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こ
の
厳
し
い
、
激
し
い
、
冷
酷
な
、
人
間
を
手
玉
に
と
っ
て

翻
弄
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
今
日
の
現
実
と
い
う
も
の
の
ほ
ん

と
う
の
姿
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
う
い
う
盲
目
的
な
意
志
を
貫
ぬ

こ
う
と
し
て
荒
れ
狂
う
現
実
を
、
人
間
の
打
ち
立
て
た
一
定
の

法
則
の
下
に
し
っ
か
と
組
み
伏
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
こ
そ
が

共
産
主
義
者
の
持
つ
大
き
な
任
務
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、

自
分
も
亦
、
そ
の
為
に
闘
っ
て
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
―
―

そ
う
は
一
応
頭
の
な
か
で
思
い
な
が
ら
、
彼
の
本
心
は
い
つ
か

そ
の
任
務
を
果
す
た
め
の
闘
争
を
回
避
し
、
苦
し
い
現
実
の
中

か
ら
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
逃
げ
出
す
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
積
極
的
に
生
き
よ
う
と
い
う
欲
望
に
も

燃
え
ず
、
凡
て
の
事
柄
に
興
味
を
失
い
、
た
だ
た
だ
現
実
を
嫌

悪
し
、
空
々
寞
々
た
る
隠
者
の
よ
う
な
生
活
を
夢
の
よ
う
に
頭

の
な
か
に
え
が
い
て
、
ぼ
ん
や
り
一
日
を
く
ら
す
よ
う
に
な
っ

一
　
島
木
健
作
「
癩
」

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
作
家
島
木
健
作
の
「
癩
」（
１
９
３
４
年
）
は
、

１
９
２
８
年
の
日
本
共
産
党
等
へ
の
弾
圧
事
件
「
３
，
１
５
事
件
」

で
検
挙
・
投
獄
さ
れ
た
島
木
の
体
験
を
基
に
創
作
さ
れ
た
小
説
で
あ

る
。

　

主
人
公
の
「
太
田
」
は
、
刑
務
所
で
喀
血
し
、
肺
結
核
と
診
断
さ

れ
、
隔
離
病
棟
に
移
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
「
ら
い
」
病
者
が
数
人
お

り
、
そ
の
姿
に
驚
愕
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
の
一
人
に
か
つ
て
の

同
志
で
あ
る
「
岡
田
」
を
見
つ
け
、
岡
田
が
未
だ
思
想
を
捨
て
て
な

い
こ
と
を
知
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

太
田
は
、
獄
舎
の
中
で
次
の
よ
う
に
煩
悶
す
る
。

〈
論
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沖
縄
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ハ
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生
き
る
と
い
う
こ
と
の
浅
ま
し
さ
に
戦
慄
し
た
の
で
あ
っ
た（
２
）。

　

こ
の
よ
う
な
対
照
的
描
写
は
、
こ
の
小
説
の
主
題
が
、
も
ち
ろ
ん

「
ら
い
」
者
の
尊
厳
を
表
現
す
る
事
で
は
な
く
て
、
主
人
公
「
太
田
」

の
煩
悶
と
非
転
向
者
「
岡
田
」
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、「
ら
い
」
を

遠
景
化
し
て
い
る
。

　

岡
田
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　

彼
は
い
つ
も
こ
こ
の
世
界
に
は
不
似
合
な
平
然
た
る
顔
つ
き

を
し
、
運
動
の
時
に
は
も
う
長
い
間
、
何
回
も
歩
き
慣
れ
た
道

の
よ
う
に
、
さ
っ
さ
と
脇
目
も
ふ
ら
ず
か
の
花
園
の
間
の
細
道

を
歩
く
の
で
あ
る
。（
略
）
運
動
時
間
ご
と
に
見
る
そ
の
顔
は

病
気
に
醜
く
歪
ん
で
は
い
る
が
、
格
別
の
い
ら
だ
た
し
さ
を
示

す
で
も
な
く
、
そ
の
四
肢
は
軽
々
と
若
々
し
い
力
に
満
ち
て
動

く
の
で
あ
る（
３
）。

　

岡
田
が
そ
の
よ
う
に
他
の
「
ら
い
」
者
と
違
う
の
は
何
故
だ
ろ
う

か
と
「
太
田
」
は
考
え
る
。

　

彼
に
あ
っ
て
は
万
事
が
も
う
す
で
に
終
っ
て
い
る
の
だ
。
そ

う
い
う
岡
田
は
今
日
、
ど
う
い
う
気
持
で
毎
日
を
生
き
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
今
日
自
分
自
身
が
全
く
廃
人
で
あ
る
事
を
自

覚
し
て
い
る
は
ず
の
彼
は
、
ど
ん
な
気
持
を
持
ち
続
け
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
、
共
産
主
義
者
と
し
て
の
み
生
き
甲
斐
を
感
じ
又

た
。
そ
れ
は
、
結
局
は
や
は
り
病
に
む
し
ば
ま
れ
た
彼
の
生
気

を
失
っ
た
肉
体
が
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
だ

が
、
時
々
は
過
去
に
於
て
彼
を
と
ら
え
た
情
熱
が
、
再
び
暴
風

の
よ
う
に
そ
の
身
裡
を
か
け
巡
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
太
田
は
拳

を
固
め
、
上
気
し
た
熱
い
頬
を
感
じ
な
が
ら
、
暗
い
独
房
の
な

か
で
若
々
し
く
興
奮
し
た
。
し
か
し
次
の
瞬
間
に
は
す
ぐ
に

「
だ
が
、
そ
れ
が
何
に
な
る
、
死
に
か
か
っ
て
い
る
お
前
に
と
っ

て
！
」
と
い
う
意
地
の
わ
る
い
囁
き
が
こマ

マえ
、
そ
れ
は
烈
し
い

毒
素
の
よ
う
に
一
切
の
情
熱
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
彼
は
再
び
冷
た
い

死
灰
の
よ
う
な
心
に
復
る
の
で
あ
っ
た（
１
）。

　

煩
悶
す
る
「
太
田
」
に
対
し
て
「
ら
い
」
者
は
、
次
の
よ
う
に
描

か
れ
る
。

　

身
体
が
も
う
半
ば
腐
っ
て
居
り
な
が
ら
、
な
ん
と
そ
の
生
活

力
の
壮
ん
な
こ
と
！　

食
欲
は
人
の
数
倍
も
旺
盛
で
、
そ
の
た

め
に
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
た
食
物
の
争
奪
の
た
め
に
つ
か
み
合

い
が
始
ま
る
ほ
ど
で
あ
り
―
―
又
性
欲
も
お
さ
え
難
く
強
い
ら

し
く
、
夏
の
あ
る
夕
べ
、
か
の
雑
居
房
の
四
人
が
ひ
と
し
き
り

猥
ら
な
話
に
興
じ
た
あ
げ
く
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
、
い
き
な

り
四
ツ
ん
ば
い
に
な
っ
て
動
物
の
あ
る
時
期
の
姿
態
を
真
似
な

が
ら
、
げ
ら
げ
ら
と
笑
い
出
し
た
の
を
見
た
時
に
は
、
太
田
は

思
わ
ず
、
あ
あ
、
と
声
を
あ
げ
、
人
間
の
動
物
的
な
、
盲
目
的

な
生
の
衝
動
の
強
さ
に
打
た
れ
、
や
が
て
は
そ
れ
を
憎
み
、
―
―
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生
き
て
来
た
彼
は
、
今
日
で
も
な
お
そ
の
主
義
に
対
す
る
信
奉

を
失
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
の
前
に
屈

伏
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
彼
は
自
殺
を
考
え
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か（
４
）？

　

そ
の
よ
う
な
太
田
に
対
し
て
、
岡
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ

る
。　

「
只
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
は
っ
き
り
と
今
で
も
君
に
言
え
る
。

僕
は
身
体
が
半
分
腐
っ
て
来
た
今
で
も
決
し
て
昔
の
考
え
を
す

て
て
は
い
な
い
よ
。
そ
れ
は
決
し
て
瘠
せ
我
慢
で
は
な
く
、
又
、

何
か
に
強
制
さ
れ
た
気
持
で
無
理
に
そ
う
考
え
て
い
る
の
で
も

な
い
ん
だ
。
実
際
こ
ん
な
身
体
に
な
っ
て
、
尚
瘠
せ
我
慢
を
張

る
ん
で
は
惨
め
だ
か
ら
ね
。
―
―
僕
の
は
き
わ
め
て
自
然
に
そ

う
な
ん
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
一
日
だ
っ
て
今
の
僕
が
生
き
て

行
け
な
い
事
は
君
に
も
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
…
…
そ
れ
か
ら

僕
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
も
決
し
て
、
監
獄
で
首
を
縊
っ

た
り
は
し
な
い
よ
。
自
分
で
自
分
の
身
体
の
仕
末
の
出
来
る
限

り
は
生
き
て
行
く
つ
も
り
だ（
５
）。」

　

つ
ま
り
作
者
島
木
は
、
思
想
の
優
位
性
、
超
越
性
を
「
岡
田
」
の

描
写
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
ら
い
」
者
の
精
神
を
支

え
る
可
能
性
と
し
て
「
思
想
」
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
パ
タ
ー

ン
の
一
つ
を
提
示
し
た
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、

そ
れ
は
極
め
て
観
念
的
で
あ
る
。「
ら
い
」
者
の
描
写
が
、
極
め
て

皮
相
的
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ら
い
」
者
の
実
存
に
迫
る
描
写
は
選
択

さ
れ
ず
、「
ら
い
」
は
、
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。

二
　
與
儀
正
昌
「
顚
末
」

　

さ
て
、
島
木
「
癩
」
の
翌
年
１
９
３
５
年
に
雑
誌
『
文
學
界
』
に

掲
載
さ
れ
た
沖
縄
の
作
家
與
儀
正
昌
に
「
顚
末
」
と
い
う
小
説
が
あ

る
。

　
「
顚
末
」
は
、
１
９
１
８
年
の
沖
縄
北
部
名
護
伊
差
川
周
辺
（
後

に
愛
楽
園
が
立
て
ら
れ
た
屋
我
地
島
か
ら
４
，
５
キ
ロ
）
と
目
さ
れ

る
架
空
の
「
姫
住
村
」
を
舞
台
に
、
鉱
山
採
掘
に
反
対
す
る
村
中
の

宗
家
と
し
て
の
「
村
元
」
の
親
爺
と
、
そ
の
親
爺
の
次
女
の
婿
で
鉱

山
採
掘
で
一
儲
け
し
よ
う
と
い
う
区
長
と
の
争
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

区
長
の
「
我
部
」
は
、
相
場
仲
間
の
那
覇
の
商
人
「
国
場
」
に
そ
そ

の
か
さ
れ
、
鉱
山
採
掘
に
手
を
出
し
、
村
の
大
事
な
山
に
試
掘
を
始

め
る
。
親
爺
の
長
女
で
白
痴
の
巫
女
の
占
い
で
村
に
禍
が
来
る
と
予

言
さ
れ
、
そ
の
年
の
秋
、
村
に
流
行
性
感
冒
（
ス
ペ
イ
ン
風
邪
）
が

流
行
し
だ
し
、「
我
部
」
は
、
親
爺
や
村
人
に
責
め
ら
れ
る
。「
我
部
」

は
、
そ
の
年
の
初
め
こ
ろ
か
ら
太
股
の
赤
い
斑
点
に
気
づ
い
て
い
た

が
、「
ら
い
病
」
と
分
か
り
、
妻
を
流
行
性
感
冒
で
失
く
し
、
さ
ら

に
肉
体
関
係
に
あ
っ
た
白
痴
の
巫
女
も
ハ
ブ
に
噛
ま
れ
て
死
に
、
彼

は
谷
底
に
身
を
投
げ
る
と
い
う
結
末
に
な
る
。
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こ
の
作
品
で
、
病
気
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　
「
た
だ
腐
れ
落
ち
て
行
く
醜
穢
な
自
分
の
肉
体
ば
か
り
が
眼
に
浮

ん
で
来
る
」「
妻
の
腹
の
中
で
蠢
い
て
い
る
と
い
う
赤
ん
坊
の
こ
と

を
思
う
と
、
そ
の
子
の
将
来
ま
で
が
思
わ
れ
て
彼
の
苦
し
み
は
二
重

に
な
る
」
と
あ
り
、
秋
の
半
ば
に
な
る
と
「
彼
の
顔
は
汚
ら
し
い
吹

出
も
の
の
よ
う
に
所
ど
こ
ろ
腐
れ
か
け
て
醜
く
歪
ん
で
い
た
」。「
我

部
」
は
「
或
る
時
は
天
の
眼
が
激
し
く
自
分
の
し
た
こ
と
を
凝
視
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
恐
れ
戦
く
の
で
あ
っ
た
」「
自
分
の
業
病

を
思
い
、
嘗
て
は
鉱
山
の
こ
と
で
親
爺
を
苦
し
め
た
こ
と
を
思
う
と
、

た
と
え
そ
れ
が
自
分
の
信
念
か
ら
成
さ
れ
た
仕
事
だ
っ
た
と
は
い
え
、

あ
の
頃
の
親
爺
の
呪
い
の
言
葉
ま
で
が
思
い
出
さ
れ
て
来
て
、
我
部

に
は
事
実
自
分
自
身
が
罰
当
た
り
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
て
来

る
の
で
あ
っ
た（
６
）」。

　

本
作
品
で
、
主
人
公
は
、
美
人
の
妻
を
失
い
た
く
な
い
利
己
心
か

ら
く
る
金
銭
欲
の
た
め
、
自
然
と
共
生
す
る
村
の
掟
を
破
り
村
の
山

に
穴
を
開
け
、
親
爺
に
逆
ら
い
、
自
分
の
跡
継
ぎ
が
欲
し
い
と
い
う

利
己
心
の
た
め
、
白
痴
の
巫
女
と
関
係
を
持
ち
、
親
爺
を
騙
し
た
。

そ
れ
ら
の
悪
事
の
せ
い
で
、「
業
病
」
と
い
う
天
罰
が
下
っ
た
と
描

か
れ
て
い
た
。

　

小
説
が
発
表
さ
れ
た
１
９
３
０
年
代
の
ハ
ン
セ
ン
病
を
め
ぐ
る
時

代
状
況
は
、
１
９
３
１
年
国
際
連
盟
の
「
ら
い
公
衆
衛
生
の
原
理
」

で
早
期
感
染
者
の
隔
離
政
策
か
ら
の
脱
却
が
示
さ
れ
、
日
本
の
医
学

者
小
笠
原
登
の
論
文
「
ら
い
に
関
す
る
三
つ
の
迷
信
」
で
も
、
そ
の

伝
染
力
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
日
本
政

府
は
正
式
な
法
律
と
し
て
「
癩
予
防
法
」
を
成
立
さ
せ
、
患
者
の
強

制
隔
離
に
乗
り
出
し
た
。
数
年
前
か
ら
の
「
無
ら
い
県
運
動
」
な
ど
、

政
府
に
よ
る
情
報
操
作
は
国
民
の
間
に
行
き
わ
た
り
、
作
家
島
木
健

作
も
「
ら
い
」
を
死
病
と
認
識
し
、
沖
縄
の
與
儀
正
昌
は
遺
伝
す
る

業
病
と
恐
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
顚
末
」
の
作
者
の
與
儀
正
昌
は
、
仲
程
昌
徳
『
沖
縄
の
文
学
』

に
よ
れ
ば
、
沖
縄
か
ら
上
京
し
、
１
９
２
７
年
、
１
９
２
８
年
の
文

芸
雑
誌
『
創
作
時
代
』（
編
集
顧
問　

菊
池
寛
、
編
集
責
任　

片
岡

鉄
平
、
横
光
利
一
、
川
端
康
成
、
菅
忠
雄
ら
）
に
短
歌
を
発
表
、
１

９
３
４
年
横
光
の
推
薦
に
よ
っ
て
文
壇
文
芸
雑
誌
『
文
學
界
』
に
小

説
「
榕
樹
」
を
発
表
し
た
。

三
　
北
條
民
雄

　
「
顚
末
」
は
、
川
端
の
推
薦
で
発
表
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
川

端
康
成
が
文
壇
に
登
場
さ
せ
た
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
者
が
北
條
民
雄
で

あ
る
。
北
條
の
代
表
作
「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
、「
顚
末
」
と
同
じ

く
翌
年
の
『
文
學
界
』
１
９
３
６
年
２
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

当
時
新
興
の
文
学
雑
誌
『
文
学
界
』
は
、
２
年
続
け
て
ハ
ン
セ
ン
病

関
係
文
学
作
品
を
掲
載
し
た
こ
と
に
な
る（
７
）。

　
「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
「
ら
い
」
と
宣
告
さ
れ
た
「
尾
田
」
は
、
入
院
し
て
す
ぐ
に
、
こ

れ
ま
で
数
回
企
て
た
自
殺
を
決
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
ま
た
失
敗
し

た
。
そ
の
現
場
を
見
た
介
添
え
人
で
病
者
の
「
佐
柄
木
」
か
ら
次
の
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よ
う
に
諭
さ
れ
る
。

　
「
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
生
命
で
す
。
生
命
そ
の
も
の
、

い
の
ち
そ
の
も
の
な
ん
で
す
。
僕
の
言
う
こ
と
、
解
っ
て
く
れ

ま
す
か
、
尾
田
さ
ん
。
あ
の
人
達
の
『
人
間
』
は
も
う
死
ん
で

亡
び
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
、
生
命
だ
け
が
、
ぴ
く
ぴ
く

と
生
き
て
い
る
の
で
す
。
な
ん
と
い
う
根
強
さ
で
し
ょ
う
。
誰

で
も
癩
に
な
っ
た
刹
那
に
、
そ
の
人
の
人
間
は
亡
び
る
の
で
す
。

死
ぬ
の
で
す
。
社
会
的
人
間
と
し
て
亡
び
る
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
ん
な
浅
は
か
な
亡
び
方
で
は
決
し
て
な
い
の
で
す
。

廃
兵
で
は
な
く
、
廃
人
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
、
尾
田
さ
ん
、
僕

等
は
不
死
鳥
で
す
。
新
し
い
思
想
、
新
し
い
眼
を
持
つ
時
、
全

然
癩
者
の
生
活
を
獲
得
す
る
時
、
再
び
人
間
と
し
て
生
き
復
る

の
で
す
。
復
活
、
そ
う
復
活
で
す
。
ぴ
く
ぴ
く
と
生
き
て
い
る

生
命
が
肉
体
を
獲
得
す
る
の
で
す
。
新
し
い
人
間
生
活
は
そ
れ

か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
尾
田
さ
ん
、
あ
な
た
は
今
死
ん
で
い
る

の
で
す
。
死
ん
で
い
ま
す
と
も
、
あ
な
た
は
人
間
じ
ゃ
あ
な
い

ん
で
す
。
あ
な
た
の
苦
悩
や
絶
望
、
そ
れ
が
何
処
か
ら
来
る
か
、

考
え
て
見
て
下
さ
い
。
一
た
び
死
ん
だ
過
去
の
人
間
を
捜
し
求

め
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（
８
）。」

　
「
ら
い
」
者
の
異
様
な
姿
に
絶
望
し
た
「
尾
田
」
に
実
存
の
覚
悟

を
説
い
た
「
佐
柄
木
」
の
復
活
の
道
は
次
の
よ
う
な
「
表
現
」
行
為

に
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
盲
目
に
な
る
の
は
判
り
切
っ
て
い
て
も
、
尾
田
さ
ん
、
や

は
り
僕
は
書
き
ま
す
よ
。盲
目
に
な
れ
ば
な
っ
た
で
、ま
た
き
っ

と
生
き
る
道
は
あ
る
筈
で
す
。
あ
な
た
も
新
し
い
生
活
を
始
め

て
下
さ
い
。
癩
者
に
成
り
切
っ
て
、
更
に
進
む
道
を
発
見
し
て

下
さ
い
。
僕
は
書
け
な
く
な
る
ま
で
努
力
し
ま
す（
９
）。」

　

作
者
の
北
條
民
雄
は
、
こ
の
作
品
を
「
そ
し
て
佐
柄
木
は
一
つ
大

き
く
呼
吸
す
る
と
、
足
ど
り
ま
で
も
一
歩
一
歩
大
地
を
踏
み
し
め
て

行
く
、
ゆ
る
ぎ
の
な
い
若
々
し
さ
に
満
ち
て
い
た
。」
と
い
う
文
章

で
締
め
く
く
っ
た
。
作
者
に
と
っ
て
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
、「
ら

い
」
者
に
と
っ
て
の
光
明
の
入
り
口
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

と
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、「
ら
い
」
者
の
実
存
は
、
こ
の
よ
う
な

教
訓
的
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
小
説
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

北
條
民
雄
が
入
院
し
て
い
た
全
生
病
院
で
は
書
簡
類
は
検
閲
さ
れ

て
い
て
、
こ
の
「
い
の
ち
の
初
夜
」
も
、
検
閲
が
意
識
さ
れ
て
い
た

と
み
る
こ
と
が
出
来
る
。『
定
本　

北
條
民
雄
全
集
下
巻
』（
東
京
創

元
社
、
１
９
９
６
年
）
の
巻
末
「
覚
書
」
で
、
編
者
の
川
端
香
男
里

は
、
全
生
病
院
検
閲
係
よ
り
川
端
康
成
へ
の
次
の
よ
う
な
書
簡
を
紹

介
し
て
い
る
。

（
前
略
）
只
今
御
手
許
へ
御
送
付
申
上
候
二
編
は
本
院
の
統
制

上
之
れ
が
発
表
せ
ら
れ
る
は
甚
だ
面
白
か
ら
ざ
る
事
と
存
ぜ
ら

れ
候
（
後
略
）
昭
和
十
二
年
十
二
月
卅
一
日
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こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
２
篇
と
は
「
青
春
の
天
刑
病
者
達
」
と
「
癩

を
病
む
青
年
」
で
あ
る
。

　
「
青
春
の
天
刑
病
者
達
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
に
、
同
病
者
の

義
妹
「
利
根
子
」
が
し
つ
こ
く
、
同
じ
同
病
者
の
「
み
づ
江
」
と
の

結
婚
を
迫
る
。「
私
」
は
、
同
病
者
同
士
の
結
婚
生
活
が
「
丸
切
り

猩
々
と
猩
々
と
が
愛
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
有
様
」
に
「
プ
ラ
イ
ド
」

が
許
さ
な
い
と
言
う
。
か
と
い
っ
て
孤
独
生
活
で
定
期
的
に
訪
れ
る

「
ヒ
ポ
コ
ン
デ
リ
ア
ッ
ク
な
憂
鬱
と
苛
立
た
し
さ
」
か
ら
も
解
放
さ

れ
た
い
と
、
悩
ん
で
い
る
。
一
方
、「
私
」
は
、「
利
根
子
」
が
同
病

者
の
「
秋
津
」
に
好
意
を
寄
せ
て
お
り
、「
み
づ
江
」
が
「
秋
津
」

に
近
づ
く
こ
と
を
警
戒
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
り

す
る
。
母
の
愛
情
を
知
ら
な
い
「
私
」
と
違
っ
て
「
利
根
子
」
は
「
母

の
肌
を
知
っ
て
い
る
」
か
ら
「
こ
の
私
等
の
世
界
の
よ
う
な
冷
酷
な

現
実
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
豊
か
な
愛
情
を
受
け

た
者
ほ
ど
不
幸
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
思
い
、「
み
づ
江
」
に
対

し
て
も
「
こ
の
暗
黒
に
慣
れ
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
世
界
が
地
上
い

ず
こ
に
も
な
い
恐
る
べ
き
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
す
ら
気
付
い
て

は
い
な
い
」
と
思
う
。
結
局
「
こ
の
暗
黒
さ
が
彼
等
の
意
識
に
映
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
、
彼
等
は
ど
う
な
る
か
、
恐
ら
く
は
彼
等
自

身
の
内
部
に
潜
ん
で
い
る
若
い
血
が
彼
等
を
殺
す
に
至
る
で
あ
ろ

う
」
と
思
い
、「
私
」
は
私
自
身
の
若
い
性
欲
を
無
理
に
押
し
込
め

て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
「
癩
を
病
む
青
年
達
」
で
は
、
重
病
室
の
悲
惨
な
有
様
を
「
そ
れ

は
社
会
の
底
を
、
人
類
の
底
を
土
龍
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
一
つ
の

種
族
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
洋
人
で
も
な
け
れ
ば
西
洋
人
で
も
な
く
、

ま
た
南
洋
土
人
で
も
な
い
、
そ
の
何
れ
の
範
疇
に
も
属
さ
ぬ
『
癩
種

族
』
な
の
で
あ
る
。
全
人
類
か
ら
滅
亡
を
迫
ら
れ
亡
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
人
類
に
役
立
つ
ナ
リ
ン
棒
の
種
族
な
の
で
あ
る
」
と
描
写
し
、

「
彼
等
は
終
日
食
べ
も
の
の
話
か
女
の
話
か
で
時
を
過
ご
す
」
と
述

べ
な
が
ら
、
し
か
し
「
そ
う
し
た
話
と
同
様
に
彼
等
の
興
味
が
社
会

事
情
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
「
無
意
識
的
に
彼
等
が
社
会

へ
の
あ
こ
が
れ
を
蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
現
在
の
自
己
を
忘

れ
た
い
、
自
己
を
病
室
に
置
き
度
く
な
い
と
い
う
欲
求
の
表
わ
れ
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
癩
を
病
む
青
年
達
」
は
、
ど
う
や
ら
「
女
の
話
」
と
「
社
会
の
話
」

を
軸
に
展
開
し
そ
う
な
気
配
を
残
し
た
ま
ま
中
断
し
て
い
る
。

　
「
青
春
の
天
刑
病
者
達
」
と
「
癩
を
病
む
青
年
達
」
の
両
作
品
に

共
通
す
る
も
の
は
、「
性
」
へ
の
言
及
で
あ
る
。
性
に
悩
む
青
年
た

ち
の
姿
と
、
断
種
手
術
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
「
性
」

の
話
題
と
、「
青
春
の
天
刑
病
者
達
」
に
は
、
他
に
「
監
禁
室
」
や
「
狂

病
棟
」
へ
の
言
及
も
あ
り
、「
癩
を
病
む
青
年
達
」
で
の
「
社
会
の
話
」

な
ど
が
、
全
生
園
側
の
忌
避
し
た
、
患
者
の
実
存
で
も
あ
っ
た
。

　

北
條
民
雄
は
、「
い
の
ち
の
初
夜
」
出
版
成
功
後
も
、
病
気
の
悪

化
の
た
め
に
様
々
に
悩
み
苦
し
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
等
の
小
説

を
通
し
て
、「
ら
い
」
者
の
実
存
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

（
10
）

（
11
）
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四
　
明
石
海
人
『
白
描
』

　
「
い
の
ち
の
初
夜
」
の
翌
年
に
歌
人
明
石
海
人
の
歌
が
11
首
、
太

田
水
穂
、
北
原
白
秋
、
窪
田
空
穂
、
斎
藤
茂
吉
、
佐
佐
木
信
綱
、
釈

迢
空
、
土
岐
善
麿
、
前
田
夕
暮
、
与
謝
野
晶
子
、
尾
上
柴
舟
が
審
査

に
当
た
っ
た
改
造
社
の
『
新
万
葉
集
』（
１
９
３
７
年
12
月
か
ら
１

９
３
８
年
９
月
）
に
収
録
さ
れ
、
歌
壇
の
注
目
を
集
め
た
。
明
石
海

人
は
１
９
３
２
年
11
月
に
長
島
愛
育
園
入
園
後
、
１
９
３
４
年
頃
か

ら
作
歌
を
は
じ
め
、翌
年
１
月
水
甕
社
入
社
、そ
の
後
同
年
８
月
「
日

本
歌
人
」
に
入
会
し
、
前
川
佐
美
雄
に
影
響
を
受
け
る
。

　
『
新
万
葉
集
』
に
載
せ
ら
れ
た
歌
は
、「
紀
州
粉
河
の
近
在
に
独
居

し
て
病
を
養
ふ
う
ち
、
た
ま
た
ま
子
の
訃
報
に
接
す
。
事
過
ぎ
て
既

に
旬
日
の
後
な
り
」
と
後
の
刊
行
さ
れ
た
歌
集
『
白
描
』
中
で
前
書

き
さ
れ
た
「
世
の
常
の
父
子
な
り
せ
ば
こ
こ
ろ
ゆ
く
歎
き
は
あ
ら
む

か
か
る
際
に
も
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
父
や
母
や
兄
、
妻
な
ど
家
族

を
歌
っ
た
歌
７
首
に
「
拭
へ
ど
も
拭
へ
ど
も
去
ら
ぬ
眼
の
く
も
り
物

言
ひ
さ
し
て
声
を
呑
み
た
り
」と
自
分
の
病
気
の
歌
１
首
、園
を
歌
っ

た
も
の
１
首
、
そ
れ
に
「
皇
太
后
陛
下
の
御
仁
慈
を
偲
び
奉
り
て
」

と
前
書
き
さ
れ
た
「
み
め
ぐ
み
は
言
は
ま
く
か
し
こ
日
ノ
本
の
癩
者

に
生
れ
て
我
悔
ゆ
る
な
し
」
の
よ
う
に
皇
室
を
歌
っ
た
も
の
２
首
で

あ
る
。「
新
万
葉
集
」
が
、
当
時
、
日
中
戦
争
に
突
入
し
た
国
の
時

局
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
は
別
巻
に
「
宮
廷
篇
」
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
頷
け
る
し
、
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
と
皇
室
は
、
奈
良
時
代
の
光
明
皇

后
の
病
者
・
孤
児
・
貧
者
救
済
施
設
設
置
と
い
う
歴
史
お
よ
び
当
時

の
貞
明
皇
太
后
に
よ
る
「
ら
い
予
防
協
会
」
設
立
な
ど
、
関
係
が
深

い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
海
人
の
『
新
万
葉
集
』
収
録
歌
は
、

大
体
に
お
い
て
は
時
局
に
配
慮
さ
れ
た
穏
当
な
歌
と
言
え
る
。
し
か

し
、
中
に
は
園
を
歌
っ
た
「
監
房
に
罵
り
わ
ら
ふ
も
の
狂
ひ
夜
深
く

醒
め
て
そ
の
声
を
聴
く
」
と
い
う
問
題
歌
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

海
人
は
『
白
描
』（
改
造
社
、
１
９
３
９
年
）
巻
末
の
「
作
者
の

言
葉
」
で
「
第
１
部
白
描
は
癩
者
と
し
て
の
生
活
感
情
を
有
り
の
儘

に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
私
の
歌
心
は
ま
だ
何
か
物
足
り
な

い
も
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。
あ
ら
ゆ
る
仮
装
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
赤

裸
々
な
自
我
を
思
ひ
の
儘
に
跳
躍
さ
せ
た
い
、
か
う
い
ふ
気
持
ち
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
が
第
２
部
翳
で
」
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
新
万
葉
集
』
収
録
の
海
人
歌
は
、
全
て
著
書
『
白
描
』
第
１
部

に
あ
る
が
、
第
２
部
翳
に
あ
る
海
人
の
実
存
の
歌
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

室
々
に
背
を
向
け
て
ゐ
る
影
い
く
つ
夜
の
敵
意
は
い
つ
か
な
熄

ま
ず

こ
ん
な
と
き
気
が
ふ
れ
る
の
か
蒼
き
空
の
鳴
り
を
ひ
そ
め
し
真

昼
間
の
底

夜
を
こ
め
て
か
つ
萌
え
さ
か
る
野
の
上
に
い
ち
め
ん
の
星
は
じ

け
て
飛
び
ぬ

（
12
）
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五
　
国
本
稔

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
が
、
外
面
的
描
写
か
ら
明

石
海
人
に
お
い
て
実
存
的
描
写
へ
と
深
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

次
に
沖
縄
の
病
者
に
よ
る
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
文
学
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

沖
縄
愛
楽
園
入
所
者
の
国
本
稔
（
１
９
１
６
～
１
９
８
６
）
は
１

９
５
０
年
11
月
３
日
～
26
日
、新
聞
『
う
る
ま
新
報
』（『
琉
球
新
報
』

の
前
身
）
に
小
説
「
紅
い
蟹
」
を
発
表
し
た
。
国
本
は
、『
終
着
駅

か
ら
の
手
紙　

国
本
稔
遺
稿
集
』
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
北
部
の
本
部
町

謝
花
生
ま
れ
、
１
９
３
１
年
発
病
、
大
阪
西
成
区
の
兄
の
と
こ
ろ
に

暫
ら
く
居
た
後
、
１
９
３
７
年
岡
山
の
長
島
愛
生
園
に
入
園
、
１
９

３
９
年
、
全
生
病
院
を
経
て
、
鹿
児
島
鹿
屋
市
の
星
塚
敬
愛
園
へ
転

園
、
そ
の
後
長
島
愛
生
園
に
も
ど
り
、
そ
こ
で
終
戦
を
迎
え
、
１
９

４
５
年
、
結
婚
。
１
９
４
７
年
沖
縄
愛
楽
園
に
入
る
。
１
９
５
３
年

星
塚
敬
愛
園
へ
再
入
園
。
そ
こ
で
、
30
年
近
く
暮
ら
し
、
１
９
８
２

年
、
故
郷
沖
縄
の
愛
楽
園
に
再
入
園
。
４
年
後
癌
の
た
め
死
去
し
て

い
る
。
国
本
は
、
文
学
者
と
の
交
流
も
多
く
、
長
島
愛
生
園
で
は
、

明
石
海
人
、
全
生
病
院
で
は
、
内
田
静
生
、
戦
後
、
沖
縄
愛
楽
園
で

は
、
沖
縄
の
作
家
グ
ル
ー
プ
の
大
城
立
裕
、
嘉
陽
安
男
、
渡
久
地
春

子
、
山
田
み
ど
り
の
い
わ
ゆ
る
「
文
芸
サ
ロ
ン
」
の
面
々
、
鹿
児
島

星
塚
敬
愛
園
時
代
で
は
、
沖
縄
の
歌
人
呉
我
春
男
ら
と
交
流
し
て
い

る
。

　

北
條
民
雄
『
い
の
ち
の
初
夜
』
の
14
年
後
、
明
石
海
人
『
白
描
』

の
11
年
後
の
１
９
５
０
年
に
発
表
さ
れ
た
「
紅
い
蟹
」
の
内
容
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

　

那
覇
市
生
ま
れ
の
「
京
二
」
は
中
学
３
年
時
に
発
病
し
、「
国
頭

の
療
養
所
（
愛
楽
園
）」
入
所
を
親
か
ら
反
対
さ
れ
、
戦
時
下
１
９

４
４
年
岡
山
の
国
立
癩
療
養
所
長
島
愛
敬
園
（
長
島
愛
生
園
）
に
入

る
。
そ
こ
で
同
じ
沖
縄
出
身
の
入
所
者
「
啓
子
」
に
出
会
い
、
肉
体

関
係
を
持
っ
て
し
ま
い
、
園
の
規
則
に
よ
っ
て
、
断
種
手
術
を
受
け

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　
「
紅
い
蟹
」
は
、
長
島
に
渡
る
た
め
の
海
岸
の
船
着
き
場
で
親
子

の
蟹
を
見
つ
け
、
親
蟹
に
逃
げ
ら
れ
子
蟹
だ
け
を
捕
ま
え
叩
き
つ
ぶ

し
て
「
そ
う
だ
、
親
も
子
も
異
っ
た
細
胞
に
包
ま
れ
た
、
別
個
の
肉

体
と
心
情
に
生
き
る
。
即
ち
個
の
存
在
で
は
な
い
か
」
と
思
う
よ
う

な
内
省
的
な
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
で
、
病
気
は
次

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
。

　

ま
ず
「
愛
敬
園
連
絡
所
」
の
「
何
ッ
沖
縄
？　

馬
鹿
野
郎
！
」「
生

意
気
な
奴
じ
ゃ
、
癩
患
者
の
く
せ
に
、
つ
か
つ
か
玄
関
へ
入
り
や
が
っ

て
」
と
怒
鳴
る
男
の
対
応
に
、「
い
ま
、
あ
の
島
に
は
幾
百
の
人
間
が
、

苛
酷
な
運
命
を
呪
い
続
け
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
差
別
と
侮
蔑
の

鞭
の
下
に
、
動
物
に
も
等
し
い
生
活
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
も
知

れ
な
い
。
人
格
も
人
権
も
無
視
さ
れ
た
も
の
の
次
に
来
る
結
果
と
し

て
、
反
目
、
喧
噪
、
呪
詛
と
悲
鳴
の
絶
え
間
な
い
世
界
、
こ
の
世
の

生
地
獄
、
あ
あ
惨
憺
た
る
世
界
が
自
分
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
」
と
「
私
」
は
思
う
の
で
あ
る
。

　

入
所
し
て
か
ら
目
に
す
る
病
人
の
姿
に
つ
い
て
「
膿
汁
の
は
み
出

（
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た
顔
や
、
二
重
に
も
三
重
に
も
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
繃
帯
を
巻
き
重
ね
、

そ
の
繃
帯
の
割
れ
目
か
ら
、
目
と
鼻
と
口
だ
け
を
、
突
き
出
し
た
繃

帯
坊
主
の
顔
（
略
）
そ
れ
ら
の
顔
や
身
体
が
、
こ
の
湯
槽
の
中
に
、

か
わ
る
が
わ
る
浴
び
る
光
景
を
想
像
し
て
、
身
の
毛
の
よ
だ
つ
悪
寒

を
覚
え
た
」
と
叙
述
さ
れ
る
。
ま
た
覗
い
た
外
科
室
で
「（
外
科
医

は
―
引
用
者
注
）
腐
っ
た
肉
を
切
り
割
き
、
中
の
骨
を
鋏
で
ぷ
つ
ん

と
切
り
落
し
た
。
傷
の
男
は
心
持
、
身
を
く
ね
ら
せ
『
う
ゝ
ん
』
と

唸
っ
た
が
、
直
ぐ
け
ろ
り
と
し
た
表
情
に
変
り
、
／
『
ま
た
手
の
指

が
一
本
減
っ
ち
ゃ
っ
た
』
と
に
た
に
た
笑
っ
た
」「（
別
の
患
者
の
傷

口
を
―
引
用
者
注
）
ぶ
す
り
と
縦
に
、
肉
を
え
ぐ
っ
た
。
途
端
に
ぱ
っ

と
、
血
膿
が
吹
き
上
げ
、
外
科
医
の
予
防
衣
に
散
っ
た
。
／
あ
あ
何

と
云
う
惨
憺
た
る
光
景
だ
と
、
私
は
入
口
に
身
体
を
竦
め
て
い
た
」

と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
園
内
結
婚
に
つ
い
て
「
郷
里
を
追
わ
れ
、
肉
親
に
見
放
さ

れ
、
あ
ま
つ
さ
え
重
り
行
く
病
に
焦
燥
を
感
じ
る
と
、
き
ま
っ
て
異

性
へ
の
憧
れ
と
、
依
存
心
を
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
」
と
感
想
を

述
べ
、
木
陰
で
の
男
女
の
抱
擁
を
見
て
「
私
は
腐
り
果
て
ゝ
ゆ
く
肉

体
の
中
に
も
、
な
お
残
存
す
る
人
間
の
本
能
の
あ
さ
ま
し
さ
を
考
え

ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
」
と
批
評
し
て
い
る
。

　

他
に
戦
時
下
と
い
う
時
勢
を
「
患
者
達
は
寄
る
と
触
る
と
、
敗
け

戦
と
は
知
り
な
が
ら
、
な
お
も
戦
争
を
続
け
る
軍
部
を
呪
い
、
顔
の

影
の
映
る
、
粥
を
食
わ
せ
る
園
当
局
を
罵
っ
た
」
と
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
本
作
品
が
戦
後
の
而
も
米
軍
支
配
下
で
の
発
表
と
い
う

状
況
も
考
慮
さ
れ
る
。

　

こ
の
作
品
は
「『
あ
あ
沖
縄
は
滅
び
た
、
僕
の
肉
親
も
死
ん
だ
、

あ
と
十
五
分
す
れ
ば
、
僕
の
生
命
も
、
い
や
男
と
し
て
の
生
命
も
滅

び
る
の
だ
、
上
間
家
の
系
図
に
、
終
止
符
が
う
た
れ
る
の
だ
。』
／

天
地
に
訴
え
て
泣
き
た
い
ば
か
り
の
衝
動
を
、
じ
っ
と
抑
え
て
、
私

は
手
術
台
に
上
る
と
、
身
体
を
横
た
え
た
」
と
、
そ
の
絶
望
感
を
沖

縄
や
家
族
へ
の
郷
愁
に
絡
め
て
訴
え
る
こ
と
で
終
わ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
紅
い
蟹
」
に
は
、
先
行
す
る
「
い
の
ち
の
初
夜
」
と

類
似
す
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

物
語
の
筋
に
つ
い
て
、
冒
頭
部
分
で
、「
紅
い
蟹
」
で
は
、
療
養

所
の
あ
る
長
島
に
渡
る
岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
海
岸
で
子
蟹

を
叩
き
潰
す
が
、「
い
の
ち
の
初
夜
」
で
は
、
や
は
り
冒
頭
部
分
、

主
人
公
の
「
尾
田
」
が
入
院
の
前
、
自
殺
を
思
っ
て
の
江
ノ
島
海
岸

で
「
赤
い
蟹
が
足
許
に
這
っ
て
来
る
の
を
滅
茶
に
踏
み
殺
す
と
急
に

ど
っ
と
瞼
が
熱
く
な
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。

次
に
「
紅
い
蟹
」
で
は
、
主
人
公
の
「
京
二
」
は
、
部
屋
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
自
宅
が
火
事
に
な
る
夢
を
見
る
が
、「
い
の
ち
の
初
夜
」

で
は
、
付
添
人
か
ら
追
っ
か
け
ら
れ
「
火
炙
り
」
に
な
る
夢
を
見
る
。

　

ま
た
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、「
紅
い
蟹
」
の
付
添
人
は
「
小
田
」

で
、「
創
作
」
を
書
い
て
お
り
、「
京
二
」
に
「
誰
か
が
云
っ
た
よ
う

に
『
早
く
癩
者
に
な
り
き
る
』
こ
と
だ
よ
」
と
助
言
す
る
。
一
方
「
い

の
ち
の
初
夜
」
の
主
人
公
は
「
尾
田
」
で
、
付
添
人
「
佐
柄
木
」
は

小
説
を
書
こ
う
と
し
て
お
り
、「
尾
田
」
に
「
と
に
か
く
、
癩
病
に

成
り
き
る
こ
と
が
何
よ
り
大
切
だ
と
思
い
ま
す
」
と
助
言
す
る
。
な

お
、「
癩
病
に
成
り
き
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
国
本
の
「
終
着
駅

（
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た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ
、
そ
う
だ
と
も
。
肉
親
の
愛
が
欲
し

く
な
っ
た
ん
だ
。
い
や
今
だ
っ
て
母
に
逢
い
た
が
っ
て
い
た
ん
だ
」

と
思
い
な
お
し
母
に
手
紙
を
出
す
の
だ
が
、
母
は
既
に
死
ん
で
い
た

こ
と
を
知
ら
さ
れ
「
私
が
母
に
逢
え
る
の
は
天
国
よ
り
外
に
な
い
。

然
も
そ
の
天
国
す
ら
が
、
悲
し
い
事
に
、
私
に
は
た
や
す
く
信
ず
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
」
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。

　
「
私
」
の
心
境
を
省
み
な
が
ら
、
心
の
揺
れ
を
表
現
し
て
い
た
。

こ
の
小
説
に
、
芥
川
賞
受
賞
作
家
大
城
立
裕
は
「
当
時
の
私
な
ど
が

及
び
も
つ
か
な
い
た
し
か
な
筆
致
で
、
人
間
の
深
淵
が
書
き
こ
ま
れ

て
い
た
」（『
終
着
駅
か
ら
の
手
紙
』）
と
評
価
し
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
明
石
海
人
は
短
歌
で
病
者
の
実
存
を
表
現
し
た

が
、
沖
縄
の
国
本
は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
戦
後
発
表
し
て
い
る
。

ち
ち
と
は
は
の
愛
は
／
瀬
戸
の
／
こ
の
島
に
あ
っ
た
／
友
愛
の

い
ず
み
も
／
こ
の
島
に
あ
っ
た
／
瀬
戸
の
／
海
は
う
つ
く
し
く

／
み
ど
り
お
お
き
長
島
は
／
わ
た
し
の
／
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と

／
に
く
し
み
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
／
か
な
し
み
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
／
な
ぜ
か
／
墳
墓
の
地
／
沖
縄
へ
か
え
り
た
く
な
っ

た
／
（
略
）
あ
あ
い
ま
／
ふ
み
に
じ
ら
れ
／
ひ
き
さ
か
れ
／
み

ど
り
な
き
ふ
る
さ
と
の
島
へ
／
わ
た
し
は
か
え
る
（「
別
れ
の

詩
」）

　

こ
の
詩
は
、
国
本
が
岡
山
の
長
島
愛
生
園
か
ら
、
戦
後
１
９
４
７

年
に
沖
縄
愛
楽
園
に
転
園
す
る
と
き
の
詩
で
あ
る
。
国
本
は
１
９
３

か
ら
の
手
紙
」
に
、
東
京
多
磨
全
生
園
で
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
者
「
内

田
静
生
」
が
言
っ
た
言
葉
と
し
て
、
記
し
て
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
紅
い
蟹
」
は
「
い
の
ち
の
初
夜
」
を
ヒ

ン
ト
に
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
い
の
ち

の
初
夜
」
が
、
悲
惨
な
病
者
の
様
態
の
描
写
を
は
さ
み
な
が
ら
、
死

の
誘
惑
か
ら
、「
佐
柄
木
」
を
通
し
て
生
を
希
求
す
る
心
境
へ
の
変

化
が
書
か
れ
て
い
る
小
説
だ
と
す
る
な
ら
、「
紅
い
蟹
」
は
、
同
じ

く
悲
惨
な
病
者
の
様
態
を
表
現
し
な
が
ら
、
家
族
や
社
会
に
よ
る
差

別
、
沖
縄
戦
、
断
種
手
術
、
そ
れ
ら
の
不
条
理
を
訴
え
る
小
説
に
な
っ

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

国
本
の
他
の
小
説
と
し
て
愛
楽
園
を
舞
台
に
し
た
「
老
婆
」
が
あ

る
。

　

あ
る
老
婆
が
自
分
の
息
子
に
会
い
に
来
た
が
、
間
違
っ
て
「
私
」

が
呼
び
出
さ
れ
、
面
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
丁
度
ク
リ
ス
マ
ス
の
余

興
の
演
劇
の
途
中
で
、「
私
」
は
、
間
違
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
急
に

舞
台
で
演
技
す
る
こ
と
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
り
、
迫
力
の
な
い
演
技

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
「
私
」
は
「
あ
の
時
、
自
分
は
何
う

し
て
、
あ
あ
、
よ
ぼ
よ
ぼ
の
老
婆
に
、
肉
親
の
母
を
感
じ
た
の
だ
ろ

う
。
母
に
し
ろ
、
兄
弟
に
し
ろ
、
そ
れ
は
、
と
う
の
昔
に
、
私
の
中

か
ら
消
え
去
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
孤
独
、
そ
う
だ
孤
独

の
人
生
を
肯
定
し
、
そ
の
肯
定
の
中
に
、
生
活
も
感
情
も
一
貫
し
て

置
い
て
き
た
自
分
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
述
懐
す
る
。
し
か
し
そ
の

「
孤
独
」
の
ふ
り
こ
そ
嘘
で
は
な
い
か
「
や
っ
ぱ
り
自
分
の
体
の
底

に
潜
在
し
、
流
れ
て
い
た
血
が
、
人
の
世
の
愛
と
泪
を
欲
し
く
な
っ

（
16
）

（
15
）

62



／
地
表
め
が
け
て
／
死
の
雨
を
降
ら
せ
／
灰
を
ま
き
ち
ら
す
現

代
の
恐
竜
（「
悪
魔
の
い
る
風
景
」）

　

こ
の
よ
う
な
詩
か
ら
、
国
本
の
詩
で
は
ハ
ン
セ
ン
病
は
後
景
に
退

い
て
、
社
会
批
判
が
前
面
に
せ
り
だ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
海

人
『
白
描
』
出
版
は
戦
前
、
川
端
康
成
な
ど
一
部
の
人
た
ち
に
は
伝

染
性
が
極
め
て
弱
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
１
９
３
１

年
の
「
癩
予
防
法
」
成
立
後
の
苛
酷
な
隔
離
政
策
渦
中
の
こ
と
で
あ

る
が
、
国
本
の
詩
作
は
、
戦
後
、
国
際
的
に
隔
離
政
策
批
判
が
な
さ

れ
て
い
る
中
で
日
本
で
は
１
９
４
８
年
優
生
保
護
法
や
１
９
５
３
年

「
ら
い
予
防
法
」
の
成
立
な
ど
、
隔
離
政
策
が
温
存
さ
れ
て
い
る
状

況
で
、
両
者
を
取
り
巻
く
差
別
の
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

国
本
は
、
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

島
（
長
島
愛
生
園
―
筆
者
注
）
の
人
た
ち
は
宗
教
に
熱
心
で
、

文
学
に
も
集
中
す
る
も
の
も
い
ま
し
た
。
ラ
イ
を
生
き
て
い
く

に
は
宗
教
に
救
い
を
求
め
る
か
、
文
学
に
そ
の
活
路
を
見
出
す

か
、
そ
の
二
つ
の
道
し
か
な
か
っ
た
か
も
知
り
ま
せ
ん
。
当
時
、

後
に
な
っ
て
「
白
描
」
で
有
名
に
な
っ
た
歌
人
の
明
石
海
人
な

ど
が
い
て
、
わ
た
し
は
よ
く
彼
を
訪
ね
た
の
で
す
が
、
書
棚
に

聖
書
が
あ
る
の
で
「
神
を
信
じ
て
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る

と
「
い
や
、
聖
書
は
文
学
の
資
料
に
し
て
い
る
の
で
す
よ
」
と

言
わ
れ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
ね
。
海
人
は
盲
目
で
し
た
が
、

彼
に
と
っ
て
文
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い
る
こ
と
の
証

１
年
沖
縄
で
発
病
し
た
時
、
親
か
ら
地
元
で
の
入
園
を
拒
ま
れ
、
長

島
愛
生
園
へ
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と
」
を

離
れ
る
の
は
、「
ふ
み
に
じ
ら
れ
／
ひ
き
さ
か
れ
」
た
、
つ
ま
り
沖

縄
戦
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
故
郷
へ
の
哀
惜
か
ら
で
あ
ろ
う
。
国
本

に
と
っ
て
親
へ
の
怨
恨
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
「
世
紀
の
戦
争
」
で

あ
っ
た
。

　

沖
縄
に
帰
っ
て
か
ら
の
詩
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
「
帰
郷
」
で

あ
る
。海

の
か
な
た
か
ら
幸
せ
を
は
こ
ぶ
／
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
神
／
祖

霊
を
祭
る
人
々
の
こ
こ
ろ
は
暗
く
／
み
ど
り
ふ
か
い
と
こ
ろ
に

／
ユ
タ
の
仲
間
は
か
く
れ
／
姫
百
合
の
塔
に
も
／
お
と
め
た
ち

は
静
ま
れ
な
い
／
／
こ
の
小
さ
な
島
は
／
怪
獣
の
足
に
／
踏
み

に
じ
ら
れ
て
い
る

　

こ
の
詩
で
は
、
米
軍
事
支
配
下
の
沖
縄
が
政
権
批
判
的
に
描
か
れ

て
い
た
。

　

こ
れ
等
の
詩
で
は
、
明
石
海
人
の
短
歌
と
違
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病

は
主
題
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

次
の
詩
は
、
制
作
年
代
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
国
本
は
沖
縄
愛
楽

園
に
転
園
し
た
６
年
後
の
１
９
５
３
年
鹿
児
島
星
塚
敬
愛
園
に
再
転

園
し
て
い
る
。

積
乱
雲
の
空
に
／
あ
る
日
／
突
如
／
核
爆
発
の
閃
光
が
は
し
る

（
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国
本
は
、
鹿
児
島
愛
生
園
で
30
年
近
く
暮
ら
し
、
１
９
８
２
年
再

び
沖
縄
愛
楽
園
へ
帰
っ
た
。

　

次
の
詩
は
、
恐
ら
く
そ
こ
で
作
ら
れ
た
よ
う
だ
。

地
上
の
す
べ
て
と
別
れ
る
と
き
が
来
た
／
私
は
永
遠
の
国
へ
い

そ
が
ね
ば
な
ら
な
い
／
こ
の
世
の
苦
し
み
を
捨
て
て
／
父
母
の

い
る
遠
い
国
へ
／
そ
こ
で
わ
た
し
の
魂
は
や
す
ら
か
に
／
キ
リ

ス
ト
に
も
お
目
に
か
か
り
た
い
の
だ
（「
柩
の
中
か
ら
」）

　

国
本
は
こ
の
後
沖
縄
愛
楽
園
で
１
９
８
６
年
癌
の
た
め
に
70
歳
の

生
涯
を
閉
じ
た
。

　

小
説
「
紅
い
蟹
」
で
は
、
断
種
手
術
を
受
け
る
絶
望
感
が
、「
老
婆
」

で
は
、
母
へ
の
愛
と
「
ら
い
」
者
と
し
て
の
孤
独
感
が
表
現
さ
れ
て

い
た
が
、
詩
で
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
と
し
て
の
苦
悩
が
、
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
に
よ
っ
て
薄
め
ら
れ
、
社
会
批
判
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
と

ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

六
　
大
城
貞
俊
「
椎
の
川
」
と
目
取
真
俊
「
ホ
タ
ル
火
」

　

こ
れ
ま
で
、
沖
縄
の
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
と
し
て
、
與
儀
正
昌
「
顚

末
」
お
よ
び
国
本
稔
作
品
を
、
島
木
健
作
や
北
條
民
雄
、
明
石
海
人

の
作
品
と
比
較
し
て
み
て
来
た
が
、
最
後
に
沖
縄
現
代
文
学
作
品
を

取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

１
９
９
２
年
具
志
川
文
学
賞
を
受
賞
し
た
大
城
貞
俊
「
椎
の
川
」

だ
っ
た
か
も
知
り
ま
せ
ん
ね
。

　
（『
終
着
駅
か
ら
の
手
紙
』
ｐ
69
、
初
出
は
１
９
８
３
年
12
月

『
解
放
教
育
』
NO
174
）

　

国
本
は
、
ど
う
や
ら
「
文
学
」
で
は
な
く
、「
宗
教
」
に
救
い
を

求
め
た
よ
う
だ
。

　

国
本
の
妻
阿
波
根
ハ
ル
は
、

　

夫
は
文
学
に
心
を
向
け
て
は
お
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
第
１

に
大
切
に
し
て
い
た
の
は
信
仰
生
活
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
夫

は
私
と
結
婚
す
る
前
、
一
九
三
五
年
に
長
島
愛
生
園
で
、
ウ
ォ
ー

ル
ズ
牧
師
よ
り
受
洗
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
結
婚
後
は
毎
朝

夕
、
夫
婦
で
祈
り
、
聖
書
を
読
む
の
を
何
よ
り
大
切
な
日
課
と

し
て
、
最
期
ま
で
守
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

と
述
べ
、
ま
た
病
友
島
清
も
、

　

文
学
作
品
を
書
く
こ
と
は
彼
の
生
き
甲
斐
で
あ
り
、
ま
た
目

標
で
も
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
彼
の
本
当
の
目
標
は
神
で
あ

り
、
信
仰
で
あ
り
、「
我
ら
の
国
籍
は
天
に
あ
り
」
と
い
う
聖

書
の
み
こ
と
ば
の
如
く
、
彼
は
今
天
の
故
郷
に
あ
っ
て
安
ら
か

に
過
ご
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　　

と
述
べ
て
い
る
。
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ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
源
泉
と
も
な
っ
た
」
と
の
叙
述
も
あ
っ
た
。

　

沖
縄
北
部
今
帰
仁
出
身
の
作
家
目
取
真
俊
に
「
ホ
タ
ル
火
」（
２

０
０
４
年
）
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る
。

　

こ
の
小
説
の
舞
台
は
、
沖
縄
の
あ
る
村
で
、
時
代
は
、
や
は
り
沖

縄
戦
時
下
で
あ
る
。

　

国
民
学
校
の
女
生
徒
「
チ
ル
―
」
は
、
村
人
や
家
族
か
ら
行
っ
て

は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
浜
に
潜
入
し
、
そ
こ
の
小
屋
で
30
歳

く
ら
い
の
女
に
抱
か
れ
て
い
る
発
育
不
順
の
「
化
け
頭
」
の
少
年
と

「
布
を
手
に
巻
い
て
」「
女
の
後
ろ
に
隠
れ
る
よ
う
に
し
た
」
男
を
見

る
。「
チ
ル
―
」
は
、
九
州
に
疎
開
す
る
同
級
生
の
男
児
か
ら
、
蛍

狩
り
に
誘
わ
れ
、
数
十
匹
の
蛍
が
火
を
放
つ
竹
筒
を
も
ら
う
。「
チ

ル
―
」
は
光
る
竹
筒
を
「
化
け
頭
」
の
少
年
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

や
が
て
米
軍
が
上
陸
し
、
村
人
た
ち
は
洞
窟
に
避
難
す
る
。
そ
こ
に

「
化
け
頭
」
の
家
族
三
人
が
や
っ
て
き
た
が
村
人
か
ら
追
い
返
さ
れ

る
。
ど
う
に
も
で
き
な
か
っ
た
「
チ
ル
―
」
は
「
自
分
へ
の
怒
り
と

悔
し
さ
、
無
力
感
に
涙
が
流
れ
た
」。
し
か
し
、
村
人
の
「
あ
の
輩

達
や
、
海
に
向
か
て
ぃ
、
米
軍
に
合
図
送
る
つ
も
り
や
さ
」「
や
っ

ぱ
り
ス
パ
イ
だ
っ
て
る
さ
。
さ
っ
き
で
殺
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の

に
」
と
い
う
語
に
影
響
さ
れ
、
軍
艦
の
砲
口
が
向
け
ら
れ
る
恐
怖
に

「（「
化
け
頭
」
を
除
い
た
―
引
用
者
注
）
二
人
に
対
す
る
憎
し
み
が

胸
の
中
に
噴
き
出
し
た
」。「
化
け
頭
」
の
家
族
は
結
局
崖
の
上
か
ら

落
ち
て
し
ま
う
。
戦
争
が
終
わ
っ
て
、「
チ
ル
―
」
は
、
三
人
の
落

ち
た
崖
の
途
中
に
引
っ
か
か
っ
た
「
竹
筒
」
と
、「
崖
の
下
の
深
い

群
青
の
海
を
動
い
て
い
る
三
つ
の
光
」
を
見
る
の
だ
っ
た
。

は
、
太
平
洋
戦
時
下
沖
縄
本
島
北
部
東
海
岸
の
楚
洲
村
を
舞
台
に
し

た
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
で
あ
る
。

　

村
の
「
松
堂
」
家
の
嫁
で
30
歳
近
く
に
な
る
「
静
江
」
は
、
３
人

目
を
孕
ん
だ
頃
か
ら
、
体
の
異
常
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
医
者
に

か
か
っ
た
と
こ
ろ
、「
ナ
ン
ブ
チ
（
ハ
ン
セ
ン
病
）」
と
診
断
さ
れ
た
。

村
人
は
療
養
所
行
き
を
強
く
勧
め
る
が
、
夫
の
「
源
太
」
は
、
か
た

く
な
に
拒
絶
し
、
病
の
進
行
し
た
静
江
を
遠
く
離
れ
た
診
療
所
に
背

負
っ
て
半
年
通
っ
た
。
し
か
し
源
太
に
召
集
令
状
が
届
き
、
静
江
は

人
里
離
れ
た
海
岸
に
小
屋
を
作
っ
て
も
ら
い
、
そ
こ
に
一
人
で
住
む

こ
と
に
し
た
。
静
江
の
子
で
７
歳
の
「
太
一
」
と
３
歳
の
「
美
代
」
は
、

あ
る
日
、
隠
さ
れ
て
い
た
そ
の
小
屋
を
捜
し
、
逢
い
に
行
く
の
だ
が
、

声
音
を
変
え
た
母
か
ら
脅
さ
れ
、
逃
げ
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
や
が

て
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
静
江
の
３
人
目
の
子
の
「
幸
子
」
も
死
ん

で
し
ま
い
、
太
一
と
美
代
は
、
幸
子
の
墓
の
上
に
無
数
の
蛍
に
交
じ
っ

て
昇
っ
て
い
く
「
静
江
」
と
「
幸
子
」
の
大
小
一
組
の
光
の
塊
を
見

る
の
だ
っ
た
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
者
の
夫
婦
愛
、
親
子
愛
を
基
調
と
し
て
、
ヤ
ン
バ
ル

（
沖
縄
北
部
）
の
自
然
や
子
供
の
遊
び
、
村
の
行
事
、
そ
し
て
戦
禍

の
あ
り
様
ま
で
を
描
き
込
ん
だ
抒
情
的
小
説
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
小
説
に
は
、『
沖
縄
救
癩
秘
史
―
愛
の
村
』
の
主
人

公
青
木
恵
哉
の
療
養
所
建
設
運
動
と
も
関
わ
る
、
１
９
３
１
年
か
ら

翌
年
に
か
け
て
沖
縄
本
島
北
部
羽
地
村
を
中
心
に
起
こ
っ
た
住
民
約

２
万
人
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
建
設
反
対
運
動
の
こ
と
が
描
き

込
ま
れ
、「
人
々
の
病
に
対
す
る
偏
見
と
恐
怖
心
が
、
大
き
な
エ
ネ

（
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（
３
）　

同
前
ｐ
34
～
ｐ
35

（
４
）　

同
前
ｐ
41

（
５
）　

同
前
ｐ
46

（
６
）　
『
沖
縄
文
学
全
集
』
第
６
巻
（
国
書
刊
行
会
、
１
９
９
３
年
）

（
７
）　

な
お
、
川
端
は
、
戦
後
１
９
５
８
年
沖
縄
愛
楽
園
で
北
條
を
例
に
出
し
て
、

少
年
を
励
ま
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伊
波
敏
男
自
伝
『
花
に
逢
は
ん
』（
１

９
９
７
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）
に
出
て
い
る
。

（
８
）　
『
定
本　

北
條
民
雄
全
集
』
上
巻
（
東
京
創
元
社
、
１
９
９
６
年
）
ｐ
47

（
９
）　

同
前
ｐ
50

（
10
）　

同
前

（
11
）　

同
前

（
12
）　

１
部
と
２
部
の
違
い
に
つ
い
て
は
、『
明
石
海
人
歌
集
』（
岩
波
文
庫
、

２
０
１
２
年
）
巻
末
解
説
「
明
石
海
人
の
闘
争
」（
村
井
紀
）
に
詳
し
く

論
じ
て
あ
る
。

（
13
）　

沖
縄
の
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
で
あ
る
沖
縄
愛
楽
園
設
立
に
尽
く
し

た
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
師
青
木
恵
哉
に
つ
い
て
の
太
平
洋
戦
時

下
１
９
４
３
年
出
版
の
伝
記
小
説
『
愛
の
村
―
沖
縄
救
癩
秘
史
』
著
者

三
浦
清
一
（
１
８
９
６
～
１
９
６
３
）
が
あ
る
。

（
14
）　

以
上
の
「
紅
い
蟹
」
か
ら
の
引
用
は
、『
沖
縄
文
学
全
集
』
第
７
巻
（
国

書
刊
行
会
、
１
９
９
０
年
）
か
ら
。

（
15
）　

以
上
の
引
用
は
『
終
着
駅
か
ら
の
手
紙
―
国
本
稔
遺
稿
集
』（
阿
波
根
ハ

ル
、
１
９
８
７
年
）
か
ら
。

（
16
）　
『
終
着
駅
か
ら
の
手
紙
』
ｐ
130

（
17
）　

同
前
ｐ
131

　

こ
の
小
説
は
、「
椎
の
川
」
と
同
じ
く
、
沖
縄
戦
時
下
と
い
う
時

代
設
定
に
、「
蛍
」
を
小
道
具
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
少
女
と
ハ
ン

セ
ン
病
の
少
年
と
の
交
流
を
通
し
て
、
村
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
だ
け
で

な
く
、
少
女
を
通
し
て
同
情
の
危
う
さ
、
不
安
定
さ
を
抉
っ
て
い
た
。

七
　
ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
と
沖
縄
の
作
品
比
較
を
通
し
て
、
以
下
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

　

病
者
の
実
存
の
描
か
れ
方
と
し
て
、
島
木
「
癩
」
で
は
病
者
の
魂

の
救
済
方
法
と
し
て
「
思
想
」
が
あ
げ
ら
れ
、
北
條
「
い
の
ち
の
初

夜
」
お
よ
び
海
人
短
歌
で
は
文
学
創
作
が
あ
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
て

沖
縄
の
国
本
の
詩
で
は
、「
宗
教
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
病

者
の
描
か
れ
方
と
し
て
、
戦
前
沖
縄
作
品
の
「
顚
末
」
で
は
悪
業
の

報
い
と
し
て
病
者
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
病
者
と
の
関
り
に
着
目
す
る

と
、
沖
縄
現
代
作
品
「
椎
の
川
」
で
は
、
村
人
か
ら
の
差
別
と
病
者

の
家
族
愛
、
親
子
愛
が
表
現
さ
れ
、
同
じ
く
「
ホ
タ
ル
火
」
で
は
、

病
者
と
の
友
情
の
不
可
能
性
が
表
現
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

注（
１
）　
『
島
木
健
作
全
集
』
第
１
巻
（
国
書
刊
行
会
、
１
９
７
６
年
）
ｐ
29
～
ｐ

30

（
２
）　

同
前
ｐ
30
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を
お
断
り
し
ま
す
。

�

（
う
ら
た　

よ
し
か
ず
・
久
留
米
大
学
大
学
院
客
員
教
授
）

（
18
）　

同
前
ｐ
132
～
ｐ
133

（
19
）　
「
あ
と
が
き
」
注
（
15
）
と
同
じ
。

（
20
）　
「
亡
き
君
を
偲
ん
で
」
同
前
ｐ
143

（
21
）　

同
前
ｐ
138
～
ｐ
139

（
22
）　

大
城
貞
俊
『
椎
の
川
』（
朝
日
新
聞
社
、
１
９
９
３
年
）
ｐ
21

（
23
）　

目
取
真
俊
『
面
影
と
連
れ
て
』（
影
書
房
、
２
０
１
３
年
）

参
照
文
献

我
部
聖
「
沖
縄
文
学
の
な
か
で
病
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
」（『
け
ー
し
風
』

107
号
、
新
沖
縄
フ
ォ
ー
ラ
ム
刊
行
会
議
、
２
０
２
０
年
）

仲
程
昌
徳
『
沖
縄
の
文
学
』（
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
１
９
９
１
年
）

三
浦
清
一
『
愛
の
村
―
沖
縄
救
癩
秘
史
』（
鄰
友
社
、
１
９
４
３
年
）

伊
波
敏
男
『
花
に
逢
は
ん
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
１
９
９
７
年
）

小
坂
井
澄
『
兄
啄
木
に
背
き
て　

光
子
流
転
』（
集
英
社
、
１
９
８
６
年
）

国
本
稔
『
終
着
駅
か
ら
の
手
紙
―
国
本
稔
遺
稿
集
』（
阿
波
根
ハ
ル
、
１
９
８
７

年
）

『
う
る
ま
新
報
』
復
刻
版
（
不
二
出
版
、
１
９
９
９
年
）

『
沖
縄
文
学
全
集
』
第
２
巻
、
６
巻
、
７
巻
（
国
書
刊
行
会
）

付
記

＊
本
論
文
に
は
、
差
別
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
的
用
語
と
し
て
そ
の

ま
ま
記
し
て
い
る
。

＊
本
論
文
は
、
拙
文
エ
ッ
セ
イ
「
沖
縄
の
ハ
ン
セ
ン
病
文
学
」（『
草
茫
々
通
信
』

14
号
、
佐
賀
市
・
２
０
２
０
年
）
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
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