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遅
子
建
、
覚
え
書
き―

北
極
村
か
ら
北
極
村
へ

竹
内
良
雄

　

当
代
の
作
家
遅
子
建
の
作
品
は
、
小
説
に
し
ろ
散
文
に
し
ろ
、
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
て
思
想
を
論
じ
た
り
、
政
治
を
論
じ
た
り
、

経
済
を
論
じ
た
り
す
る
こ
と
も
し
な
い
。
遅
子
建
が
相
手
に
す
る
の
は
、
中
国
の
最
北
端
と
も
い
う
べ
き
大
興
安
嶺
の
自
然
と
そ
の
中

で
生
き
る
人
間
で
あ
る
。

　

ま
た
、
文
革
後
排
出
し
た
作
家
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
潮
流
と
は
い
わ
ば
無
関
係
な
位
置
で
、
遅
子
建
は
作
品
を
書
き
続
け
て
き

た
。
む
ろ
ん
同
時
代
の
世
界
文
学
、
中
国
文
学
か
ら
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
数
多
く
の
作
品
を
読
破
し
て
き
た
こ
と

は
遅
子
建
自
身
語
っ
て
い
て
、
影
響
を
受
け
な
い
は
ず
が
な
い
。
し
か
し
遅
子
建
は
自
分
の
文
学
世
界
を
樹
立
し
て
き
た
。
遅
子
建
の

作
品
か
ら
、
ま
た
遅
子
建
の
生
き
て
き
た
軌
跡
を
追
い
な
が
ら
、
彼
女
の
こ
の
樹
立
へ
の
過
程
を
見
て
い
き
た
い
。
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一

　

遅
子
建
は
一
九
六
四
年
二
月
二
十
七
日
に
黒
龍
江
省
漠
河
県
の
北
極
村
で
生
ま
れ
た
。

　

北
極
村
は
中
国
の
北
の
果
て
と
も
い
う
べ
き
五
十
三
度
三
十
三
分
三
十
と
い
う
緯
度
に
あ
り
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
は
ド
イ

ツ
北
部
の
経
済
の
中
心
都
市
で
あ
る
ハ
ン
ブ
ル
グ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
暖
流
が
近
く
を
流
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
違
い
、
北
極

村
の
寒
さ
は
厳
し
い
。
冬
は
マ
イ
ナ
ス
三
、
四
十
度
に
な
る
と
い
う
極
寒
の
地
で
あ
る
。
中
国
最
北
端
の
村
で
、
黒
竜
江
河
畔
に
あ
り
、

対
岸
は
ロ
シ
ア
の
領
土
で
あ
る
。

　

北
極
村
に
は
母
の
実
家
が
あ
り
、
こ
こ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
母
は
出
産
の
た
め
に
実
家
へ
戻
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
年
の
二
月
二
十
七
日
は
元
宵
節
（
旧
暦
一
月
十
五
日
）
に
あ
た
り
、
彼
女
の
略
歴
な
ど
で
は
一
九
六
四
年
の
元
宵

節
に
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
誕
生
日
は
そ
の
年
の
元
宵
節
に
祝
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
陰
暦
で
生
活
を
す
る
農

民
の
生
活
習
慣
を
遵
守
し
て
い
る
と
も
い
え
る
し
、
元
宵
節
と
い
う
節
句
に
生
ま
れ
た
と
い
う
目
出
度
さ
も
加
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
余
談
に
な
る
が
、
母
は
東
北
作
家
の
蕭
紅
と
同
じ
端
午
節
に
生
ま
れ
た
と
い
う）

1
（

。

　

父
は
小
学
校
の
校
長
、
母
は
専
業
主
婦
で
、
子
供
は
三
人
。
遅
子
建
は
次
女
で
、
姉
と
弟
が
い
る
。
父
が
子
建
と
名
を
つ
け
た
が
、

父
は
「
洛
神
賦
」
を
作
っ
た
曹
子
建
（
曹
植
）
が
大
好
き
で
、
か
れ
の
名
を
と
っ
て
つ
け
た）

2
（

。

　

子
建
と
名
付
け
ら
れ
た
彼
女
は
、
六
歳
の
と
き
、
ひ
と
り
で
母
の
実
家
に
預
け
ら
れ
る
。
理
由
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
『
遅
子
建
影

記
』）

3
（

あ
る
い
は
「
原
始
風
景
」）

4
（

で
、
彼
女
が
推
察
し
て
い
る
に
は
、
母
の
妹
に
は
子
供
が
な
く
、
遅
子
建
を
養
女
に
し
た
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
子
供
の
遅
子
建
に
と
っ
て
は
、
親
か
ら
見
放
さ
れ
た
感
が
強
か
っ
た
に
ち
が
い
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な
い
。「
北
極
村
童
話
」）

5
（

に
こ
の
と
き
の
経
験
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

汽
船
が
汽
笛
を
鳴
ら
し
た
。
錨
を
あ
げ
た
。
船
体
が
ゆ
っ
く
り
と
動
き
出
し
た
。

　

母
が
行
っ
て
し
ま
う
。
姉
も
弟
も
だ
。
私
は
本
当
に
泣
き
た
か
っ
た
。
お
母
さ
ん
は
本
当
に
ひ
ど
い
、
私
を
ひ
と
り
こ
こ
に
置

い
て
く
な
ん
て
。
母
は
甲
板
で
私
に
向
か
っ
て
手
を
振
り
、
さ
ら
に
た
び
た
び
腕
を
上
げ
て
目
を
こ
す
っ
て
い
る
。
泣
い
て
い
る

ん
だ
。

　

私
を
置
き
ざ
り
に
し
て
、
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
心
配
し
て
い
る
の
？　

な
ん
と
い
う
こ
と
。
私
は
母
を
見
た
い
と
思
わ

な
い
し
、
ま
し
て
や
手
な
ん
か
振
り
た
く
な
い
。
行
け
ば
い
い
ん
だ
わ
。

　

ひ
ど
い
母
、
私
は
恨
む
わ
！

　

む
ろ
ん
虚
構
の
文
学
作
品
か
ら
取
り
出
し
た
こ
と
ば
が
す
べ
て
そ
の
作
家
の
真
実
の
姿
を
伝
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
場
面
は
少
な
く
と
も
事
実
に
近
い
。
母
が
姉
と
弟
を
連
れ
て
お
祖
母
さ
ん
の
家
か
ら
帰
っ
て
い
く
が
、

そ
の
と
き
自
分
だ
け
が
残
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
ら
、
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
か
、
間
違
い
な
く
引
用
し
た
文
章
に
表
れ
て
い
る
感
情
が

支
配
す
る
の
は
想
像
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
出
来
事
が
遅
子
建
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
祖
母
に
兄
弟
の
な
か
で
預
け
ら
れ
た
の
は
彼
女
だ
け

だ
。
な
ぜ
自
分
だ
け
が
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
母
親
か
ら
愛
情
を
か
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
分
と
い

う
存
在
に
、
彼
女
は
母
親
の
方
へ
向
け
る
べ
き
愛
情
を
閉
ざ
す
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
愛
情
は
、
そ
ん
な
彼
女
を
や
さ
し
く
世
話

し
て
く
れ
る
祖
母
と
眼
前
に
大
き
く
広
が
る
自
然
界
で
生
き
生
き
と
し
て
生
き
る
動
物
、
植
物
に
向
け
ら
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
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い
で
あ
ろ
う
。

　

両
親
の
家
も
た
と
え
塔
河
の
永
安
と
い
う
町
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
す
ぐ
周
り
は
大
興
安
嶺
の
大
自
然
が
迫
っ
て
い
る
。
自
然

界
で
生
き
る
動
物
、
植
物
に
こ
と
欠
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
両
親
、
兄
弟
の
い
な
い
北
極
村
で
は
そ
れ
以
上
に
大
き
な
意
味
を
持

っ
た
に
違
い
な
い
。

　

私
は
小
さ
い
頃
母
方
の
祖
母
の
家
に
住
ん
だ
。
丸
木
作
り
の
高
く
大
き
な
家
で
、
家
の
前
後
に
広
々
と
し
た
野
菜
畑
が
あ
っ
た
。

短
い
夏
が
や
っ
て
来
る
と
、
野
菜
畑
に
は
様
々
な
色
の
作
物
と
花
と
草
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
食
用
の
も
の
は
、
た
と
え
ば
キ

ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
カ
ボ
チ
ャ
、
イ
ン
ゲ
ン
豆
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
だ
。
純
粋
に
観
賞
用
の
も
の
は
、
た
と
え
ば
、
ヤ
グ
ル
マ
草
、

ツ
タ
、
ケ
シ
な
ど
だ
。
む
ろ
ん
、
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ
う
に
、
食
用
と
観
賞
が
半
々
の
植
物
も
あ
っ
た）

6
（

。

　

遅
子
建
は
こ
の
野
菜
を
作
り
を
手
伝
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
逆
に
祖
父
、
祖
母
の
足
手
ま
と
い
に
な
っ
た
が
、
野
菜
を
作
る

仕
事
に
没
頭
し
て
、
悲
し
い
思
い
出
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
野
菜
畑
だ
け
で
は
な
い
。
犬
や
猫
が
い
つ
も
そ

ば
に
い
た
。
ま
た
、
飼
っ
て
い
る
鶏
や
豚
な
ど
が
い
た
。
豊
か
な
自
然
に
取
り
囲
ま
れ
て
、
物
足
り
な
さ
は
あ
っ
て
も
元
気
に
生
活
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

私
は
犬
を
二
匹
飼
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
匹
は
褐
色
で
、
も
う
一
匹
は
黒
色
だ
っ
た
。
褐
色
の
犬
は
名
を
「
お
馬
鹿
ち
ゃ
ん
」

と
い
い
、
黒
色
の
犬
は
「
黒
子
」
と
い
っ
た
。「
お
馬
鹿
ち
ゃ
ん
」
は
じ
つ
は
ま
っ
た
く
馬
鹿
で
な
く
、
威
風
堂
々
と
し
て
、
勇

気
も
あ
り
、
北
極
村
で
素
晴
ら
し
い
犬
の
一
匹
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。「
お
馬
鹿
ち
ゃ
ん
」
は
気
性
が
激
し
く
、
長
い
鎖
に
ず
っ



93

遅子建、覚え書き

と
繋
が
れ
て
い
て
、
家
の
裏
の
野
菜
畑
に
い
た）

7
（

。

　

か
つ
て
ど
こ
の
農
村
で
も
い
た
子
供
だ
っ
た
。
た
だ
そ
の
心
の
中
に
は
「
自
分
だ
け
は
母
親
か
ら
嫌
わ
れ
た
」
と
い
う
不
条
理
窮
ま

り
な
い
思
い
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
た
だ
そ
の
よ
う
な
考
え
と
は
別
に
、
彼
女
の
周
り
は
大
興
安
嶺
の
森
林
と
大
河
の
黒
竜
江
が
流
れ
、

大
自
然
の
懐
に
く
る
ま
れ
て
い
た
。

　

大
自
然
の
親
し
み
深
い
触
れ
あ
い
は
私
に
徐
々
に
言
語
に
興
味
を
抱
か
せ
た
。
私
の
書
く
原
動
力
は
往
々
に
そ
れ
ら
か
ら
与
え

て
も
ら
っ
た
感
動
だ）

8
（

。

二

　

遅
子
建
が
北
極
村
で
の
生
活
を
描
写
し
た
散
文
は
数
多
く
あ
る
。
ま
た
、
小
説
と
し
て
「
北
極
村
童
話
」、「
原
始
風
景　

上
部
」
な

ど
は
い
わ
ば
自
分
の
北
極
村
で
の
生
活
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
小
説
と
散
文
と
に
細
部
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、
大
き
な
違
い
は
み
ら

れ
な
い
。
小
説
化
す
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
自
然
が
圧
倒
し
て
い
た
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
遅
子
建
が
作
家
と
し
て
名
が
知
ら
れ
た
作
品
が
「
北
極
村
童
話
」
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
を

書
く
以
前
に
も
『
北
方
文
学
』
に
三
作
品
を
発
表
し
て
い
る
が
、
遅
子
建
を
代
表
す
る
作
品
で
ま
ず
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
北
極

村
童
話
」
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
作
品
は
一
九
八
四
年
、
ま
だ
学
生
だ
っ
た
頃
か
ら
書
き
始
め
、
八
六
年
の
『
人
民
文
学
』
第
二
期
に
発
表
さ
れ
た
。
す
で
に
最

初
の
部
分
は
引
用
し
た
が
、
遅
子
建
が
体
験
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
祖
母
の
家
に
引
き
取
ら
れ
て
か
ら
、
帰
宅
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
を

叙
情
豊
か
に
書
き
上
げ
て
い
る
。
事
実
と
は
い
く
ら
か
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
散
文
な
ど
も
参
考
に
す
る
と
ほ
と
ん
ど
体
験
し
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
恐
ら
く
こ
の
作
品
で
成
功
し
た
こ
と
が
そ
の
後
の
遅
子
建
を
規
定
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
遅
子
建
は
北
極
村

の
事
を
書
い
て
作
家
の
名
を
得
た
が
、
作
家
と
し
て
そ
の
あ
と
数
年
、
こ
れ
と
い
っ
た
作
品
を
書
け
な
か
っ
た
。

　

彼
女
は
庶
民
の
生
活
を
叙
情
豊
か
に
書
き
上
げ
る
文
才
は
あ
っ
て
も
、
あ
る
思
想
を
作
品
化
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
作
家
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
な
に
を
書
い
て
い
け
ば
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
悩
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
遅
子
建
が
作
家
と
し
て
自
分
の
特
徴
を
出
す
、

つ
ま
り
他
の
作
家
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
自
分
は
多
く
の
作
家
の
中
で
埋
没
し
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。
ど
ん
な
作
品

世
界
を
築
い
て
い
こ
う
か
、
自
分
が
作
家
と
し
て
自
立
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
悩
み
始
め
た
は
ず
で
あ
る
。

　

私
は
常
々
思
っ
て
い
る
が
、
一
九
八
四
年
春
の
晴
れ
た
日
の
、
あ
の
小
説
創
作
の
少
女
は
、
将
来
作
家
に
な
ろ
う
と
は
特
に
考

え
て
い
な
か
っ
た
。
の
ち
に
人
か
ら
彼
女
が
作
家
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
き
、
彼
女
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
安
に
駆
ら
れ
た）

9
（

。

　

こ
の
不
安
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
一
九
八
七
年
北
京
に
行
き
、
魯
迅
文
学
院
短
期
班
に
四
ヶ
月
参
加
し
て
勉
強

し
、
そ
の
年
の
秋
、
西
安
の
西
北
大
学
で
の
作
家
班
に
加
わ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
年
の
と
こ
ろ
を
一
年
で
切
り
上
げ
、
一
九
八
八
年
、

北
京
師
範
大
学
と
魯
迅
文
学
院
の
合
同
主
催
の
第
一
回
の
作
家
班
に
移
る
。
こ
の
合
同
班
が
開
始
さ
れ
る
の
で
急
遽
北
京
に
移
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
あ
る
い
は
な
に
か
別
の
要
因
が
働
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
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西
安
で
は
「
背
高
の
っ
ぽ
の
若
者
」
が
遅
子
建
に
よ
く
花
束
を
持
っ
て
訪
れ
た
。
遅
子
建
は
か
れ
と
の
恋
に
陥
っ
た
。
初
恋
だ
っ
た
。

夜
、
か
れ
の
ボ
ロ
自
転
車
の
う
し
ろ
に
乗
っ
て
街
を
動
き
回
っ
た
。

　

だ
が
、
遅
子
建
は
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
し
て
北
京
に
移
っ
た
。
初
恋
は
二
年
で
終
わ
っ
た
。
な
に
が
な
ん
で
も
遅
子
建
は
小
説

家
と
し
て
の
勉
強
を
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
作
家
班
に
参
加
し
て
勉
強
す
れ
ば
い
い
作
品
を
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

だ
作
家
班
に
参
加
す
る
こ
と
は
一
種
の
精
神
安
定
剤
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
動
き
に
遅
子
建
の
不
安
が
見
て
取
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
期
間
、
遅
子
建
に
と
っ
て
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
散
文
な
ど
見
て
も
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
い
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
楽
し
い
時
間
を
過
ご
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
将
来
が
不
安
で
あ
る
。
激
し
い
焦
燥
感
に
苛
ま
れ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
若
手
の
ど
の
作
家
も
同
じ

だ
。
他
の
若
手
の
作
家
と
同
じ
境
遇
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
ず
か
に
遅
子
建
が
安
心
し
て
立
て
る
場
所
だ
っ
た
。

　

私
は
出
か
け
る
の
が
苦
手
だ
。
北
京
の
二
年
間
で
、
頤
和
園
に
も
行
か
な
か
っ
た
。
…
…
私
は
と
き
ど
き
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ

し
、
そ
の
た
め
友
人
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
私
は
し
ば
し
ば
自
分
の
将
来
の
運
命
に
悩
ん
だ
。
こ
の
地
球
の
ど
の
位
置
が
自
分
に

よ
り
適
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
ど
の
家
に
私
は
収
ま
る
の
か
、
私
は
一
切
が
わ
か
ら
な
か
っ
た）
10
（

。

　

焦
燥
感
に
苛
ま
れ
て
時
を
過
ご
し
て
い
た
が
、
三
年
半
に
渡
る
作
家
班
の
生
活
が
終
わ
っ
た
。
作
家
班
に
参
加
し
て
小
説
家
と
し
て

な
に
か
を
掴
み
た
い
と
考
え
た
生
活
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ピ
ン
で
の
生
活
が
遅
子
建
を
待
っ
て
い
た
。
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魯
迅
文
学
院
を
卒
業
し
て
ハ
ル
ピ
ン
で
仕
事
に
就
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
前
世
紀
九
十
年
代
の
初
期
だ
っ
た
。
北
京
の
あ
の
イ

ラ
イ
ラ
す
る
生
活
環
境
か
ら
逃
れ
、
ハ
ル
ピ
ン
の
相
対
的
な
静
け
さ
は
私
に
格
別
の
気
持
ち
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
た）
11
（

。

　

よ
ほ
ど
気
持
ち
が
落
ち
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
他
の
散
文
で
も
同
じ
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

魯
迅
文
学
院
を
卒
業
し
て
ハ
ル
ピ
ン
に
戻
っ
た
あ
と
、
私
は
喧
噪
の
環
境
か
ら
た
ち
ま
ち
静
寂
の
中
に
戻
っ
た
。
そ
の
頃
、
た

と
え
創
作
で
あ
ろ
う
と
読
書
で
あ
ろ
う
と
、
心
が
落
ち
着
く
の
に
十
分
だ
っ
た）
12
（

。

　

ハ
ル
ピ
ン
で
遅
子
建
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
は
、『
北
方
文
学
』
雑
誌
社
で
の
編
集
で
あ
っ
た
。
生
活
は
週
二
回
出
勤
す
る
だ
け
で
、

あ
と
は
読
書
、
執
筆
の
日
々
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
、
遅
子
建
は
徐
々
に
そ
れ
ま
で
の
不
安
か
ら
解
消
さ
れ
、
作
家
と
し
て
の
確

信
を
持
ち
始
め
た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
精
神
的
状
況
を
作
品
化
し
た
の
が
、「
白
夜
へ
の
旅
行
」）
13
（

だ
。

三

　
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
は
一
九
九
三
年
に
書
か
れ
、
翌
年
の
文
芸
雑
誌
『
収
穫
』
第
一
期
に
発
表
さ
れ
た
。

　

二
通
の
手
紙
か
ら
始
ま
り
、
二
通
の
手
紙
で
終
わ
る
こ
の
作
品
は
、
一
歩
間
違
え
れ
ば
、
怪
奇
小
説
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
土
屋
肇
枝
は
、
再
生
へ
の
旅
路）
14
（

だ
と
い
う
。「
心
の
内
に
あ
る
孤
独
、
自
分
の
中
の
他
者
性
と
直

面
し
た
の
ち
の
、
再
生
と
連
帯
を
探
る
道
筋
と
し
て
」
こ
の
作
品
を
読
む
。
ま
た
、
旅
行
中
、
自
分
の
言
葉
を
他
人
か
ら
疑
わ
れ
て
腹
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を
た
て
て
い
た
が
、
旅
の
最
後
で
、「
私
」
が
「
精
神
漫
遊
者
」
つ
ま
り
精
神
的
疾
患
者
と
し
て
自
己
を
告
白
し
た
あ
と
、「
私
」
に
変

化
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
も
い
う
。

　

間
違
い
な
く
「
再
生
へ
の
旅
路
」
に
違
い
な
い
。
た
だ
、「
白
夜
へ
の
旅
行
」
は
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
す
る
な
ら
ば
、
遅
子
建

自
身
が
作
家
と
し
て
の
再
生
を
象
徴
し
て
い
る
作
品
と
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

他
人
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
ん
だ
昔
の
夫
馬
孔
多
と
旅
を
共
に
し
た
こ
と
は
、「
私
」
は
「
妄
想
」
の
な
か
で
生
き
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
馬
孔
多
と
の
対
話
は
自
己
と
の
対
話
で
あ
り
、
馬
孔
多
の
行
動
は
自
己
が
他
者
に
期
待
し
た
行
動
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

誰
か
か
ら
作
品
を
「
批
判
」
さ
れ
る
生
活
か
ら
逃
れ
、
出
会
う
人
と
「
喧
嘩
」
し
、
誰
か
を
「
殺
し
」
た
か
の
よ
う
に
思
い
、
死
の
危

険
か
ら
逃
れ
る
旅
路
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
遅
子
建
自
身
が
再
生
す
る
た
め
に
必
要
な
旅
路
だ
っ
た
。
で
は
こ
の
「
妄
想
」
は
ど

こ
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

作
品
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
精
神
的
な
疾
患
か
ら
だ
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。
旅
に
出
発
す
る
前
、
暑
さ
に
耐
え
ら
れ
な

く
な
り
、
さ
ら
に
自
分
の
部
屋
が
街
の
騒
音
に
さ
ら
さ
れ
、
仕
事
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
同
じ
グ
ラ
ビ
ア
誌
を
何
度
も
繰
り
か
え
し

見
て
過
ご
す
、
と
い
う
異
常
な
生
活
を
し
て
い
る
、
と
い
う
説
明
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　

こ
の
二
進
も
三
進
も
い
か
な
い
と
き
に
ハ
ル
ピ
ン
を
離
れ
ら
れ
る
の
は
、
夢
に
ま
で
思
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
し
て
北
方
へ
の

旅
に
馬
孔
多
が
同
行
す
る
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
だ
。

　

二
進
も
三
進
も
い
か
な
い
状
態
が
精
神
的
に
「
私
」
を
圧
迫
し
、「
同
じ
グ
ラ
ビ
ア
誌
を
何
度
も
繰
り
か
え
し
見
て
過
ご
す
」
と
い

う
精
神
的
疾
患
と
し
て
現
れ
て
い
て
、
現
在
の
住
ま
い
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
「
夢
に
ま
で
思
っ
」
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
行
者
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に
ま
だ
愛
情
を
抱
い
て
い
て
、
関
係
を
整
理
で
き
て
い
な
い
馬
孔
多
が
加
わ
れ
ば
、
こ
の
旅
行
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
清
算
す
る
に
は

絶
好
の
機
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
作
品
が
そ
の
時
々
の
作
家
の
精
神
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
た
だ
こ
の
疾
患
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
遅
子

建
自
身
が
作
家
と
し
て
の
確
信
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
た
「
妄
想
」
と
理
解
し
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
北
極
村
童

話
」
で
作
家
の
道
を
歩
み
始
め
た
遅
子
建
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
北
極
村
」
の
殻
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、
も
が
き

苦
し
ん
で
生
じ
た
「
妄
想
」
の
な
か
で
生
き
て
き
た
と
い
っ
て
い
い
。
だ
が
遅
子
建
は
つ
い
に
そ
れ
を
自
覚
し
た
。
自
覚
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
は
殻
を
破
る
歩
み
を
始
め
た
こ
と
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
の
確
信
が
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を

具
現
し
た
作
品
が
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
遅
子
建
は
作
家
と
し
て
の
確
信
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
遅
子
建
の
年
譜
を
見
る
と
、
こ
の
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
を
書
い

た
年
に
、
国
家
一
級
作
家
と
な
っ
て
い
る
。
作
家
協
会
か
ら
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
外
面
的
な
出
来
事
で
、
国
家
一

級
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
も
作
品
が
よ
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
外
面
的
な
出
来
事
で
あ
る
が
故
に
、
他
者
か
ら
自
分
が
書
い
て

き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
作
家
と
し
て
の
確
信
に
な
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。

　

遅
子
建
自
身
は
、
翌
年
の
一
九
九
四
年
あ
る
い
は
そ
の
翌
年
に
、
専
業
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
し
た
と
答
え
て
い
る
が）
15
（

。

四

　

遅
子
建
は
執
筆
旺
盛
な
作
家
で
あ
る
。
著
作
年
表）
16
（

を
見
て
い
く
と
、
誰
も
が
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
一
九
九
七
年
に
第
一
回

の
魯
迅
短
編
賞
を
獲
得
し
て
い
る
。
自
分
が
書
い
て
き
た
道
は
間
違
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
作
家
と
し
て
の
確
信
が
さ
ら
に
そ
の
後
の
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作
品
に
現
れ
て
い
る
。

　

文
芸
雑
誌
『
花
城
』
一
九
九
八
年
第
一
期
に
掲
載
さ
れ
た
「
観
彗
記
」
は
、「
白
夜
へ
の
旅
行
」
と
似
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
「
観

彗
記
」
は
、
作
家
の
「
私
」
が
、
夏
至
の
日
の
白
夜
と
そ
の
と
き
に
オ
ー
ロ
ラ
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
想
を
聞
き
、
見

物
が
て
ら
故
郷
の
北
極
村
へ
行
く
物
語
で
あ
る
。
乗
っ
た
汽
車
で
知
り
合
っ
た
写
真
家
（
か
れ
は
白
夜
と
オ
ー
ロ
ラ
を
撮
る
た
め
に
北

極
村
に
向
か
う
）
と
の
会
話
を
交
え
て
進
む
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
と
大
き
な
と
こ
ろ
で
作
品
の
構
造
が
近
い
。
た
だ

「
私
」
も
写
真
家
も
精
神
的
な
意
味
で
は
普
通
人
で
あ
り
、
作
家
と
し
て
の
確
信
を
持
っ
て
行
動
し
て
お
り
、「
白
夜
へ
の
旅
行
」
の
よ

う
な
病
的
な
面
は
な
い
。
ま
た
作
品
は
破
綻
も
な
く
、
ス
ム
ー
ス
に
進
む
。
読
者
に
は
あ
ま
り
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
な
い
作
品
だ
。
た

だ
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
よ
り
は
作
家
の
技
巧
と
し
て
は
上
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
題
材
を
選
ん
で
書
い
て
い
る
が
、
安
定
し
て
そ
つ

な
く
書
い
て
い
る
、
と
い
え
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
作
家
と
し
て
の
確
信
の
な
せ
る
技
で
あ
ろ
う
。

　
「
観
彗
記
」
と
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
間
の
作
家
と
し
て
の
遅
子
建
の
進
歩
が
よ
り
は
っ
き
り
す
る
。
た
だ
、

作
品
を
苦
闘
し
て
書
き
上
げ
た
、
と
い
う
点
で
は
「
白
夜
へ
の
旅
行
」
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
作
家
自
身
も
「
白
夜
へ
の
旅

行
」
の
方
に
愛
お
し
さ
を
覚
え
る
よ
う
で
、「
白
夜
へ
の
旅
行
」
の
方
が
好
き
だ
と
答
え
て
い
る）
17
（

。

　

私
が
生
ま
れ
た
の
は
祖
国
の
最
北
端―

漠
河
北
極
村
で
、
そ
こ
は
天
然
の
植
物
園
の
よ
う
に
森
林
と
原
野
と
河
川
を
備
え
て

い
た
。
私
は
自
分
が
こ
の
よ
う
な
美
し
い
土
地
で
生
ま
れ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。

　

私
が
覚
え
て
い
る
日
で
一
番
多
い
の
は
雪
の
日
で
、
冬
は
果
て
し
な
く
続
き
、
雪
は
次
々
と
降
り
、
天
地
の
間
は
す
べ
て
白
一

色
と
な
り
、
あ
る
と
こ
ろ
の
雪
は
夏
に
な
っ
て
も
ず
っ
と
解
け
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
北
極
村
で
は
古
い
雪
が
残
っ
て
い
た
。
こ
の

子
供
の
と
き
の
生
活
の
印
象
が
、
の
ち
の
私
の
創
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た）
18
（

。
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遅
子
建
は
自
分
の
想
像
力
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
北
極
村
か
ら
不
安
を
抱
え
な
が
ら
出
発
し
、
つ
い
に
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
確

信
を
得
た
。
そ
れ
は
も
が
き
苦
し
み
な
が
ら
、
ふ
た
た
び
北
極
村
に
戻
り
、
再
生
し
た
道
程
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
一
月
に
出
版
さ

れ
た
散
文
集
『
も
し
魚
に
翼
が
あ
っ
た
ら
』
の
書
名
に
な
っ
た
散
文
「
も
し
魚
に
翼
が
あ
っ
た
ら
」
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　

私
は
七
、
八
歳
の
頃
、
北
極
村
で
生
活
を
し
て
い
た
が
、
世
界
は
北
極
村
の
よ
う
な
大
き
さ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
大
き
く
な
っ

て
多
く
の
場
所
に
行
き
、
多
く
の
人
と
会
い
、
美
し
い
風
景
に
接
し
て
か
ら
、
振
り
返
っ
て
み
て
考
え
た
。
世
界
は
実
際
や
は
り

あ
の
よ
う
に
大
き
い
、
で
も
そ
れ
は
小
さ
な
北
極
村
に
す
ぎ
な
い
と）
19
（

。

　

遅
子
建
に
於
け
る
北
極
村
は
、
遅
子
建
の
「
世
界
」
と
変
わ
っ
た
。
こ
の
ま
ま
「
北
極
村
」
を
す
な
わ
ち
自
分
の
世
界
を
表
現
し
て

い
け
ば
い
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
も
は
や
「
北
極
村
」
に
囚
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
好
き
な
こ
と
を
書
い
て
い
け
る
。
そ
れ
が
遅
子

建
の
世
界
で
あ
り
、
ま
た
「
北
極
村
」
で
あ
る
。
以
後
、
遅
子
建
は
作
家
と
し
て
の
確
信
の
拠
り
所
を
完
全
に
獲
得
し
た
と
い
え
よ
う
。

そ
の
後
の
彼
女
の
作
品
群
が
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注（
1
）
二
〇
〇
七
年
八
月
、
北
京
で
、
ロ
シ
ア
に
向
か
わ
れ
る
遅
子
建
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
席
者
は
中
央
大
学
の
渡

辺
新
一
氏
。
な
お
、
蕭
紅
と
の
共
通
点
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
川
俣
優
「
遅
子
建
の
『
北
極
村
の
童
話
』
を
め
ぐ

っ
て
」（
明
治
学
院
大
学
一
般
教
育
部
付
属
研
究
所
紀
要
、
二
四
号
。
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）「
自
己
を
語
る
」（「
我
説
我
」『
北
方
的
塩
』
江
蘇
文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
一
月
。
以
下
同
）
ペ
ー
ジ
二
七
七
、
一
三
行
目
。
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（
3
）『
遅
子
建
影
記
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
九
月
）。
な
お
、
自
伝
の
「
雲
煙
過
客
」（『
遅
子
建
文
集
』
４
所
収
）
は
『
遅
子
建

影
記
』
の
一
部
を
抜
き
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
）「
原
始
風
景
」（『
遅
子
建
』
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
5
）「
北
極
村
童
話
」（『
遅
子
建
』
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

（
6
）「
寒
冷
の
高
緯
度―

夢
の
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
」（「
寒
冷
的
高
緯
度―

我
的
夢
開
始
的
地
方
」『
假
如
魚
也
有
翅
膀
』（
湖
南
文
芸
出
版

社
二
〇
〇
五
年
一
月
。
以
下
同
）
ペ
ー
ジ
二
〇
六
、
五
行
〜
一
〇
行
。

（
7
）「
動
物
た
ち
」（「
動
物
們
」『
遅
子
建　

散
文
精
品
賞
析
』
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
ペ
ー
ジ
一
八
二
、
四
行
〜
七
行
。

（
8
）「
自
己
を
語
る
」（「
我
説
我
」『
北
方
的
塩
』）
ペ
ー
ジ
二
七
八
、
七
行
〜
八
行
。

（
9
）「
ま
と
ま
り
の
な
い
遙
か
な
思
い
」（「
遐
想
片
断
」『
北
方
的
塩
』）
ペ
ー
ジ
一
八
三
、
二
三
行
〜
二
五
行
。

（
10
）「
ま
と
ま
り
の
な
い
遙
か
な
思
い
」（「
遐
想
片
断
」『
北
方
的
塩
』）
ペ
ー
ジ
一
八
四
、
七
行
〜
八
行
。

（
11
）「
窓
の
中
、
窓
の
外
の
世
界
」（「
窓
里
窓
外
的
世
界
」『
假
如
魚
也
有
翅
膀
』）
ペ
ー
ジ
二
五
八
、
七
行
〜
八
行
。

（
12
）「
貝
殻
を
拾
う
人
」（「
拾
貝
殻
的
人
」『
假
如
魚
也
有
翅
膀
』）
ペ
ー
ジ
二
七
四
、
二
〇
行
〜
二
二
行
。

（
13
）
原
題
は
「
向
着
白
夜
旅
行
」。
こ
の
作
品
の
あ
ら
す
じ
は
こ
う
だ
。

　
　
　

ハ
ル
ピ
ン
に
住
む
「
私
」
は
二
通
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
一
通
は
、
読
者
か
ら
の
批
判
の
手
紙
で
あ
り
、
あ
と
一
通
は
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ

れ
て
い
る
中
年
の
男
か
ら
で
、
離
婚
し
た
馬
孔
多
（
離
婚
し
た
こ
と
は
あ
と
に
な
っ
て
わ
か
る
）
が
若
い
女
性
を
つ
れ
て
ト
ラ
グ
の
古
墳

の
発
掘
場
所
に
現
れ
、
五
日
間
滞
在
し
て
ク
チ
ャ
へ
行
っ
た
、
と
い
う
知
ら
せ
だ
っ
た
。
そ
し
て
テ
レ
ビ
画
面
の
暖
炉
の
火
を
見
て
い
る

と
、
突
然
、
馬
孔
多
が
入
っ
て
く
る
。「
私
」
は
漠
河
の
白
夜
を
馬
孔
多
と
一
緒
に
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
「
私
」
は
車
中
、
馬
孔
多
と
話
を
す
る
が
、
検
札
の
係
員
に
は
馬
孔
多
の
姿
が
見
え
な
い
。
乗
換
駅
で
食
堂
に
入
る
が
、
や
は
り
他
の

人
に
は
馬
孔
多
の
姿
が
見
え
な
い
。

　
　
　

さ
ら
に
塔
河
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
長
距
離
バ
ス
に
乗
り
換
え
る
。
途
中
、
中
年
の
婦
人
が
乗
っ
て
き
て
馬
孔
多
の
席
に
座
ろ
う
と
す
る
。

そ
の
席
の
切
符
を
見
せ
て
婦
人
を
座
ら
せ
ず
、
馬
孔
多
に
色
々
言
う
が
、
周
り
の
乗
客
は
哀
れ
そ
う
に
「
私
」
を
見
て
い
た
。
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呼
瑪
に
到
着
し
、
旅
館
で
食
事
を
し
て
漠
河
行
き
の
船
に
乗
り
換
え
よ
う
と
し
た
が
、
船
の
便
は
す
で
に
な
く
車
か
汽
車
に
代
わ
っ
て

い
た
。
し
か
し
旅
館
の
女
将
が
、
兄
の
石
炭
を
運
ぶ
船
に
乗
る
よ
う
に
便
宜
を
図
っ
て
く
れ
る
と
い
う
の
で
、
二
人
分
の
船
賃
を
払
お
う

と
す
る
。
す
る
と
、
あ
な
た
一
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
馬
孔
多
が
絶
対
船
に
乗
り
た
く
な
い
と
い
う
の
で
、

仕
方
な
く
、
ま
た
塔
河
ま
で
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　

塔
河
で
の
夜
、
二
人
で
外
を
歩
く
が
雨
に
降
ら
れ
て
食
堂
に
飛
び
込
む
。
そ
こ
の
女
将
も
馬
孔
多
が
見
え
ず
、
訝
し
が
る
。
食
事
を
終

え
て
駅
に
戻
る
と
、
タ
バ
コ
を
忘
れ
て
き
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
馬
孔
多
が
代
わ
り
に
取
り
に
行
く
が
、
な
か
な
か
戻
ら
な
い
。
出
発
の

時
間
が
迫
り
、
先
ほ
ど
の
食
堂
に
行
く
と
、
馬
孔
多
の
足
下
に
女
将
の
死
体
が
あ
っ
た
。
馬
孔
多
は
、
彼
女
の
夫
が
殺
し
た
、
と
い
う
。

殺
人
事
件
に
関
わ
り
た
く
な
い
「
私
」
は
、
馬
孔
多
を
引
っ
張
っ
て
駅
に
行
き
、
汽
車
に
乗
っ
た
。

　
　
　

西
林
吉
駅
で
降
り
、
北
陲
飯
店
で
二
人
で
泊
ま
ろ
う
と
す
る
と
、
受
付
は
馬
孔
多
が
見
え
な
い
し
、
身
分
証
も
な
い
か
ら
ダ
メ
だ
と
い

う
。「
私
」
は
馬
孔
多
が
見
え
な
い
こ
と
を
幸
い
に
、
こ
こ
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
た
。
翌
朝
、
共
同
の
友
人
で
あ
る
西
暘
と
出
会
う
。
訝

し
が
る
彼
は
、
馬
孔
多
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
あ
た
か
も
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
。

　
　
　

六
月
二
十
一
日
夏
至
の
前
夜
、
二
人
は
久
し
ぶ
り
に
ベ
ッ
ド
を
共
に
し
た
。
や
が
て
北
極
村
で
白
夜
を
迎
え
る
た
め
、
観
光
客
は
一
斉

に
出
か
け
、
自
分
た
ち
も
北
極
村
へ
行
っ
た
。
馬
孔
多
は
西
暘
の
グ
ル
ー
プ
と
一
緒
に
黒
竜
江
の
源
流
に
向
か
う
た
め
、
こ
こ
で
二
人
は

別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
馬
孔
多
は
死
ん
だ
は
ず
の
食
堂
の
女
将
と
一
緒
に
出
か
け
る
と
い
う
。
私
は
西
暘
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
馬

孔
多
の
こ
と
を
頼
ん
で
塔
河
へ
戻
っ
た
。

　
　
　

雨
の
降
る
深
夜
の
街
を
歩
い
て
実
家
に
帰
り
、
ぐ
っ
す
り
と
眠
っ
た
。
翌
日
、
母
親
か
ら
、
呼
瑪
か
ら
漠
河
行
き
の
石
炭
船
が
沈
没
し

た
こ
と
、
塔
河
の
食
堂
の
女
将
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
驚
く
。

　
　
　

数
日
後
、
ハ
ル
ピ
ン
に
戻
っ
た
私
は
、
骨
箱
の
よ
う
な
郵
便
受
け
か
ら
二
通
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
一
通
は
、
西
暘
か
ら
の
も
の
で
、

馬
孔
多
の
霊
が
憑
い
て
い
た
け
ど
、
な
に
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
文
面
で
あ
り
、
も
う
一
通
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る

中
年
男
か
ら
で
、
ト
ラ
グ
を
出
た
馬
孔
多
が
六
月
十
五
日
に
交
通
事
故
で
死
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
今
度
の
旅
行
の
切
符
を
買
っ

た
の
は
、
馬
孔
多
が
亡
く
な
っ
た
翌
日
の
十
六
日
だ
っ
た
。
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（
14
）
土
屋
肇
枝
「
再
生
へ
の
旅
路―

遅
子
建
『
白
夜
行
』」（『
野
草
』
二
〇
〇
〇
年
八
月
）

（
15
）
前
述
の
会
見
。

（
16
）
土
屋
肇
枝
「
遅
子
建
履
歴
」（
二
〇
〇
七
年
九
月
、
研
究
会
発
表
）。
こ
の
覚
え
書
き
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
こ
の
年
表
な
ど
大
い
に
利

用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

（
17
）
前
述
の
会
見
。

（
18
）「
ま
と
ま
り
の
な
い
遙
か
な
思
い
」（「
遐
想
片
断
」『
北
方
的
塩
』）
ペ
ー
ジ
一
八
三
、
一
行
〜
七
行
。

（
19
）「
も
し
魚
に
翼
が
あ
っ
た
ら
」（「
假
如
魚
也
有
翅
膀
」『
假
如
魚
也
有
翅
膀
』）
ペ
ー
ジ
二
〇
五
、
一
行
〜
四
行
。

遅子建近影　渡辺新一氏撮影




