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文学の可能性──災いとの闘いの記録を通して──

は
じ
め
に

　

そ
の
と
き
、
突
然
、
世
界
は
一
変
し
た
。
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と

無
意
識
に
思
っ
て
い
た
（
あ
る
い
は
そ
う
思
い
込
ん
で
い
た
）「
日
常
」
と

は
こ
ん
な
に
も
も
ろ
く
容
易
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
誰
も

が
身
を
も
っ
て
体
感
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
世

界
中
でCO

V
ID
-19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
）
と
の
闘
い
は
続
い

て
い
る
。
こ
の
闘
い
に
も
い
つ
か
は
終
止
符
が
打
た
れ
る
は
ず
で
は
あ
る
が
、

現
状
で
は
先
が
見
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
と
の

闘
い
に
人
類
が
勝
つ
た
め
に
は
、
短
期
的
な
見
通
し
と
中
長
期
的
な
見
通
し

と
の
両
方
を
持
ち
な
が
ら
、
様
々
な
学
問
領
域
の
力
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

そ
の
領
域
と
し
て
、
医
学
や
科
学
、
疫
学
、
経
済
学
と
い
っ
た
分
野
が
真
っ

先
に
挙
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
は
理
学
や
工
学
、
心
理
学
な
ど
の
分
野
も
挙

が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
領
域
の
進
歩
や
適
切
な
理
解
、
判
断
が

な
け
れ
ば
、
間
違
い
な
く
人
類
に
勝
機
は
見
え
て
こ
な
い
。
で
は
、
人
々
が

未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
と
対
峙
し
、
未
曾
有
の
出
来
事
が
続
く
な
か
で
、「
文
学
」

と
い
う
学
問
領
域
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
文

学
は
た
だ
手
を
こ
ま
ね
い
て
医
学
や
科
学
な
ど
の
発
展
を
ひ
た
す
ら
傍
観
す

る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
や
そ
う
で
は
な
い
。
こ
う
い
っ
た
状
況
に
陥
っ
た
と
き
、
文
学
は
医
学

や
科
学
な
ど
と
は
ま
た
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
で
き
、
医
学
や
科
学
で
さ
え

も
で
き
な
い
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
シ
ン
プ
ル
に
本
を

読
む
こ
と
で
娯
楽
と
し
て
文
学
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
文
学
作

品
は
過
去
の
英
知
の
結
集
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
情
報
」
を
得
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
に
発
見
で
き
る
こ
と
や
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
い
ま
改
め
て
文
学
を
見
直
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
ウ
ィ
ル
ス
と
い
う

災
い
（
＝
禍
難
）
と
の
闘
い
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
有
効
な
手
掛
か
り
が
記

【
特
集
】

禍
難
を
乗
り
越
え
て

文
学
の
可
能
性
│
│
災
い
と
の
闘
い
の
記
録
を
通
し
て
│
│

加
美
　
甲
多
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さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
医
学
や
科
学
は
、
過
去
を
振
り
返
り
な
が
ら
も
未

来
を
切
り
開
い
て
い
く
学
問
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
文
学
や
史
学
は
、
未
来

を
見
据
え
つ
つ
も
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
過
去
を
見
つ
め
直
す
学
問
で
あ
る
と

い
え
る
。
文
学
を
通
し
て
、
過
去
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ど
の
よ
う
に

行
動
し
た
の
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
、
出
来
事
や
想
い
を
共
有
・
共
感
す
る

こ
と
、
心
の
機
微
や
叫
び
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
。
未
知
の

ウ
ィ
ル
ス
と
の
闘
い
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
文
学
が
そ
れ
自
体
の
存
在
意
義

を
問
わ
れ
る
よ
う
な
、
根
幹
的
な
問
題
に
突
き
当
た
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も

そ
の
問
題
が
改
め
て
顕
在
化
し
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
文
学

の
価
値
が
問
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

確
か
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
は
、
現
状
で
は
人
類
に
と
っ
て
未

知
の
「
存
在
」
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
絶
対
に
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
、

人
類
に
と
っ
て
未
知
の
「
経
験
」
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
現
代
人
か
ら
す
れ
ば
未
曾
有
の
出
来
事
が
続
い
て
い
る
の
で
、

日
本
史
上
、
初
め
て
の
こ
と
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
、
正
体
不
明
と
い
う
点

が
一
層
の
恐
怖
を
あ
お
り
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
冷
静
に
日
本

文
学
史
や
日
本
史
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
こ
の
ウ
ィ
ル

ス
の
正
体
は
、
日
本
人
も
嫌
と
い
う
ほ
ど
経
験
し
、
苦
し
ん
で
き
た
「
疫
病
」

の
一
種
に
他
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
国
内
だ
け
で
は
な
く
、

海
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る
疫
病
に
も
日
本
人
が
悩
ま
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
文
学
に
注
目
す
る
価
値
は
大
い
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
文
学
の
真
価
を
発
揮
す
る
と
き
が
い
ま
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
人
々
が
災
い
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
乗
り
越
え
た
の
か
に
つ
い
て

見
る
こ
と
で
、
ま
た
災
い
を
通
し
て
過
去
の
人
々
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
共

有
し
な
が
ら
受
け
取
る
こ
と
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
を
限
り
な

く
既
知
の
経
験
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
私
た
ち
に
と
っ
て
未

知
の
も
の
と
闘
う
場
合
の
心
構
え
や
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い

る
可
能
性
は
高
い
。
そ
う
い
っ
た
過
去
の
闘
い
の
記
録
を
ひ
も
と
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
文
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一
　
災
い
を
見
つ
め
た
『
方
丈
記
』

　

疫
病
（
感
染
症
）
と
の
闘
い
は
人
類
に
と
っ
て
未
知
の
経
験
で
は
な
い
と

述
べ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
永
田
和
弘
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

1
（

。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
感
染

症
と
の
闘
い
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
殊
に
も
都
市
文

明
が
発
達
し
て
、
人
々
が
密
集
し
て
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ペ

ス
ト
や
天
然
痘
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
は
じ
め
と
す
る
感
染
症
が
間
歇

的
に
猛
威
を
振
る
い
、
時
に
は
世
界
人
口
の
一
〇
〜
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
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も
の
犠
牲
者
が
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

歴
史
的
事
実
と
し
て
は
、
世
界
的
な
感
染
爆
発
の
歴
史
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
す
る
の
は
、
一

人
の
人
間
と
し
て
は
、
一
生
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
。
多
く
の
人
々
は

実
際
に
記
憶
と
し
て
は
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歴
史
の
記
憶
と
し

て
は
共
有
し
て
い
て
も
、
身
に
つ
ま
さ
れ
た
切
実
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ま
さ
か
自
分
に
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
の
が
大
多
数
の
考
え
る
と
こ
ろ
と
な
り
や
す
い
。（
中
略
）

こ
れ
は
正
常
性
バ
イ
ア
ス
と
か
楽
観
性
バ
イ
ア
ス
と
か
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　

や
は
り
、
人
類
と
感
染
症
と
の
闘
い
は
昔
か
ら
世
界
的
に
続
い
て
き
た
歴

史
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
中

古
に
都
市
文
明
が
発
達
し
て
き
た
平
安
京
（
京
都
）
で
は
、
北
村
優
季
氏
が

「
九
世
紀
に
は
二
〇
年
に
一
度
程
度
の
割
合
で
疫
病
が
発
生
し
て
い
る
様
子

が
う
か
が
え
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に）

2
（

、
既
に
平
安
時
代
に
は
頻
繁
に
疫
病
が

起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
本
中
世
に
お
い
て
も

続
い
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
現
代
人
に
と
っ
て
は
ど
こ
か
遠
い
存
在
で
、

歴
史
的
に
は
数
多
の
感
染
症
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
が
、
自
分
の
一
生
に

は
関
係
な
い
と
い
っ
た
「
楽
観
性
バ
イ
ア
ス
」
の
な
か
で
生
き
て
き
た
。
だ

か
ら
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
人
々
が
感
染
症
と
向
き
合
い
き
れ
な
く
な
る

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
、「
歴
史
の
記
憶
と
し
て

は
共
有
し
て
」
き
た
感
染
症
を
現
代
の
人
々
が
現
実
の
も
の
と
し
て
「
共
有
」

し
、
そ
の
「
記
憶
」
を
活
か
す
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
ま
ず
考
え
た
い
の
が
、
鎌
倉
時
代
前
期
に
鴨
長
明
（
以
下
、
長
明
）

が
記
し
た
『
方
丈
記
』
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
あ
の
有
名
す
ぎ
る
冒
頭
文
「
ゆ

く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず）

3
（

」
で
始
ま
る

『
方
丈
記
』
に
は
、
実
は
多
く
の
災
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
明
は
一
一
五

五
（
久
寿
二
）
年
生
ま
れ
で
一
二
一
六
（
健
保
四
）
年
に
没
し
た
と
さ
れ
る
。

源
平
の
争
い
、
平
家
の
栄
枯
盛
衰
を
実
際
に
目
撃
し
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌

倉
時
代
の
幕
開
け
と
い
う
激
動
の
時
代
を
生
き
た
人
物
で
あ
る
。
長
明
は
賀

茂
神
社
の
禰
宜
（
神
官
）
の
家
に
生
ま
れ
る
が
、
後
継
ぎ
に
な
れ
な
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
仏
道
へ
と
進
み
、
和
歌
や
琵
琶
を
好
ん
だ
風
流
人
と
さ
れ
て

い
る
。
歌
論
書
『
無
名
抄
』
を
残
し
、
ま
た
仏
教
説
話
集
『
発
心
集
』
を
編

纂
し
て
お
り
、
中
世
に
お
い
て
い
わ
ば
マ
ル
チ
な
才
能
を
持
っ
た
作
家
の
よ

う
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
彼
は
様
々
な
災
い
を
自
ら
で
体
験
し
た
の
ち
、
晩
年
は
方
丈
庵
（
三

メ
ー
ト
ル
四
方
）
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
自
ら
が
体
験
し
た
災
い
と
隠

遁
生
活
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
前
半
と
後
半
と
に
描
い
て
い
る
の
が
『
方
丈
記
』

な
の
で
あ
る
。
こ
の
構
成
に
注
目
す
る
だ
け
で
も
災
い
を
見
つ
め
、
乗
り
越
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え
よ
う
と
し
た
長
明
だ
か
ら
こ
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
三
木
紀
人
氏
は
「『
方
丈
記
』
で
も
、
時
折
都
に
出

か
け
る
と
記
す
が
、
都
で
情
報
収
集
や
食
料
、
雑
貨
の
調
達
を
し
た
の
だ
ろ

う
。
拠
点
を
郊
外
に
置
い
て
、
必
要
な
と
き
に
都
会
に
通
う
と
い
う
ス
ロ
ー

ラ
イ
フ
は
、
郊
外
に
暮
ら
し
、
都
会
に
通
勤
す
る
現
代
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）

4
（

。
数
々
の
災
い
の
経
験
↓
隠

遁
生
活
と
い
う
流
れ
を
現
代
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
災
い
の
先
に
見
え
て
き
た

も
の
は
、
恐
ら
く
「
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
災

い
と
隠
遁
生
活
の
間
に
は
「
無
常
観
」
と
い
う
架
け
橋
が
存
在
す
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
明

は
災
い
か
ら
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
に
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ど
う
し

て
も
現
代
の
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
と
い
う
こ
と
ば
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
は

単
に
家
に
い
よ
う
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
家
に
い
て
そ
の
「
お
う
ち
時
間
」

を
各
自
が
大
事
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
災
い
の
後
、
熱
心
に
住
居

論
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
長
明
が
自
ら
で
実
践
し
た
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
。
こ

れ
は
現
代
人
に
と
っ
て
も
重
要
で
見
逃
せ
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
感
染
症
と
い
う
災
い
に
よ
っ
て
、
家
に
は
い
て
も
（
い
る
か
ら
こ

そ
）「
フ
ァ
ー
ス
ト
ラ
イ
フ
」
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
人

に
対
す
る
皮
肉
な
警
鐘
と
捉
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

多
く
の
災
い
に
つ
い
て
『
方
丈
記
』
冒
頭
で
は
「
予
、
も
の
の
心
を
知
れ

り
し
よ
り
、
四
十
あ
ま
り
の
春
秋
を
お
く
れ
る
あ
ひ
だ
に
、
世
の
不
思
議
を

見
る
事
、
や
や
た
び
た
び
に
な
り
ぬ
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
物
心
が
つ
い
て

か
ら
『
方
丈
記
』
を
記
す
ま
で
の
約
四
〇
年
間
に
「
世
の
不
思
議
を
見
る
事
」

が
だ
ん
だ
ん
多
く
な
っ
て
き
た
と
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
長
明
が
様
々
な
災

い
の
こ
と
を
「
世
の
不
思
議
」
と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
代
で

さ
え
、
未
知
の
ウ
ィ
ル
ス
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
長
明
に
と
っ
て
は
す

べ
て
が
「
世
の
不
思
議
」
で
あ
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。『
方

丈
記
』
の
成
立
は
一
二
一
二
（
建
暦
二
）
年
な
の
で
、
長
明
五
八
歳
の
と
き

で
あ
る
。

　

で
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
災
い
が
起
こ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、『
方
丈
記
』

の
記
述
を
も
と
に
挙
げ
る
と
、

一
一
六
六
（
仁
安
元
）
年
「
京
都
大
火
」（
長
明
一
二
歳
）

一
一
七
七
（
安
元
三
）
年
「
安
元
の
大
火
」（
長
明
二
三
歳
）

一
一
八
〇
（
治
承
四
）
年
「
治
承
の
大
辻
風
」

 

（
同
年
、
福
原
「
遷
都
」
／
長
明
二
六
歳
）

一
一
八
一
（
養
和
元
）
年
「
養
和
の
大
飢
饉
」（
長
明
二
七
歳
）

一
一
八
五
（
元
暦
二
）
年
「
元
暦
の
大
地
震
」

 

（
同
年
、
平
家
滅
亡
／
長
明
三
一
歳
）
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長
明
は
大
火
災
・
大
つ
む
じ
風
・
大
飢
饉
・
大
地
震
と
い
っ
た
災
い
を
一

〇
年
足
ら
ず
の
間
に
軒
並
み
経
験
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
飢
饉
に
は
疫

病
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
代
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
と
の
闘
い
と
類
似
し
た
災
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
安
田
政

彦
氏
は
「
現
代
で
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
、
結
核
や
肺
炎
な
ど
の

感
染
症
で
命
を
落
と
す
者
は
少
な
く
な
い
が
、
日
本
の
古
代
に
お
い
て
も
っ

と
も
猖
獗
を
き
わ
め
た
の
は
天
然
痘
（
疱
瘡
）
で
あ
る
。
天
然
痘
を
含
め
た

感
染
症
を
疫
病
と
よ
ぶ
が
、（
中
略
）『
類
聚
符
宣
抄
』
と
い
う
史
料
に
は
、

天
平
七
年
（
七
三
五
）
か
ら
長
元
九
年
（
一
〇
三
八
）
ま
で
、
平
均
三
〇
年

の
間
隔
で
疱
瘡
が
大
流
行
し
た
こ
と
が
み
え
る
」
と
述
べ
て
お
り）

6
（

、
日
本
の

古
代
・
中
古
・
中
世
に
お
い
て
天
然
痘
（
疱
瘡
）
な
ど
の
感
染
症
で
亡
く
な

る
人
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
当
時
の
人
々
は
何
の
情
報
も

医
療
行
為
も
な
く
、
原
因
や
理
由
は
お
ろ
か
、
感
染
症
と
い
う
こ
と
ば
す
ら

知
ら
ず
に
闘
い
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
代
人
よ
り
も
ず
っ
と

ず
っ
と
厳
し
い
状
況
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
例
え
ば
「
安
元
の
大
火
」

の
被
害
を
見
て
も
当
時
の
内
裏
の
一
部
が
焼
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
『
方
丈

記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
だ
け
で
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
る
の
に

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
災
禍
を
経
験
し
た
長
明
は
『
方
丈
記
』
を
記
さ
ず
に
は
お

ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
方
丈
記
』
の
前
半
は
ま
る
で
記
録
の
よ

う
な
描
写
も
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
「
記
録
文
学
」
の
先
駆
と
も
い

え
る
。
実
際
に
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
）
後
に
も
『
方
丈
記
』
は
注

目
さ
れ
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
た）

7
（

。

　

こ
こ
で
、
長
明
が
『
方
丈
記
』
で
記
し
た
「
養
和
の
飢
饉
」
と
そ
れ
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
被
害
の
様
子
を
挙
げ
る）

8
（

。

　

ま
た
、
養
和
の
こ
ろ
と
か
、
久
し
く
な
り
て
覚
え
ず
。
二
年
が
あ
ひ

だ
、
世
の
中
飢
渇
し
て
、
あ
さ
ま
し
き
事
侍
り
き
。
或
は
春
・
夏
ひ
で

り
、
或
は
秋
、
大
風
・
洪
水
な
ど
、
よ
か
ら
ぬ
事
ど
も
う
ち
つ
づ
き
て
、

五
穀
こ
と
ご
と
く
な
ら
ず
。
む
な
し
く
、
春
か
へ
し
夏
植
う
る
い
と
な

み
あ
り
て
、
秋
刈
り
、
冬
収
む
る
ぞ
め
き
は
な
し
。

　

こ
れ
に
よ
り
て
、
①
国
々
の
民
、
或
は
地
を
棄
て
て
境
を
出
で
、
或

は
家
を
忘
れ
て
山
に
住
む
。
②
さ
ま
ざ
ま
の
御
祈
り
は
じ
ま
り
て
、
な

べ
て
な
ら
ぬ
法
ど
も
行
は
る
れ
ど
、
更
に
そ
の
し
る
し
な
し
。
京
の
な

ら
ひ
、
何
わ
ざ
に
つ
け
て
も
③
み
な
も
と
は
田
舎
を
こ
そ
頼
め
る
に
、

た
え
て
上
る
も
の
な
け
れ
ば
、
さ
の
み
や
は
操
も
つ
く
り
あ
へ
ん
。
念

じ
わ
び
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
の
財
物
、
か
た
は
し
よ
り
捨
つ
る
が
ご
と
く

す
れ
ど
も
、
更
に
目
見
立
つ
る
人
な
し
。
た
ま
た
ま
換
ふ
る
も
の
は
、

④
金
を
軽
く
し
、
粟
を
重
く
す
。
乞
食
、
路
の
ほ
と
り
に
多
く
、
憂
へ

悲
し
む
声
耳
に
満
て
り
。

　

前
の
年
、
か
く
の
如
く
か
ら
う
じ
て
暮
れ
ぬ
。
明
る
年
は
立
ち
直
る
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べ
き
か
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
ま
り
さ
へ
⑤
疫
癘
う
ち
そ
ひ
て
、
ま
さ
さ

ま
に
、
あ
と
か
た
な
し
。

　
『
方
丈
記
』
で
は
当
時
の
災
い
と
そ
れ
に
よ
る
混
乱
ぶ
り
が
克
明
に
記
さ

れ
て
い
る
。「
飢
渇
」（
飢
饉
）
に
加
え
て
「
大
風
・
洪
水
な
ど
」
が
起
こ
り
、

「
よ
か
ら
ぬ
事
ど
も
」
が
続
き
、
食
糧
不
足
も
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
さ
ら
に

そ
の
翌
年
に
は
「
疫
癘
」
と
い
っ
た
流
行
病
（
こ
れ
は
恐
ら
く
先
に
触
れ
た

天
然
痘
・
疱
瘡
な
ど
の
感
染
症
）
が
加
わ
り
、
ま
さ
に
事
態
は
最
悪
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、
五
種
の
傍
線
部
で
あ

る
。①

人
々
は
住
む
土
地
を
捨
て
他
所
（
他
県
）
に
移
動
し
、
あ
る
い
は
山
に

住
ん
だ
。

②
（
僧
侶
に
よ
っ
て
）
い
ろ
い
ろ
な
祈
祷
が
始
ま
り
、
特
別
の
修
法
が
行

わ
れ
た
（
が
効
果
な
し
）。

③
当
時
の
都
で
あ
っ
た
京
は
地
方
に
生
活
資
源
を
依
存
し
て
い
る
の
に

ま
っ
た
く
京
に
上
る
者
が
い
な
く
な
っ
た
。

④
金
銭
の
価
値
が
下
が
り
、
食
糧
の
価
値
が
上
が
っ
た
。

⑤
感
染
症
が
加
わ
っ
て
、
ま
す
ま
す
被
害
は
深
刻
化
し
、
世
は
混
乱
を
極

め
た
。

　

①
で
は
住
居
の
（
地
方
へ
の
）
移
動
、
②
で
は
宗
教
的
な
祈
り
の
流
行
、

③
で
は
大
都
市
に
お
け
る
生
活
資
源
の
地
方
依
存
の
顕
在
化
と
首
都
の
過
疎

化
、
④
で
は
金
銭
の
価
値
の
低
下
と
食
糧
の
価
値
の
上
昇
、
⑤
で
は
感
染
症

の
被
害
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
伝
え
る
意
味
は
大
き
い
。
現
代
の

日
本
に
お
け
る
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
現

実
に
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
直
接
的
な
解
決
方
法
は
描
か
れ
て
い
な

い
と
は
い
え
、
八
〇
〇
年
以
上
前
に
お
い
て
も
、
感
染
症
な
ど
の
災
い
に

よ
っ
て
同
じ
よ
う
な
状
況
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
人
々
が
同
じ
よ
う
に
闘
っ
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
も
『
方
丈
記
』
の
存
在
価
値
は
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
後
、『
方
丈
記
』
で
は
極
限
状
態
に
陥
っ
た
人
々
が
描
か
れ
、

仁
和
寺
の
隆
暁
法
印
な
る
僧
侶
が
街
に
あ
ふ
れ
る
死
者
を
供
養
し
よ
う
と
す

る
描
写
へ
と
続
く
。
こ
れ
ら
の
飢
饉
や
感
染
症
と
い
っ
た
災
い
に
つ
い
て
、

長
明
は
「
ま
の
あ
た
り
め
づ
ら
か
な
り
し
事
な
り
」
と
し
て
、（
過
去
に
は

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
が
）
直
接
そ
の
惨
状
に
接
し
て
め
っ
た
に
な
い

よ
う
な
体
験
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
の
長
明
と
現
代
の
私
た

ち
は
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
長
明
は

こ
の
直
後
に
地
震
の
災
い
に
つ
い
て
語
り
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る）

9
（

。

　

す
な
は
ち
は
、
人
皆
あ
ぢ
き
な
き
事
を
述
べ
て
、
い
さ
さ
か
心
の
濁
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り
も
う
す
ら
ぐ
と
見
え
し
か
ど
、
月
日
か
さ
な
り
、
年
経
に
し
後
は
、

こ
と
ば
に
か
け
て
云
ひ
出
づ
る
人
だ
に
な
し
。

　

災
い
が
起
こ
っ
た
当
面
は
人
々
が
皆
、
物
事
の
む
な
し
さ
を
述
べ
た
り
し

て
い
る
が
、
月
日
が
経
つ
（
災
い
が
お
さ
ま
る
）
と
、（
出
家
遁
世
す
る
人

は
お
ろ
か
）
災
い
と
そ
の
祈
り
に
つ
い
て
口
に
す
る
人
さ
え
も
い
な
く
な
っ

た
と
い
う
。「
だ
に
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
出
家
遁
世
す
る
人
は
お

ろ
か
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
に
対
す
る
長
明
の
想

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
だ
に
」
と
い
う
強
調
を
抜
き
に
し
て
も
、

私
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
示
唆
的
な
一
文
で
あ
る
。
文
学
作
品
『
方
丈
記
』

で
は
、
祈
り
や
供
養
の
重
要
性
と
と
も
に
、
こ
う
い
っ
た
経
験
を
忘
れ
な
い

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
際
に
経
験
し
た
者
の
責
任
と
し
て
後
世
に
伝
え
て

い
く
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

や
は
り
、『
方
丈
記
』
は
災
い
と
の
闘
い
の
記
録
な
の
で
あ
る
。

二
　
災
い
と
の
向
き
合
い
方

　

前
章
に
お
い
て
は
、
災
い
を
ど
こ
ま
で
も
見
つ
め
た
長
明
の
『
方
丈
記
』

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
章
で
は
古
典
世
界
、
特
に
中
世
に
お

い
て
災
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
災
い
と
ど
の
よ
う
に
向
き
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
見
て
き
た
い
。

　

感
染
症
な
ど
の
災
い
に
関
す
る
記
述
は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
に
も
数
多
く

認
め
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
も
当
時
の
人
々
と
感
染
症
と
の
距
離
感
が
改
め
て
見

え
て
く
る
。
次
に
橘
成
季
が
編
纂
し
た
説
話
集
で
あ
る
『
古
今
著
聞
集
』
巻

第
二
の
三
八
話
「
嵯
峨
天
皇
宸
筆
の
心
経
と
弘
法
大
師
の
御
記
の
事
」
を
挙

げ
る）

10
（

。
　

嵯
峨
天
皇
の
御
時
、
Ａ
天
下
に
大
疫
の
あ
ひ
だ
、
死
人
道
路
に
満
ち

た
り
け
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
天
皇
み
づ
か
ら
金
字
の
心
経
を
書
か
せ
給

ひ
て
、
弘
法
大
師
に
供
養
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
ら
れ
け
り
。
Ｂ
そ
の
効
験

私
の
詞
を
も
て
の
ぶ
べ
か
ら
ず
。
奥
に
大
師
、
記
を
書
か
せ
給
へ
り
。

そ
の
御
記
に
云
は
く
、

ａ
時
に
弘
仁
九
年
の
春
、
天
下
大
疫
す
。
爰
に
帝
皇
自
ら
黄
金
を
筆

端
に
染
め
、紺
紙
を
爪
掌
に
擡
げ
、般
若
心
経
一
巻
を
写
し
奉
る
。予
、

講
経
の
撰
に
範
と
し
て
、
経
旨
の
宗
を
綴
る
に
、
ｂ
い
ま
だ
結
願
の

詞
を
待
た
ず
し
て
、
蘇
生
の
族
そ
の
途
に
溢
れ
、
夜
変
じ
て
日
光

赫
々
た
り
。
こ
れ
愚
身
が
戒
徳
に
非
ず
し
て
、
金
輪
の
御
信
力
の
為

す
所
な
り
。
但
し
仏
舎
に
詣
づ
る
輩
、
こ
の
秘
鍵
を
誦
し
奉
れ
。
昔
、

予
、
鷲
峰
の
説
法
の
莚
に
陪
り
て
、
親
し
く
こ
の
深
文
を
聞
く
。
豈

そ
の
儀
に
達
せ
ざ
ら
ん
や
。
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そ
の
時
の
御
経
、
か
の
御
記
、
嵯
峨
の
大
覚
寺
に
い
ま
だ
あ
り
と
な

ん
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
と
い
う
説
話
集
は
一
二
五
四
（
建
長
六
）
年
に
成
立
し

て
い
る
。
全
体
で
七
二
〇
余
り
の
説
話
が
載
り
、
大
規
模
な
説
話
集
で
あ
る
。

内
容
も
広
範
囲
で
多
岐
に
わ
た
り
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
衣
食
住
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
と
い
え
る
。
ま
た
、
前
時
代
の
平
安
貴
族
へ
の
関

心
と
と
も
に
中
世
庶
民
も
実
録
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
説
話

は
、
全
国
に
「
大
役
」（
疫
病
・
感
染
症
・
伝
染
病
）
が
は
や
っ
た
と
き
の

も
の
で
、
現
代
と
同
じ
よ
う
な
状
況
が
想
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
傍
線
部
Ａ

に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
被
害
は
死
人
が
道
路
に
満
ち
る
程
で
あ
っ
た
と
い
う

の
だ
か
ら
、
そ
の
壮
絶
さ
は
現
代
人
以
上
に
苛
酷
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天

皇
自
ら
が
疫
病
の
終
わ
り
を
祈
っ
て
般
若
心
経
を
お
書
き
に
な
っ
て
（
こ
れ

を
「
宸
筆
」
と
い
う
）、
般
若
心
経
の
所
説
の
大
要
を
弘
法
大
師
（
空
海
）

に
書
か
せ
て
供
養
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
の
弘
法
大
師
の
お
こ
と
ば
も
残
っ
て

い
る
。
傍
線
部
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
効
験
（
効
果
）
は
勝
手
な
こ
と
ば

や
い
い
加
減
な
こ
と
ば
で
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
弘
法
大
師
の
お

こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
と
い
う
よ
う
な
説
話
構
成
に
な
っ
て
い
て
、

実
際
に
弘
法
大
師
の
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
Ａ
と
ａ
、
Ｂ

と
ｂ
は
そ
れ
ぞ
れ
『
古
今
著
聞
集
』
編
者
と
弘
法
大
師
が
同
じ
こ
と
を
述
べ

て
い
て
対
応
関
係
に
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
弘
法
大
師
の
こ
と
ば
に
注
目
す
る

と
、
ａ
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
弘
仁
九
年
、
つ
ま
り
八
一
八
年
の
出
来
事

で
あ
る
と
い
い
、
ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
弘
法
大
師
が
大
要
を
書
き
終
わ

る
前
に
疫
病
か
ら
回
復
し
た
人
々
が
街
に
あ
ふ
れ
る
程
の
効
果
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

波
線
部
に
も
あ
る
よ
う
に
、
弘
法
大
師
は
こ
の
出
来
事
を
自
分
の
力
で
は

な
く
、
深
い
仏
教
信
仰
の
力
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
多
分

に
仏
教
讃
美
や
天
皇
讃
美
の
演
出
が
施
さ
れ
た
説
話
で
あ
り
、
現
代
人
の
科

学
的
な
目
か
ら
見
れ
ば
、
天
皇
が
祈
り
の
心
を
持
っ
て
経
を
書
い
た
だ
け
で

感
染
症
か
ら
回
復
し
た
人
々
が
街
に
あ
ふ
れ
た
と
い
う
の
は
滑
稽
で
さ
え
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
事
実
で

あ
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
事
実
と
し
て
「
信
じ
た
い
」
出
来
事
で
あ
っ
た
。

ま
と
も
な
医
療
行
為
が
な
か
っ
た
中
古
・
中
世
の
日
本
に
お
い
て
、
庶
民
が

感
染
症
と
闘
え
る
手
段
の
ひ
と
つ
は
「
祈
る
力
」
と
「
信
じ
る
力
」
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
現
代
に
お
い
て
も
、
も
し
充
分
な
医
療
行
為
が
行
え
な
い
状

況
に
陥
れ
ば
人
々
は
ど
う
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
同
じ
よ
う
に
何
か
に

す
が
り
、
祈
り
、
信
じ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
説
話

末
尾
の
一
文
で
あ
る
。
そ
の
天
皇
直
筆
の
般
若
心
経
や
弘
法
大
師
の
御
記
は
、

嵯
峨
の
大
覚
寺
に
い
ま
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
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い
る
の
か
と
い
え
ば
、
ひ
と
つ
は
事
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
定

型
句
で
あ
る
。
一
方
で
、
そ
う
い
っ
た
場
所
が
あ
る
、
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
当
時
に
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
感
染
症
に
感

染
し
た
と
き
、
あ
る
い
は
感
染
症
を
予
防
す
る
た
め
に
、
祈
り
、
信
じ
る
場

所
が
あ
る
こ
と
だ
け
で
も
人
々
は
救
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
無
形
の
病
に
勝
つ

た
め
に
は
有
形
の
シ
ン
ボ
ル
が
必
要
で
あ
っ
た
。
現
代
風
に
い
え
ば
、
実
際

に
見
に
い
け
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
兎
に
も
角
に

も
気
持
ち
を
前
向
き
に
さ
せ
る
も
の
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
生
き
る
力
は
大

き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
祈

り
」
や
「
信
じ
る
力
」
は
、
と
き
に
は
医
学
や
科
学
な
ど
を
も
凌
駕
す
る
可

能
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
こ
の
説
話
は
伝
え
て
い
る
。

　

次
に
無
住
と
い
う
僧
侶
が
鎌
倉
時
代
後
期
に
編
纂
し
た
説
話
集
で
あ
る

『
沙
石
集
』
に
載
る
説
話
、
巻
第
七
の
九
「
身
を
売
り
て
母
を
養
ひ
た
る
事
」

を
見
て
い
き
た
い）

11
（

。

　

去
文
永
年
中
に
、
炎
干
、
日
久
く
し
て
、
国
に
飢
饉
夥
し
く
聞
こ
え

し
中
に
も
、
美
濃
・
尾
張
、
殊
に
餓
死
せ
し
か
ば
、
多
く
他
国
へ
ぞ
落

ち
行
き
け
る
。

　

美
濃
国
に
貧
し
き
母
子
有
り
け
り
。
本
よ
り
便
り
な
き
上
、
か
か
る

世
に
あ
ひ
て
、
飢
ゑ
死
に
す
べ
か
り
け
れ
ば
、
①
忽
ち
に
心
憂
き
事
を

見
ん
も
、
口
惜
し
く
て
、「
身
を
売
り
て
、
母
を
助
け
ん
」
と
思
ひ
て
、

母
に
こ
の
様
を
云
ひ
け
れ
ば
、
た
だ
一
人
持
ち
た
る
子
な
り
け
る
上
、

孝
養
の
志
も
有
り
け
れ
ば
、
離
れ
ん
事
悲
し
く
覚
え
て
、「
死
ぬ
と
も

同
じ
所
に
て
、
手
を
も
と
ら
へ
、
頭
を
も
並
べ
て
こ
そ
死
な
め
。
い
く

程
あ
る
ま
じ
き
世
に
、
生
き
な
が
ら
離
れ
ん
も
、
口
惜
し
き
事
な
り
」

と
て
、
母
、
ふ
つ
と
許
さ
ざ
り
け
れ
ど
も
、
②
若
し
命
あ
ら
ば
、
自
ら

廻
り
逢
ふ
事
も
有
り
な
ん
。
忽
ち
に
飢
ゑ
死
な
ん
事
も
、
さ
す
が
に
悲

し
く
覚
え
て
、
母
は
制
し
け
れ
ど
も
、
身
を
売
り
て
、
代
わ
り
を
母
に

与
え
て
、
泣
く
泣
く
別
れ
て
、
東
の
方
へ
下
り
け
る
。

　

三
河
国
、
矢
作
の
宿
に
、
相
知
り
た
る
者
の
語
り
し
は
、「
商
人
の
、

人
を
あ
ま
た
具
し
て
下
り
け
る
中
に
、
若
き
男
の
、
人
目
も
つ
つ
ま
ず
、

声
を
立
て
て
泣
く
あ
り
け
り
。
人
あ
や
し
み
て
、『
何
ゆ
ゑ
に
、
さ
し

も
泣
く
ぞ
』
と
、
云
ひ
け
れ
ば
、『
美
濃
国
の
者
に
て
侍
る
が
、
母
を

助
け
ん
が
為
に
、
身
を
売
り
て
、
東
の
方
へ
、
い
づ
く
に
留
ま
る
べ
し

と
も
な
く
、
下
り
侍
る
な
り
。
母
の
、
余
り
に
別
れ
を
悲
し
み
、
悶
え

焦
が
れ
候
ひ
つ
る
が
、
日
を
数
へ
て
こ
そ
思
ひ
起
こ
す
ら
め
。
命
あ
ら

ば
廻
り
逢
ふ
事
も
あ
り
な
ん
と
こ
し
ら
へ
置
き
つ
れ
ど
も
、
ま
た
二
度
、

母
の
姿
を
見
ず
し
て
、
東
の
奥
、
い
か
な
る
山
の
末
、
町
の
末
に
か
、

さ
す
ら
ひ
行
き
て
、
夕
の
煙
と
上
り
、
朝
の
露
と
消
え
て
、
ま
た
母
を

見
ず
し
て
や
止
み
な
ん
』
と
口
説
き
た
て
て
、
事
の
子
細
を
委
し
く
語
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り
て
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
け
れ
ば
、
見
聞
く
旅
人
も
、
宿
の
者
も
、

袖
を
う
る
ほ
し
け
り
」
と
語
り
し
。

　

至
孝
の
志
ま
め
や
か
に
、
昔
に
恥
ぢ
ず
有
り
難
く
覚
え
て
、
返
々
哀

れ
に
こ
そ
侍
り
し
か
。

　
『
沙
石
集
』
は
一
二
八
三
（
弘
安
六
）
年
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
仏
教

説
話
集
（
仏
道
へ
導
く
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
説
話
集
）
で
あ
る
。
仏
教
説

話
集
で
あ
り
な
が
ら
、
た
と
え
話
と
し
て
笑
話
や
和
歌
を
積
極
的
に
取
り
入

れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
、
後
世
に
も
多
く
の
伝
本
や
関
連
本
が
創

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
以
降
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
た
作

品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
『
沙
石
集
』
で
も
日
本
中
に
飢
饉
が
起
こ
り
、

特
に
美
濃
国
（
岐
阜
県
）
や
尾
張
国
（
愛
知
県
）
で
は
多
く
の
餓
死
者
が
出

て
、
他
国
に
逃
げ
る
人
が
続
発
し
た
と
き
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
餓
死
者

と
な
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
死
者
の
な
か
に
は
感
染
症
に
よ
る
被
害
も
含
ま

れ
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

　

こ
の
説
話
は
、
美
濃
国
に
い
た
母
子
を
描
い
て
い
る
。
も
と
も
と
貧
し

か
っ
た
が
、
飢
饉
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
い
よ
い
よ
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ

た
と
き
、
孝
行
息
子
は
自
ら
の
身
を
売
っ
て
、
母
を
養
う
こ
と
を
決
意
す
る
。

そ
の
後
、
編
者
（
著
者
）
で
あ
る
無
住
の
知
り
合
い
が
こ
の
息
子
に
出
合
い
、

「
母
が
日
数
を
数
え
て
自
分
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
生
き
て
い
れ

ば
ま
た
母
と
逢
え
る
と
思
う
一
方
、（
実
際
に
は
）
東
国
か
ど
こ
か
の
奥
地

で
母
を
見
る
こ
と
も
な
く
一
生
を
終
え
る
の
だ
ろ
う
」
と
泣
く
泣
く
語
る
の

を
見
聞
き
し
て
、
周
囲
の
旅
人
も
宿
の
者
も
皆
、
涙
で
袖
を
濡
ら
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
無
住
は
、
こ
の
息
子
の
孝
行
心
を
た
た
え
、
現
代
（
鎌
倉

時
代
後
期
）
で
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
、
哀
れ
で

あ
る
と
評
し
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
傍
線
部
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
飢
え
や
疫
病
に
よ
る

死
を
待
つ
し
か
な
い
こ
と
が
自
明
と
な
っ
た
と
き
、
傍
線
部
①
に
あ
る
通
り
、

息
子
は
悲
し
く
恨
め
し
い
結
末
を
親
子
で
迎
え
る
（
＝
こ
の
ま
ま
死
の
道
を

選
択
す
る
）
の
は
、
無
念
で
残
念
す
ぎ
る
と
し
て
、
唯
一
、
生
き
残
れ
る
手

段
で
あ
る
身
売
り
を
決
意
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
孝
行
心
も
あ
る
ひ
と
り

息
子
と
別
れ
る
の
が
つ
ら
い
母
は
猛
反
対
し
、
生
き
別
れ
る
よ
り
も
こ
の
ま

ま
同
じ
と
こ
ろ
で
死
を
待
と
う
と
提
案
す
る
。
し
か
し
、
息
子
は
、
傍
線
部

②
に
あ
る
通
り
、
も
し
生
き
て
さ
え
い
れ
ば
、
巡
り
逢
え
る
こ
と
も
あ
る
か

も
し
れ
な
く
、
こ
の
ま
ま
何
も
せ
ず
に
す
ぐ
に
死
を
迎
え
る
の
は
悲
し
い
と

し
て
、
制
止
す
る
母
を
ふ
り
き
っ
て
、
東
国
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
孝
行
息

子
が
親
の
制
止
を
こ
こ
ま
で
ふ
り
き
っ
て
、
ま
た
自
分
の
身
を
売
っ
て
ま
で

「
生
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
離
れ
離
れ
に
な
ら
ず
に
親
子
で

「
死
」
を
待
つ
こ
と
の
方
が
幸
せ
の
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
災
い
に
よ
っ
て

た
と
え
ど
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
て
も
「
生
」
の
可
能
性
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
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そ
の
「
生
」
を
捨
て
る
こ
と
は
し
な
い
。
現
代
に
も
ま
し
て
、
も
っ
と
厳
し

い
環
境
に
あ
り
な
が
ら
も
こ
こ
ま
で
「
生
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
ま
さ
に

人
と
し
て
「
生
き
る
力
」「
生
き
抜
く
力
」
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
性
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
付
言
す
れ
ば
、
傍
線
部
②
や
波
線
部
に

あ
る
よ
う
に
、
息
子
は
、
命
さ
え
あ
れ
ば
、
ま
た
母
と
逢
え
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
こ
と
ば
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
「
信
じ
る
力
」
が

大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
息
子
自
ら
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
そ
れ

が
ほ
ぼ
実
現
し
な
い
、
極
め
て
は
か
な
い
希
望
で
あ
っ
た
と
し
て
も
母
と
の

再
会
を
夢
見
て
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

当
然
な
が
ら
身
売
り
は
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き
行
為

で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
ど
ん
な
状
況
に
陥
っ
て
も
「
死
」
と
い
う
方

向
に
は
向
か
わ
ず
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
つ
ら
い
現
実
が
待
っ
て
い
た
と
し
て

も
「
生
」
と
い
う
方
向
に
進
も
う
と
す
る
強
い
気
持
ち
を
息
子
は
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
生
き
抜
く
力
や
信
じ
る
力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
も
災
い
と
の
闘
い
の
記
録
が
確
か
に
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
沙
石
集
』
巻
第
一
〇
本
の
一
「
浄
土
房
遁
世
の
事
」
で
は
、「
疫

病
」（
感
染
症
）
が
起
こ
っ
た
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

12
（

。

　

人
の
病
重
く
し
て
、
正
念
も
乱
れ
、
臨
終
に
の
ぞ
む
に
は
、
日
来
能

く
能
く
し
慣
れ
、
思
ひ
慣
れ
、
心
に
染
み
た
る
事
、
必
ず
現
は
る
。
近

年
、
疫
病
に
、人
多
く
病
に
死
す
る
事
を
聞
き
し
に
、
平
生
の
慣
れ
た

る
事
を
、
口
に
も
云
ひ
、
身
に
も
振
舞
ふ
と
云
へ
り
。
さ
れ
ば
、
能
く

能
く
思
ひ
入
れ
て
、
三
業
相
応
し
て
、
念
仏
の
宿
善
を
勤
め
な
ん
。
功

入
り
て
往
生
の
大
事
を
遂
ぐ
べ
し
。

　

人
は
病
が
重
く
な
っ
て
臨
終
に
な
っ
た
と
き
、
日
頃
の
習
慣
や
心
に
染
み

つ
い
て
い
る
こ
と
が
必
ず
表
れ
る
。
近
年
、
疫
病
で
多
く
の
人
が
病
死
し
た

と
聞
い
た
が
、
や
は
り
普
段
か
ら
慣
れ
た
こ
と
を
口
に
出
し
、
行
動
に
も
表

し
た
そ
う
だ
。
だ
か
ら
、
普
段
か
ら
よ
く
よ
く
考
え
て
、
し
っ
か
り
と
仏
道

修
行
に
励
む
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
人
は
臨
終
や

災
害
と
い
っ
た
極
限
状
態
の
と
き
に
こ
そ
、
普
段
か
ら
思
い
、
考
え
て
い
る

こ
と
が
そ
の
ま
ま
言
動
と
し
て
出
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

実
際
に
当
時
、
感
染
症
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
き
も
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
も
現
代
人
に
と
っ
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
災
い
に

よ
っ
て
極
限
状
態
や
緊
急
時
に
な
っ
た
と
き
に
、
人
は
普
段
ど
の
よ
う
に
生

き
て
き
た
の
か
、
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
無
常
観

　

こ
こ
ま
で
、
日
本
中
世
の
文
学
作
品
を
通
し
て
、
災
い
の
見
つ
め
方
、
向
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き
合
い
方
に
つ
い
て
考
え
た
。『
方
丈
記
』
で
は
祈
り
や
供
養
、
災
い
を
忘

れ
ず
に
伝
え
て
い
く
こ
と
、『
古
今
著
聞
集
』
で
は
祈
る
力
や
信
じ
る
力
、

『
沙
石
集
』
で
は
生
き
抜
く
力
や
普
段
か
ら
の
言
動
の
重
要
性
に
つ
い
て
説

か
れ
、
こ
れ
ら
が
災
い
と
の
闘
い
方
で
も
あ
っ
た
。
で
は
、
時
代
の
な
か
で

人
々
は
ど
の
よ
う
に
災
い
に
対
抗
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
中
世
と
い
う
時
代
を
端
的
に
表
す
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
に
「
無
常
観
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
無
」
と
「
常
」
と
の
間
に
「
レ
点
」
を
付

け
る
と
、「
常
な
る
も
の
無
し
（
常
な
る
も
の
は
な
い
）」
で
、「
観
」
は
観

ず
る
こ
と
、
つ
ま
り
考
え
る
こ
と
を
指
す
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
も
「
無

常
」
は
「
一
切
万
物
が
消
滅
変
転
し
て
、
常
住
で
な
い
こ
と
。
現
世
に
お
け

る
す
べ
て
の
も
の
が
す
み
や
か
に
移
り
変
わ
っ
て
、
し
ば
し
も
同
じ
状
態
に

と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
。
特
に
、
生
命
の
は
か
な
い
こ
と
。
い
つ
死
ぬ
か
わ
か

ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る）

13
（

。
本
来
「
無
常
観
」

は
仏
教
用
語
で
、
実
際
に
は
も
っ
と
難
し
い
解
釈
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
極
め
て
単
純
に
い
え
ば
、「（
世
の
中
の
す
べ
て
に
お
い
て
）
常
に
変

わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
第

一
章
で
少
し
触
れ
た
『
方
丈
記
』
の
冒
頭
を
改
め
て
挙
げ
る
と
、

　

ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。

よ
ど
み
に
浮
か
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
、
か
つ
結
び
て
、
久
し
く

と
ど
ま
り
た
る
例
な
し
。
世
の
中
に
あ
る
、
人
と
栖
と
、
ま
た
か
く
の

ご
と
し
。

と
あ
る）
14
（

。
流
れ
て
い
る
河
の
水
の
流
れ
は
絶
え
る
こ
と
は
な
い
が
、
決
し
て

同
じ
水
で
は
な
い
よ
う
に
、
こ
の
世
で
同
じ
状
態
で
あ
り
続
け
る
も
の
は
な

い
と
い
う
印
象
深
い
語
り
か
け
か
ら
『
方
丈
記
』
は
始
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、

鎌
倉
時
代
の
軍
記
物
語
『
平
家
物
語
』
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、

　

祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
。
沙
羅
双
樹
の
花
の
色
、

盛
者
必
衰
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
す
。
奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
唯

春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。
た
け
き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
偏
に
風
の

前
の
塵
に
同
じ
。

と
あ
る）

15
（

。
や
は
り
、『
平
家
物
語
』
で
も
す
べ
て
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
き
、

栄
え
て
い
る
者
も
い
つ
か
は
滅
び
る
と
い
う
語
り
か
け
に
よ
っ
て
そ
の
物
語

が
幕
明
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
中
世
に
お
い
て
無
常
観
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
文
学
作
品
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
様
々
な
作
品
に
お

い
て
ま
る
で
共
通
認
識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
、
こ
の
無
常
観

は
中
世
と
い
う
時
代
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
。
何
と
な
く
現
代
的
な
感
覚
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
ば
で
は
あ
る
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が
、
無
常
観
が
中
世
の
文
学
作
品
に
多
く
登
場
し
、
あ
る
程
度
は
日
本
の
中

世
の
人
々
の
間
で
も
共
有
し
て
い
た
感
覚
で
あ
ろ
う
こ
と
の
意
味
合
い
の
深

さ
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

当
時
の
人
々
は
祈
り
や
ど
こ
ま
で
も
信
じ
る
こ
と
、
ど
こ
ま
で
も
生
に
執

着
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
疫
病
な
ど
の
災
い
に
対
抗
す
る
一
方
で
、
逆
に
達

観
し
、
変
化
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
い
つ
も
心
の
ど
こ
か
に

持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
無
常
」
に
生

命
の
は
か
な
い
こ
と
や
い
つ
死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
と
い
っ
た
意
味
も
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
が
真
の
災
い
と
の
闘
い
方
な
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
何
か
に
す
が
り
、
精
一
杯
、
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
限
界
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
時
に
世
の
中
は

い
つ
一
変
し
て
も
お
か
し
く
な
い
、
む
し
ろ
変
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
い

う
覚
悟
、
心
構
え
を
普
段
か
ら
持
っ
て
お
く
こ
と
で
、
現
実
を
受
け
入
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
無
常
観
」
と
い
う
こ
と
ば
に
収
斂
さ
れ
る
。『
方

丈
記
』
で
見
た
「
養
和
の
飢
饉
」
も
、『
古
今
著
聞
集
』
で
見
た
弘
仁
九
年

の
「
大
疫
」
も
、『
沙
石
集
』
で
見
た
親
子
の
別
れ
も
、
飢
饉
や
疫
病
に
よ
っ

て
突
然
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
も
世
界

が
一
変
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
変
化
に
対
し
て
「
信
」
や
「
生
」

へ
の
執
着
に
よ
っ
て
抗
い
つ
つ
、
そ
の
変
化
を
良
い
意
味
で
あ
き
ら
め
、
柔

軟
に
受
け
入
れ
、
対
応
す
る
こ
と
こ
そ
が
災
い
と
闘
う
た
め
の
最
善
の
方
法

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
に
お
い
て
も
突
然
、
何
の
前
触
れ
も
な
し
に
世
界
中
で
未
知
の
ウ
ィ

ル
ス
と
の
闘
い
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
世
界
は
一
変
し
た
。
い
や
、
誰
も

が
一
変
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。
い
ず
れ
は
対
処
す
る
方

法
が
見
つ
か
り
、
ま
た
状
況
は
変
化
す
る
。
し
か
し
、
で
は
完
全
に
も
と
の

世
界
に
戻
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ

か
ら
は
変
化
し
た
世
界
に
適
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
無
常
観
」
と
い
う
感
覚
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

常
に
変
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
た
と
え
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る

も
の
で
も
す
べ
て
変
化
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
感
覚
を
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
、
生
き
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
が
中
世
と
い
う
時
代
で
あ
り
、
実
際
に
こ

の
感
覚
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
心
の
不
安
や
拘
泥
を
取
り
除
い
て
い
た
。
こ

れ
は
中
世
人
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
に
生
き
る
人
々
も
「
無
常
観
」
と
い
う

感
覚
を
心
の
ど
こ
か
に
持
つ
こ
と
で
気
持
ち
を
落
ち
着
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
普
段
は
そ
れ
が
見
え
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、
世
の
中
に

変
わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
同
時
に
も
と
の
世
界
に
戻
す
と
い
う
感
覚
で
は

な
く
、
世
界
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
る
こ
と
こ
そ
が
目
指
す

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
中
世
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
「
日
常
」
で
は
、
卒
業
や
大
切
な
人
と
の
別
れ
と
い
っ
た
こ
と
に
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出
会
わ
な
い
限
り
、「
無
常
観
」
を
観
ず
る
瞬
間
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ

が
今
回
の
ウ
ィ
ル
ス
と
の
闘
い
に
よ
る
「
非
日
常
」
と
い
う
明
確
な
生
活
の

変
化
に
よ
っ
て
、
改
め
て
「
無
常
観
」
を
観
ず
る
瞬
間
が
訪
れ
、
時
代
を
越

え
て
共
鳴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
動
き
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
事

柄
で
も
実
際
に
は
す
べ
て
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
代
や
場
所
が
変

わ
っ
て
も
こ
の
本
質
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
無
常
観
と
い

い
な
が
ら
も
、
無
常
と
い
う
感
覚
自
体
は
不
変
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

先
に
挙
げ
た
永
田
氏
は
こ
う
い
っ
た
災
い
が
起
こ
っ
た
と
き
の
情
報
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

16
（

。

　

こ
の
よ
う
な
大
き
な
出
来
事
に
見
舞
わ
れ
る
と
、
社
会
に
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
情
報
が
溢
れ
る
。
特
に
昨
今
の
情
報
化
社
会
に
お
い
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
の
媒
体
を
通
じ
て
、
重
要
な
も
の
か
ら
ほ
と
ん
ど
デ
マ
に
近
い

も
の
ま
で
が
、
い
っ
せ
い
に
各
個
人
に
殺
到
す
る
。
噴
飯
も
の
の
情
報

も
も
た
ら
さ
れ
た
り
も
す
る
が
、
あ
る
場
合
に
は
、
デ
マ
が
そ
の
被
害

を
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
に
し
た
歴
史
的
な
例
に
も
事
欠
か
な
い
。
そ

こ
か
ら
如
何
に
大
切
な
情
報
を
得
る
か
、
あ
る
い
は
不
要
な
偽
情
報
に

振
り
回
さ
れ
な
い
か
、
そ
の
情
報
の
取
捨
選
択
が
、
身
を
守
る
う
え
で

も
っ
と
も
大
切
な
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

永
田
氏
は
こ
の
後
、
必
要
最
低
限
の
科
学
的
情
報
を
得
て
個
人
が
判
断
す

る
こ
と
と
、
短
歌
と
い
う
記
録
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い

る
。
文
学
の
旨
み
を
凝
縮
し
た
短
歌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
学
全
体
に
目

を
向
け
る
こ
と
で
得
る
「
情
報
」
の
意
義
深
さ
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
永

田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
必
要
最
低
限
の
科
学
的
情
報
は
必
要
で
あ
る
が
、
こ

の
情
報
化
社
会
に
お
い
て
正
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
は
困
難
に
な
り
つ
つ
あ

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
情
報
を
精
査
す
る
能
力
を
培
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
価
値

は
、
今
後
よ
り
高
ま
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
災
い
と
そ
の
闘
い
に

つ
い
て
文
学
を
通
し
て
見
て
き
た
が
、
実
際
に
日
本
中
世
に
お
い
て
も
現
代

以
上
に
頻
繁
に
災
い
は
起
き
て
お
り）

17
（

、
災
い
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
常

に
災
い
と
の
闘
い
を
記
録
し
て
き
た
文
学
と
い
う
学
問
に
目
を
向
け
、
顧
み

る
こ
と
は
現
代
の
不
確
か
な
情
報
に
頼
る
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
確
か
で
必
要
な

行
為
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
祈
る
こ
と
、
忘
れ
な
い
こ
と
、
信
じ
る
こ
と
、
生

き
抜
く
こ
と
、
非
日
常
に
備
え
て
日
常
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
世
の
中
に
変

わ
ら
な
い
も
の
は
な
い
と
い
う
感
覚
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
経
験

に
基
づ
い
た
人
間
の
究
極
的
な
生
き
方
が
描
か
れ
て
お
り
、
文
学
が
可
能
性
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に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

注（
１

）
永
田
和
弘
「
は
じ
め
に
」（
永
田
和
弘
・
釈
徹
宗
、
別
冊
Ｎ
Ｈ
Ｋ
こ
こ
ろ
の
時
代　

宗

教
・
人
生
『
コ
ロ
ナ
の
時
代
を
よ
む
』、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
を
用
い
た
。

（
２

）
北
村
優
季
「
疫
病
の
流
行　

疫
病
と
御
霊
会
」（『
平
安
京
の
災
害
史　

都
市
の
危
機
と

再
生
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
を
用
い
た
。

（
３

）
三
木
紀
人
校
注
、
新
潮
古
典
日
本
集
成
『
方
丈
記　

発
心
集
』（
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）

を
用
い
た
。

（
４

）
三
木
紀
人
、
図
説
「
無
常
」
の
世
を
生
き
抜
く
古
典
の
知
恵
『
方
丈
記
と
徒
然
草
』（
青

春
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
用
い
た
。

（
５

）
注（
３

）に
同
じ
。

（
６

）
安
田
政
彦
「
疫
病
の
蔓
延
」（『
災
害
復
興
の
日
本
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）

を
用
い
た
。

（
７

）
例
え
ば
、
玄
侑
宗
久
『
無
常
と
い
う
力
│
「
方
丈
記
」
に
学
ぶ
心
の
在
り
方
』（
新
潮
社
、

二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
８

）
注（
３

）に
同
じ
。
な
お
、
傍
線
部
や
数
字
は
私
に
付
し
た
。

（
９

）
注（
３

）に
同
じ
。

（
10
）
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
（
上
）』（
新
潮
社
、

一
九
八
三
年
）
を
用
い
た
。
な
お
、
傍
線
部
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
波
線
部
は
私
に
付
し
た
。

（
11
）
小
島
孝
之
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）

を
用
い
た
。
な
お
、
米
沢
本
の
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
あ
る
が
、
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
で
は
本
文
が
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
も
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
。
ま
た
、
傍
線
部
や
数
字
、
波
線
部
は
私
に
付

し
た
。

（
12
）
注（
11
）に
同
じ
。

（
13
）
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
第
二
版　

第
一
二
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）
を
用
い
た
。

（
14
）
注（
３

）に
同
じ
。

（
15
）
梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
（
上
）』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
）
を
用
い
た
。
な
お
、
新
大
系
は
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
の
本
文
で
あ
る
。

（
16
）
注（
１

）に
同
じ
。

（
17
）
水
野
章
二
『
災
害
と
生
き
る
中
世　

旱
魃
・
洪
水
・
大
風
・
害
虫
』（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
二
一
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。


