕
福
な
家
庭
に
生
ま
れ
育
っ
た
安
寿
子
に
と
っ
て
、
異
界
で
あ
る
。
こ
の

「
貧
民
窟
」
訪
問
は
、
安
寿
子
に
大
き
な
転
換
を
齋
し
た
。
一
般
住
宅
地

と
「
貧
民
窟
」
を
隔
て
て
い
る
も
の
は
小
運
河
で
あ
り
、
両
者
は
古
い
木

橋
に
よ
っ
て
繋
が
っ
て
い
る
。
「
ル
ビ
コ
ン
」
を
渡
っ
た
安
寿
子
の
重
大

宣
言
が
、
「
誕
生
日
を
前
に
し
て
、
与
志
さ
ん
の
前
で
す
で
に
も
う
お
ど

お
ど
し
て
い
る
こ
と
な
ど
な
い
『
お
と
な
』
に
な
っ
た
の
で
す
！
」
の
発

言
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
安
寿
子
の
数
年
来
の
不
安
が
完
全
に
解

消
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
迄
の
「
安
寿
子
は
、
三
輪
与
志
に
対
応
し
て
案

出
さ
れ
た
単
な
る
便
宜
的
存
在
だ
と
い
っ
て
い
い
」
（
大
久
保
典
夫
『
転
向

と
浪
漫
主
義
』
、
審
美
社
、
一
九
六
七
年
九
月
）
程
度
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
誕

生
会
が
催
さ
れ
る
次
の
九
章
で
は
、
中
心
的
人
物
と
し
て
会
の
主
導
権
を

握
る
に
至
る
。
作
品
は
、
安
寿
子
の
叫
び
を
棹
尾
と
し
て
幕
を
閉
じ
て
い

る
。と
こ
ろ
で
、
安
寿
子
は
一
三
歳
で
与
志
と
婚
約
し
て
い
る
。
こ
の
年

齢
に
つ
い
て
は
、
埴
谷
雄
高
が
影
響
を
受
け
た
作
家
の
一
人
で
あ
る
Ｅ
・

Ａ
・
ボ
ー
か
ら
着
想
を
得
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る
（
高
橋
和
巳
「
逸
脱
の

論
理
ｌ
埴
谷
雄
高
論
」
『
近
代
文
学
』
一
九
六
一
年
三
月
号
～
四
月
号
）
．
さ

ら
に
、
埴
谷
雄
高
と
の
関
連
は
問
わ
な
い
と
し
て
、
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ

ﾗ８
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」:じめに不安ありき
『
戦
争
と
平
和
』
に
て
、
ア
ン
ナ
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ナ
公
爵
夫
人
の
一
人
息

子
ポ
リ
ス
が
、
ロ
ス
ト
フ
伯
爵
の
娘
で
一
三
歳
の
ナ
タ
ー
シ
ャ
に
、
「
あ

と
四
年
…
…
そ
し
た
ら
ぼ
く
は
き
み
に
結
婚
を
申
し
込
む
よ
」
（
工
藤
精

一
郎
訳
）
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
の
作
家
で
も
、
小
島
政
次
郎
が
未
来
の

伴
侶
を
見
初
め
た
と
き
、
そ
の
女
性
は
一
三
歳
で
あ
っ
た
（
『
眼
中
の
人
』
）
。

ナ
ポ
コ
フ
『
ロ
リ
ー
タ
』
の
場
合
は
一
二
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
一
一
一
歳
と
一
三
歳
に
は
見
え
な
い
境
界
が
設
け
ら
れ
て
い
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
与
志
に
対
す
る
不
安
を
表
明
し
た
の
は
与
志
の
母
や
津
田
母

子
だ
け
で
は
な
い
。
「
あ
あ
、
安
寿
子
さ
ん
を
ど
う
す
る
ん
で
す
の
？

与
志
さ
ん
！
」
と
叫
ん
だ
尾
木
恒
子
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
乳
児
を
「
順

劣
」
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
与
志
へ
の
不
安
と
、
安
寿
子
の
先
行
き

を
慮
っ
た
叫
び
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
者
と
の
身
体
的
接
触
を
忌
み
嫌

う
与
志
は
、
電
車
の
中
で
若
い
母
親
が
乳
飲
み
子
に
頬
擦
り
し
た
の
を
目

撃
し
、
急
に
不
機
嫌
に
な
っ
た
揚
げ
句
に
下
車
し
た
程
で
あ
っ
た
。
与
志

が
乳
児
を
嫌
悪
す
る
決
定
的
な
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。
幼

少
期
に
母
親
か
ら
受
け
る
教
育
は
、
高
志
の
旧
友
で
あ
る
精
神
科
医
岸

杉
夫
に
よ
れ
ば
、
「
一
つ
の
観
念
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
聯
想
を
整
理

し
、
一
定
の
聯
想
の
み
を
絶
え
ず
習
慣
づ
け
る
強
制
」
で
あ
る
。
自
己
同

一
性
を
不
快
に
思
う
与
志
は
、
そ
の
よ
う
な
「
強
制
さ
れ
た
習
慣
」
を
嫌

悪
し
て
い
る
。
強
制
す
る
側
も
被
る
側
も
、
自
己
同
一
性
の
堅
固
な
枠
組

み
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
不
快
の
矛
先
が
乳
児
に
も
向
か
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
恒
子
の
不
安
は
、
四
章
で
与
志
が
乳
児
を
抱
い
た
際
に
解
消
し

（
注
４
）

て
い
る
。
一
一
一
戸
い
換
え
れ
ば
、
子
供
を
否
定
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
安
寿
子

が
後
述
す
る
恒
子
の
姉
の
よ
う
な
末
路
を
辿
る
可
能
性
が
消
失
し
た
。
与

志
と
安
寿
子
の
二
人
は
、
と
も
に
恒
子
に
よ
っ
て
思
索
的
な
変
化
を
遂
げ

て
い
る
。
恒
子
と
云
う
人
物
は
、
悩
め
る
人
々
に
対
す
る
導
き
手
の
役
割

を
担
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

自
同
律
や
存
在
に
由
来
す
る
不
快
は
、
哲
学
的
な
不
安
で
あ
る
。
問
題

は
、
「
形
而
上
学
的
『
不
安
』
」
の
根
源
と
し
て
の
「
三
輪
家
の
男
達
の
怖

ろ
し
い
考
え
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
女
性
の
悩
み
の
原
因
は
、
こ
こ
に

収
敞
さ
れ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
考
え
に
基
づ
く
難
を
蒙
っ
た
人

物
の
な
か
で
、
最
も
悲
劇
的
で
あ
っ
た
の
は
、
尾
木
節
子
で
あ
る
。
恒
子

の
姉
節
子
は
、
嘗
て
三
輪
高
志
が
原
因
で
心
中
し
て
い
た
。
「
革
命
の
過

誤
と
堕
落
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
第
一
原
因
は
革
命
家
が
子
供
を
も
つ
こ
と
に

よ
っ
て
ま
ず
起
る
の
だ
！
」
と
言
い
放
つ
高
志
の
持
論
は
、
小
冊
子
『
自

分
だ
け
で
お
こ
な
う
革
命
』
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

生
に
「
無
反
省
」
「
無
自
覚
」
な
ま
ま
、
子
供
を
産
ん
だ
も
の
は
、

す
べ
て
、
愚
か
な
自
己
擁
護
者
で
あ
っ
て
、
巨
大
な
生
の
な
か
の
自

己
に
つ
い
て
の
一
片
の
想
念
だ
に
彼
の
脳
裡
を
掠
め
す
ぎ
た
こ
と
は

な
い
。
自
己
と
自
己
の
家
族
の
愚
か
な
肯
定
者
、
自
足
者
で
あ
る
彼

は
、
つ
ね
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
ひ
た
む
き
の
保
持
者
で
あ
っ
て
、
自

他
と
も
に
顛
覆
し
、
創
造
す
る
革
命
者
た
り
得
な
い
。

た
だ
「
自
覚
的
」
に
子
供
を
も
た
ぬ
も
の
の
み
が
、
「
有
か
ら
有
を

産
む
」
愚
か
な
慣
例
を
全
転
覆
し
、
は
じ
め
て
ま
っ
た
く
自
己
遺
伝

と
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
有
の
嘗
て
見
知
ら
ぬ
新
し
い

未
知
の
虚
在
を
創
造
」
す
る
。

日本文學誌要第６９号”
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高
志
が
五
章
で
「
存
在
の
革
命
」
に
関
す
る
独
白
を
繰
り
広
げ
る
直
前

に
、
与
志
は
「
何
故
、
『
あ
の
人
』
は
死
ん
だ
の
で
す
？
」
と
兄
に
間
う

て
い
る
。
高
志
は
、
「
俺
が
、
子
供
の
存
在
を
容
認
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
」

と
答
え
る
。
高
志
に
絶
望
し
た
節
子
は
、
「
一
角
犀
」
と
云
う
潭
名
の
男

性
と
心
中
す
る
。
三
章
で
与
志
と
黒
川
建
吉
の
会
話
の
な
か
で
節
子
（
語

り
手
は
「
少
女
」
、
与
志
は
「
亡
く
な
っ
た
ひ
と
」
と
説
明
）
の
話
題
が

出
る
の
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
心
中
の
原
因
は
不
明
と
さ
れ
て
い
た
。

以
降
の
章
に
及
ぶ
伏
線
の
始
ま
り
で
あ
る
。
四
章
で
節
子
に
起
こ
っ
た

異
変
が
朧
気
な
が
ら
示
唆
さ
れ
、
五
章
で
心
中
を
し
た
表
向
き
の
理
由
が

明
か
さ
れ
、
八
章
に
な
っ
て
漸
く
真
相
が
解
明
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
『
死
霊
』
の
「
探
偵
小
説
的
構
成
」
（
自
序
）
を
論
じ
た
山
下
武
『
探

偵
小
説
の
饗
宴
』
（
青
弓
社
、
一
九
九
○
年
二
月
）
で
は
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
が
、
節
子
の
最
期
の
追
及
も
探
偵
小
説
的
で
あ
る
。

高
志
は
、
節
子
の
心
中
を
、
「
も
し
俺
の
子
供
が
も
て
な
い
の
な
ら
、

俺
の
な
か
へ
彼
女
自
身
を
孕
ま
せ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
た
め
の
行

動
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
節
子
の
妹
恒
子
の
解
釈
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
高
志
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
心
中
の
受
け
止
め
方
に
差
異
が
あ
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど

何
か
の
解
き
が
た
い
暗
い
悩
み
を
も
っ
て
や
っ
て
き
た
あ
の
「
一

角
犀
」
と
い
う
ひ
と
と
、
恋
愛
関
係
も
な
い
ま
ま
「
心
中
」
し
た

姉
は
、
高
志
兄
さ
ん
の
怖
ろ
し
い
「
思
想
」
そ
の
も
の
だ
け
と
「
心

中
」
し
た
の
が
心
底
か
ら
の
真
実
な
の
で
す
。
死
以
上
の
死
の
全
反

抗
の
魂
を
そ
こ
に
懸
命
に
密
封
し
閉
じ
こ
め
お
お
せ
た
ま
ま
…
…
。

め
て
お
く
が
、
恒
子
の
説
与
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
節
子
は
高
志
の
思

想
と
心
中
す
る
窮
極
の
手
段
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
不
安

を
解
消
し
よ
う
と
し
た
と
は
見
倣
せ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
種
の
復
讐
に

な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
吉
屋
信
子
『
鬼
火
』
冑
婦
人
公
論
』

一
九
五
一
年
二
月
号
）
に
於
け
る
瓦
斯
の
青
白
い
炎
（
鬼
火
）
に
は
、
首

を
吊
っ
た
女
性
の
集
金
人
に
対
す
る
遺
恨
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
節
子
の

心
中
も
、
背
後
の
状
況
は
違
う
が
、
そ
れ
と
同
様
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
『
鬼
火
』
の
集
金
人
は
失
院
し
、
『
死
霊
』
の
三
輪
高
志
は
病
に
伏

せ
て
い
る
。
遺
恨
を
向
け
ら
れ
た
相
手
の
受
け
た
精
神
的
な
波
紋
は
、
甚

大
で
あ
っ
た
。

こ
れ
迄
み
て
き
た
よ
う
に
、
凡
て
の
登
場
人
物
は
、
不
安
を
解
消
し
よ

う
と
努
め
、
成
し
遂
げ
て
い
る
。
否
、
唯
一
未
達
成
で
あ
る
人
物
と
し
て

三
輪
与
志
の
名
前
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
志
は
、
「
自
同
律
の

不
快
」
を
打
破
す
る
た
め
に
、
「
嘗
て
な
か
っ
た
も
の
、
ま
た
、
決
し
て

あ
り
得
ぬ
も
の
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
虚
体
」
を
想
望
し
て
い
る
。
「
自

同
律
の
不
快
」
か
ら
「
虚
体
」
に
至
る
、
こ
の
「
存
在
の
革
命
」
は
、
道

筋
こ
そ
示
さ
れ
た
が
、
「
虚
体
」
な
る
概
念
の
内
実
は
甚
だ
し
く
不
明
瞭

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
幼
少
期
か
ら
違
和
感
を
抱
え
続
け
て
い
た
与

志
に
と
っ
て
、
そ
の
案
出
は
、
一
条
の
光
明
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

以
上
の
考
察
を
簡
約
す
る
と
次
の
と
お
り
に
な
る
。
不
安
を
土
台
と
し

て
生
じ
た
男
性
の
不
快
は
、
や
が
て
女
性
に
も
間
接
的
に
波
及
す
る
。
女

性
に
芽
生
え
た
不
安
と
は
、
総
じ
て
男
性
の
側
に
原
因
が
あ
る
。
形
而
上

学
的
な
観
念
に
葱
か
れ
た
青
年
は
、
決
し
て
周
囲
を
顧
み
ず
、
自
己
の

作
り
上
げ
た
堅
牢
な
世
界
に
固
執
す
る
。
彼
ら
を
取
り
巻
く
女
性
の
不
安

は
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
は
自
ら
の
発
意
に
よ
っ
て
そ
れ

6ｏ
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j:じめに不安ありき

最
後
に
、
埴
谷
雄
高
に
於
け
る
不
安
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

埴
谷
雄
高
は
、
島
尾
敏
雄
の
本
質
を
「
は
じ
め
に
不
安
あ
り
き
」

ホ
モ
・
セ
ン
テ
イ
エ
ン
ス

（
「
感
覚
人
、
島
尾
敏
雄
」
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
’
九
七
三
年
一

○
月
号
）
と
呼
ん
で
い
る
。
即
ち
、
「
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
向
っ
て
驚
嘆
す

べ
き
長
い
、
長
い
持
続
力
を
保
持
し
な
が
ら
極
度
に
繊
細
鋭
敏
な
切
迫
感

を
も
っ
て
顔
え
つ
づ
け
る
彼
の
感
覚
の
原
質
」
（
「
不
安
の
原
質
ｌ
島
尾

敏
雄
」
『
カ
イ
エ
』
一
九
七
八
年
一
二
月
臨
時
増
刊
号
）
で
あ
る
と
云
う
。
こ

れ
ら
の
文
章
は
、
埴
谷
雄
高
が
自
身
の
「
感
覚
の
原
質
」
を
解
説
し
て
い

る
と
も
見
倣
せ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
「
自
同
律
の
不
快
」
も
ま
た
「
は

じ
め
に
不
安
あ
り
き
」
で
あ
っ
て
、
諸
作
品
の
主
軸
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
向
っ
て
驚
嘆
す
べ
き
長
い
、
長
い
持
続
力
を

保
持
」
し
て
い
た
の
は
、
島
尾
敏
雄
に
限
ら
な
い
。
埴
谷
雄
高
の
文
学
活

動
は
、
創
作
の
他
、
翻
訳
・
政
治
論
文
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
研
究
・
映

画
評
論
な
ど
多
岐
に
一
旦
ろ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
営
為
の
中
心
で
あ
る
『
死

霊
』
の
継
続
期
間
は
「
驚
嘆
す
べ
き
」
長
さ
で
あ
っ
た
。

埴
谷
雄
高
の
作
品
は
、
就
中
『
死
霊
』
は
、
「
人
間
の
良
心
や
倫
理
的

側
面
、
心
理
的
な
苦
痛
や
悩
み
な
ど
が
主
眼
と
な
る
の
で
な
く
、
自
己
自

身
の
探
究
の
シ
ス
テ
ム
の
発
見
に
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
（
立
石

伯
弓
死
霊
七
章
』
論
ｌ
十
字
架
を
背
負
う
男
た
ち
の
究
極
ｌ
」
『
日
本
文

を
克
服
す
る
。
そ
し
て
、
男
性
は
女
性
に
促
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
考
を

微
調
整
し
、
作
品
世
界
が
徐
々
に
進
展
し
て
い
く
。
人
間
関
係
に
焦
点
を

絞
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
構
図
が
『
死
霊
』
か
ら
読
み
取
れ
る
。

お
わ
り
に

學
誌
要
』
第
一
一
一
六
号
、
’
九
八
七
年
一
一
一
月
）
と
す
る
論
が
あ
る
よ
う
に
、
登

場
人
物
の
心
境
は
作
品
の
核
心
に
な
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
首
猛
夫
と

三
輪
与
志
の
対
立
や
尾
木
姉
妹
の
悲
痛
な
ど
は
、
作
品
を
形
成
す
る
様
々

な
素
材
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
云
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
基
底
に
は
、
新

た
な
存
在
形
式
を
追
窮
す
る
前
提
と
し
て
の
要
素
、
即
ち
不
安
が
潜
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

（
注
）

１
例
え
ば
、
立
石
伯
「
虚
実
の
向
こ
う
側
」
（
『
鳩
よ
－
．
』
一
九
九
一
年

九
月
号
）
に
て
、
埴
谷
雄
高
の
実
生
活
に
生
じ
た
恐
怖
や
不
安
が
幾
つ

か
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

２
埴
谷
雄
高
が
、
こ
の
作
家
か
ら
受
け
た
直
接
的
な
影
響
と
し
て
、

「
彼
の
自
殺
は
お
れ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
『
や
け
の
や
ん
ば
ち
』
を
何

か
純
粋
化
し
た
よ
う
な
一
種
の
衝
撃
だ
っ
た
ん
だ
。
こ
の
と
き
が
文

学
へ
い
く
か
左
翼
の
政
治
運
動
に
い
く
か
の
分
か
れ
目
だ
っ
た
ん
だ

ろ
う
ね
」
（
大
岡
昇
平
・
埴
谷
雄
高
『
二
つ
の
同
時
代
史
』
、
岩
波
書

店
、
一
九
八
四
年
七
月
）
と
自
己
分
析
し
た
発
言
が
あ
る
。

３
三
輪
高
志
・
首
猛
夫
・
矢
場
徹
吾
・
一
一
一
輪
与
志
は
、
異
母
兄
弟
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
か

ら
摂
取
し
た
設
定
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
不
安
の
文
学
」
の
時
代
に
生

じ
た
、
「
作
家
内
部
の
矛
盾
を
分
身
化
し
た
複
数
の
主
人
公
の
創
造
と
、

そ
の
相
互
批
判
と
い
う
文
学
方
法
」
（
亀
井
秀
雄
「
不
安
の
文
學
」
、
日

本
近
代
文
学
館
・
小
田
切
進
編
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
四
巻
所

収
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
二
月
）
と
合
致
す
る
特
徴
で
も
あ
る
。

４
大
澤
真
幸
「
未
来
へ
の
／
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
ー
男
は
な
ぜ
幼

子
を
抱
い
た
の
か
」
（
『
群
像
』
二
○
○
三
年
五
月
号
）
に
て
、
些
か
不

明
瞭
な
が
ら
、
与
志
の
一
連
の
行
動
に
関
す
る
解
釈
が
述
べ
ら
れ
て
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い
る
。
ま
た
、
大
澤
論
文
を
含
む
先
行
研
究
で
は

が
、
与
志
の
行
為
の
必
然
性
は
、
乳
児
が
落
下
す

い
「
木
製
の
ベ
ン
チ
」
と
い
う
設
備
に
よ
っ
て
補

れ
る
。

（
た
な
く

ゆ
う
す
け
・
博
士
後
期
課
程
二
年
）

言
及
さ
れ
て
い
な
い

ろ
危
険
性
の
低
く
な

わ
れ
て
い
る
と
恩
わ

6２
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