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宮
本
輝
の
文
壇
出
世
作
は

『泥
の
河
』
『螢
川
』
『道
頓
堀
川
』
の
い
わ
ゆ
る

「〈
川
〉
三
部
作
」
で
あ
る
の
は
自
他
共
に
認
め
る
事
実

で
あ
ろ
う
。
『泥
の
河
』
が
昭
和
五
十
二
年
に
太
宰
治
賞
を
受
賞
し
て
無
名
で
あ

っ
た
宮
本
を
文
壇
デ
ビ

ュ
ー
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、

翌
年
の
昭
和
五
十
三
年
に

『螢
川
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
宮
本
輝
と
い
う
名
の
人
物
が

一
躍
新
進
作
家
と
し
て
文
壇

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
眼
に
す
る

「〈
川
〉
三
部
作
」
は
三
作
品
と
も
に
改
稿
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
読
者
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
天
川
〉
三
部
作
」
の

『泥
の
河
』
『螢
川
』
『道
頓
堀
川
』
は
単
行
本
化
に

至
る
ま
で
以
下
の
よ
う
な
改
稿
過
程
を
辿

っ
て
い
る
。

『泥

の
河
』

①

『舟

の
家
』
翁
わ
が
仲
間
」
第
９
号
、
昭
和
五
十
二
年

一
月
）

宮
本
文
学
の
源
流
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宮
本
文
学
の
源
流

↑

（②

『泥

の
河
』
翁
文
芸
展
切
置

第
１８
号
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
）

↑

（∪

『
泥

の
河
』
（単
行
本

『螢
川
』
所
収
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
）

『螢
川
』

（∪

『螢
川
』
翁
わ
が
仲
間
」
第
８
号
、
昭
和
五
十

一
年
八
月
）

↑

（∪

『螢
川
』
翁
文
芸
展
望
」
第
１９
号
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
）

↑

（∪

『螢
川
』
翁
文
藝
春
秋
」
芥
川
賞
発
表
、
昭
和
五
十
三
年

一
月
）

↑

（∪

『螢
川
』
（単
行
本

『螢
川
』
所
収
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
）

『道
頓
堀
川
』

①

『道
頓
堀
川
』
翁
文
芸
展
胡
置

第
２‐
口万
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
）

↑

（②

『道
頓
堀
川
』
（単
行
本

『道
頓
堀
川
』
所
収
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
）

四
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こ
の
よ
う
に
三
作
品
は
す
べ
て
改
稿
過
程
を
経
て
、
現
在
の

『泥
の
河
』
『螢
川
』
『道
頓
堀
川
』
と
し
て
私
達
読
者
の
眼
に
触
れ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
『道
頓
堀
川
』
だ
け
は
前
の
二
作
と
異
な
り
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
後
の
作
品
と
し
て

「編
集
者
の
す
す
め
に
よ
っ

て
書
か
せ
て
も
ら

つ
た
」
ｏ

（傍
点

・
原
文
）
と
い
う
経
緯
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
作
品
で
あ

っ
た
。
雑
誌

「文
芸
展
望
」
掲
載
の

『道
頓
堀

川
』
か
ら
単
行
本

『道
頓
堀
川
』

へ
改
稿
が
行
わ
れ
た
際
、
単
行
本
化
す
る
に
あ
た

っ
て
分
量
を
増
や
す
必
要
性
が
生
じ
、
百
五
十
枚
か

ら
三
百
四
十
枚

へ
と
大
幅
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
『道
頓
堀
川
』
は
前
の
二
作
品
と
異
な
り
、
改
稿
す
る
際
に
モ
チ
ー
フ
を
変
え
る
こ
と

な
く
、
枚
数
的
な
分
量
を
増
や
す
だ
け
で
単
行
本
化
に
至

っ
て
い
る
。
『道
頓
堀
川
』
が
モ
チ
ー
フ
を
変
え
る
こ
と
な
く
単
行
本
化
に
至

っ
た
の
は
、
前
の
二
作
品
の
創
作
過
程
を
通
し
て
、
宮
本
が
作
家
と
し
て
の
自
己
の
資
質
や
創
作
技
法
を
獲
得
し
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
モ

チ
ー
フ
を
変
え
る
こ
と
な
く
書
き
加
え
ら
れ
て
出
来
上
が

っ
た

『道
頓
堀
川
』
と
異
な
り
、
前

の
二
作
品
の

『泥
の
河
』
『螢
川
』
が

「十
三
、
四
回
、　
一
か
ら
書
き
直
」
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
現
在
の
形
に
な

っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
領
け
よ
う
。
改
稿
す
る
前
と
改
稿

し
た
後
の
二
作
品
が
全
く
別
の
作
品
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
変
貌
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
資
質
や
創
作
技
法
を
ど
の
よ
う
に

確
立
す
る
の
か
試
行
錯
誤
し
て
い
た
表
れ
な
の
で
あ
る
。
『宮
本
輝
全
集
』
第

一
巻
の

「後
記
」
②
の
中
に

簡
単
な
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
い
か
に
至
難
で
あ
る
か
を
、
私
は

『螢
川
』

表
現
す
る
と
い
う
底
深
さ
の
前
で
、
私
は

一
歩
も
進
め
な
く
な
り
ま
し
た
。

を
書
き
直
す
作
業
に
よ

っ
て
思

い
知
る
は
め
に
な
り
ま
す
。
簡
単
に

私
は

『螢
川
』
を
い
っ
た
ん
寝
か
せ
、
次
の
作
品
で
出
直
そ
う
と
考

え
、
『泥
の
河
』
を
書
き
始
め
ま
し
た
。
（傍
線
・
引
用
者
）

と
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
私
達
が
認
知
し
て
い
る

『泥
の
河
』
『螢
川
』
『道
頓
堀
川
』
と

い
っ
た
順
序
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

天
川
〉
三
部
作
」
は
、
実
際
は

『螢
川
』
↓

『泥
の
河
』
↓

『道
頓
堀
川
』
と
い
う
私
達
が
認
知
し
て
い
る
順
序
と
異
な

っ
て
生
み
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
発
表
誌
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
内
で
い
う
と
、
「
川
〉
三
部
作
」
の
中
で
最
初
に
活
字
化
さ
れ

た
作
品
は
、
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

『螢
川
』
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

電
螢
川
』
の
①
に
あ
た
る
）。
つ
ま
り
、
『螢
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川
』
は
先
に
素
地
が
生
み
出
さ
れ
て
執
筆
し
、
そ
れ
を
同
人
誌
に
投
稿
し
た
結
果
、
逸
早
く
活
字
化
さ
れ
作
品
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
作

品
の
出
来
具
合
に
納
得
の
い
か
な
か

っ
た
宮
本
は
、　
一
旦

『螢
川
』
を
欄
筆
し
、
次
作
の

『泥
の
河
』
を
執
筆
し
な
が
ら

『螢
川
』
を
幾

度
も
書
き
直
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
『泥
の
河
』
も
同
人
誌
に
発
表
し
た
後
で
幾
度
も
書
き
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
点
で
は

『螢
川
』

と
同
様
で
あ
る
。
『泥
の
河
』
の
誕
生
に
関
し
て
、

『泥
の
河
』
の
き
っ
ち
ゃ
ん
が
、
自
分
の
船
に
火
を
つ
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で

『舟
の
家
』
は
終
わ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
僕
は
今
で
も
本
当
は

あ
の
ほ
う
が
好
き
な
ん
や
け
ど
、

起
こ
さ
せ
る
よ
う
に
書
き
直
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
も
ち
ょ
つ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
な
い
な
あ
と
な
っ
て
、
そ
れ
で
、
最
終
稿
が
あ
あ
い
う
形
に
な
っ
た
。

『泥
の
河
』
に
つ
い
て
言
え
ば
、
『舟
の
家
』
を
太
宰
賞
に
応
募
す
る
時
に
、
そ
の
池
上
さ
ん
が

「輝
ち
ゃ
ん
、
『舟
の
家
』
と
い
う
の
は
題
が
小
さ

い
で
」
と
言
っ
た
。
じ
ゃ
あ
ど
ん
な
題
が
あ
る
か
な
と
言
い
な
が
ら
、
何
か
の
用
事
で
池
上
さ
ん
と
淀
川
べ
り
を
車
で
走
っ
て
い
た
ら
、
台
風
の
後

で
淀
川
が
濁
流
に
な
っ
て
い
た
。
「
」
っ
つ
い
泥
や
な
あ
」
と
僕
が
言
っ
た
ら
、
池
上
さ
ん
が
、
「輝
ち
ゃ
ん
、
『泥
の
河
』
っ
て
ど
な
い
や
、
カ
ワ

と
宮
本
は
言
表
し
て
い
る
電

同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
の
主
催
者
で
あ

っ
た
池
上
義

一
氏
の
指
導
の
も
と
、
『泥
の
河
』
と

『螢
川
』
は

現
在
の
形
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
『泥
の
河
』
に
至

っ
て
は
池
上
氏
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
誘
因
と
な

っ
て
、
も
と
も
と

『舟
の
家
』
と
い
う

題
名
で
あ

っ
た
作
品
を

『泥
の
河
』
に
改
題
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
作
品
の
結
末
も
池
上
氏
の
意
見
に
よ

っ
て
改
作
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
看
過
出
来
な

い
の
は
傍
点
部
で
示
し
た

「僕
は
今
で
も
本
当
は
あ
の
ほ
う
が
好
き
」
と

い
う
宮
本
の
言
表
で
あ
る
。
宮
本
は

「抑
制
と
省
略
」
ｍ
と
い
う
表
現
技
法
を
獲
得
す
る
ま
で
幾
度
も
作
品
を
書
き
改
め
て
い
る
が
、
「僕
は
今
で
も
本
当
は
あ
の
ほ
う
が
好
き
」

と

い
う
言
表
は
文
脈
か
ら
表
現
技
法
で
は
な
く
、
改
稿
前
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
指
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
作
家
の
発
言
を
そ
の
ま

ほ
ど
日J

に

泥
の

'可
と
変
え
て
出
し
た
ん
で
す
よ

傍
占

傍
占

土

に
ヲ|

用
者

た
|

ブト
常
に
微
妙
な
と

ろ
な
ん
だ
け
ど

じ
や
あ
最
後
を
ど
う
す
る
ん
や
と
い

つ

と
に
な

て

度
は
あ
の
火
を
つ
け
た
蟹
が⌒
月合耳
に
火
事
を



ま
額
面
通
り
に
受
け
取
る
の
は
よ
く
な
い
け
れ
ど
も
、
太
宰
治
賞

・
芥
川
賞
の
他
に
吉
川
英
治
文
学
賞
を
受
賞
し
、
作
家
と
し
て
の
地
位

を
築
き
上
げ
、
更
に

『泥
の
河
』
『螢
川
』
の
執
筆
及
び
発
表
か
ら
二
十
年
以
上
の
歳
月
を
経
た
中
で
の
言
表
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
原
形
と
な

っ
た
二
作
品
を
単
に
失
敗
作
り
と
し
て
こ
の
ま
ま
打
ち
捨
て
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
懸
念
さ
れ
る
。
確
か
に
、
表
現
技
法

の
側
面
で
は
語
り
手
の
視
点
の
位
置
が
定
ま

っ
て
お
ら
ず
、
技
巧
的
に
未
熟
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い

（宮
本
自
身
も
表
現
技
法
が
未
熟
で

あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
幾
度
も
書
き
直
し
て
い
る
）。
だ
が
、
改
稿
前
の

『舟
の
家
』
『螢
川
』
は
池
上
義

一
氏
の
意
見
が
あ
ま
り
反

映
さ
れ
て
い
な
い
、
宮
本
輝
の
独
自
の
世
界
観
が
描
出
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
９

宮
本
文
学
の
源

流
と
は
何
か
を
知
る
た
め
に
も
、
原
形
と
な

っ
た
作
品
を
解
き
明
か
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
宮
本
文
学
の
源
流
で
あ
る

「川

〈
三
部
作
こ

が
生
み
出
さ
れ
た
作
品
順
は
軽
視
で
き
な
い
。
習
作
期
に
描
出
さ
れ
た

『舟
の
家
』
『螢
川
』
の
世
界
を
考
察
す
る
こ
と

で
、
潜
在
し
て
い
る
宮
本
文
学
の
源
流
を
抽
出
し
、
そ
こ
か
ら
改
稿
さ
れ
た
作
品
や
他
の
作
品
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
き
た

い
。

二

初
め
に
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
先
に
発
表
さ
れ
た

『螢
川
』
の
世
界
観
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
現
在
の

『螢
川
』
の
原
形
と
も

い
え
る

「わ
が
仲
間
」
に
掲
載
さ
れ
た

『螢
川
』
は
昭
和
三
十
五
年
三
月
末
か
ら
二
年
間
の
富
山
と
い
う
裏
日
本
の
雪
国
の
風
土
を
素
地

に
し
て
い
る
。
そ
の
富
山
を
背
景
に
し
た
中
学
生
の
水
島
竜
夫
が
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
。
背
景
や
主
人
公
の
設
定
は
変
わ
っ
て
い
な
い
ｏ

が
、
「冬
」
「夏
」
軍
ヨ
原
」
の
三
章
立
て
や
時
間
設
定
が
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
原
形

『螢
川
』
と
現
在
の

『螢
川
』
と
の
間
に
は
細

か
い
相
違
点
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
著
し
く
懸
隔
し
て
い
る
箇
所
を
取
上
げ
る
電

原
形

『螢
川
』

ケ」ま
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僕
は
父
を
殺
し
た
。
（中
略
）
ふ
と
目
覚
め
た
僕
の
瞳
に
飛
び
込
ん
で
き
た
も
の
―
―
そ
れ
は
醜
悪
な
、
遺
恨
に
満
ち
た
、
い
ぎ
た
な
く
命
乞
い

を
し
て
い
る
よ
う
な
、
父
の
泣
き
顔
だ
っ
た
。
父
は
泣
い
て
い
た
。
声
も
た
て
ず
涙
を
流
さ
ず
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
顔
筋
を
ひ
き
つ
ら
せ
て
、
父

は
泣
い
て
い
た
。
（中
略
）
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
何
も
か
も
を
壊
し
た
い
と
思
っ
た
。
僕
は
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
父
に
近
づ
き
、
ゴ
ム
管
を
抜

い
て
鼻
と
口
を
両
手
で
ふ
さ
い
だ
。
長
い
あ
い
だ
、
そ
う
し
て
い
た
。
（中
略
）
数
秒
間
の
絶
息
が
、
父
の
最
後
の
力
を
奪
い
去
っ
た
の
だ
ろ
う
。

五
分
後
に
父
は
息
を
ひ
き
と

っ
た
。
（コ
ヨ
原
し

と
息
子
が
父
親
を
殺
す
驚
愕
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
衝
動
的
な
行
動
と
は
い
え
、
竜
夫
は
危
篤
状
態

の
父
親

の
酸
素
ボ
ン
ベ
の
ゴ
ム

管
を
抜
く
だ
け
で
は
な
く
、
父
親

の
呼
吸
器
官
を
両
手
で
塞

い
で
息
を
絶
え
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
行
為
か
ら
竜
夫
が
意
識
的
に
父
親
を
殺

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
実
際
は
ほ
ん
の

「
数
秒
間
」

で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
竜
夫
が
自
ら

「長

い

あ

い
だ
」
し
て
い
た
行
為
だ
と
自
認
し
て
い
る
時
間
経
過
の
受
け
取
り
方
か
ら
意
識
的
に
父
親
を
殺
し
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
竜
夫
は
新
し

い
事
業
に
意
欲
的
に
取
り
組
む
父
親
し
か
知
ら
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
も
う
以
前
の
よ
う
な
意
欲
的
な
父
親
の
姿
は
な
く

体
力

・
精
神
共
に
老
衰
し
、
息
子
の
自
分
を
見
て
泣
き
乞

い
す
る
今
ま

で
見
た
こ
と
の
な

い
父
の
様
子
を
眼
に
し
た
時
、
竜
夫
は
戸
惑

い

困
惑
し
て
思
わ
ず

「何
も
か
も
を
壊
し
た

い
」
衝
動
に
駆
ら
れ
、
父
親

の
息

の
根
を
止
め
て
し
ま
う
。
「
い
ぎ
た
な
く
命
乞

い
を
し
て
い

る
」
父
親

の
姿
は
死
に
た
く
な

い
と
必
死
に
訴
え
る
行
為
だ
と
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
父
の
意
思
を
無
視
し
、
竜
夫
は

「僕
は
、
自
分
が

楽

に
な
り
た
か

っ
た
」
「
父
そ
の
も

の
か
ら

一
時
も
早
く
…
…
逃
げ
て
行
き
た
か

っ
た
の
だ
」
と
父
親
の
存
在
か
ら
忌
避
し
た

い
た
め
の

短
絡
的
で
自
分
勝
手
な
考
え

で
父
親
を
殺
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

一
方
、
竜
夫

の
母
親

・
菊
枝

（現
在
の

『螢
川
』
で
は
名
前
は
千
代
で
あ
り
、
名
前
が
異
な
っ
て
い
る
）
は
夫

・
重
竜

の
死
後
、

大
泉
で
の
生
活
は
、
菊
枝
に
と
っ
て
何
よ
り
心
安
ま
る
日
々
で
あ
っ
た
。
借
金
取
り
の
罵
声
は
も
う
迫
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
浮
き
沈
み
の
連
続
だ
っ

た
夫
と
の
生
活
、
山
師
の
よ
う
な
性
格
が
招
き
寄
せ
た
隆
勢
と
崩
壊
の
変
転
、
夫
は
そ
の
元
凶
と
共
に
息
を
ひ
き
と
っ
て
い
っ
た
。
彼
女
は
自
分
で

社
員
食
堂
の
賄
い
婦
の
仕
事
を
見
つ
け
て
く
る
と
、
嬉
々
と
し
て
働
き
始
め
た
。
足
ど
り
も
軽
く
い
な
か
道
を
通
勤
し
て
い
く
姿
に
は
、
竜
夫
も
見



た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
の
び
や
か
さ
に
溢
れ
て
い
た
。
翁
雪
原
し

こ
こ
に
は
夫
を
亡
く
し
て
悲
嘆
す
る
菊
枝
の
様
子
は
微
塵
も
見
当
た
ら
な
い
。
自
分
た
ち
が
苦
し
め
ら
れ
た
原
因
は
す
べ
て
夫
に
よ
つ

て
も
た
ら
さ
れ
た
と
菊
枝
は
見
倣
し
て
お
り
、
菊
枝
に
と

つ
て
夫

ｏ
重
竜
は
苦
難
の

「元
凶
」
で
し
か
な
か

っ
た
の
だ
。
「
元
凶
」
だ

っ

た
夫
と
過
ご
し
て
き
た

「不
安
に
満
ち
た
生
活
」
に
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
菊
枝
の

「心
が
安
ま
」
り

「嬉
々
と
し
て
」
生
き
る
姿
に
夫

に
対
す
る
情
愛
が
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
菊
枝
は
重
竜
と
共
に
生
活
し
た
場
所
ま
で
も
嫌
気
を
感
じ
て

「雪
の
な
い
所
に
行
き
た

い
」
と
思

っ
て
い
る
。
菊
枝
は

「陰
鬱
」
に
な
る
雪
を

「取
り
除
き
た
い
」
と
疎
ま
し
く
思
い
、
忌
み
嫌

っ
て
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
菊
枝
の
態
度
に
は
浮
気
相
手
に
心
酔
し
て
浮
気
が
判
明
し
た
折
に
、
菊
枝
に
暴
力
を
振
る
っ
て
い
た
夫

・
重
竜

へ
の
度
重
な
る

憎
し
み
や
恨
み
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
竜
夫
に
と

っ
て
も
母
親
に
暴
力
を
振
る
う
父
親
を
許
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
竜
夫
が
父
親
を

殺
し
た
後
に
、
乱
舞
す
る
螢
を
見
た
こ
と
を
思
い
返
す
場
面
で
、

僕
は
い
ま
、
螢
の
青
白
い
点
減
の
正
体
を
あ
ば
く
こ
と
が
で
き
る
。
あ
れ
は
、
き
つ
と
僕
自
身
な
の
だ
。
（中
略
）
時
に
は
激
し
い
狂
気
と
な
っ

て
、
僕
の
奥
底
で
点
滅
し
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。
そ
う
だ
、
き
っ
と
そ
う
な
の
だ
。
あ
の
夜
、
あ
の
川
辺
で
、
僕
は
自
分
を
動
か
し
て
い
る
化
け
物

を
見
た
の
だ
。
そ
の
化
け
物
こ
そ

（中
略
）
ほ
か
な
ら
ぬ
僕
自
身
で
あ
る
こ
と
を
ふ
と
感
じ
さ
せ
た
の
だ
。
（中
略
）
…
…
み
ん
な
死
ぬ
、
み
ん
な

い
つ
か
死
ぬ
。
あ
あ
、
す
べ
て
が
ま
る
で
嘘
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が
ま
る
で
幻
の
よ
う
に
、
忽
然
と
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
た
ま
ら
な
い
。
す

べ
て
が
死
ん
で
い
く
こ
と
が
た
ま
ら
な
な
い
。
翁
雪
原
し

と
竜
夫
は
い
た
ち
川
で
乱
舞
す
る
螢
を
見
て
、
も
う

一
人
の
自
分
自
身
の
形
状
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。
「悲
哀
と
怒
気
」
を
体
内

に
宿
し
た
螢
は
ま
さ
に
父
親
に
対
す
る
思
い
を
表
し
た
竜
夫
自
身
の
姿
で
あ

っ
た
。
乱
舞
す
る
螢
を
見
た
瞬
間
、
竜
夫
は
自
分
の
胸
裡
に

潜
ん
で
い
た
、
こ
れ
ま
で
の
父
親
に
対
す
る
思
い
が
に
わ
か
に
表
面
化
し

「狂
気
」
と
な

っ
て
竜
夫
の
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。
螢

狩
り
に
出
向
い
た
こ
と
が
父
親
殺
し
に
至
る
動
機
の
起
因
に
な

っ
て
お
り
、
竜
夫
の
奥
底
に
眠

っ
て
い
た

「狂
気
」
を
呼
び
起
こ
し
た
螢
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は
死
を
誘
う
化
け
物
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ば
螢
は
死
の
表
象
の
意
味
合

い
も
包
含
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
螢
は

「
死
」
「
死
臭
」

「
亡
霊
」
「力
尽
き
る
」
と
し
て
必
ず
死
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
形

『螢
川
』
の
最
終
場
面
に

そ
の
時
、
突
き
差
す
よ
う
な
突
風
が
、
竜
夫
の
前
方
の
雪
を
め
く
り
あ
げ
た
。
（中
略
）
そ
れ
は
ま
さ
に
、
あ
の
夜
の
、
あ
の
夏
の

一
瞬
の
、
螢
の

残
骸
で
あ
っ
た
。
（コ
ヨ
原
し

と
主
人
公
で
あ
り
視
点
人
物
で
も
あ
る
竜
夫
が
自
分
に
な
ぞ
ら
え
た
螢
の
残
骸
を
見

つ
め
る
形
で
幕
を
閉
じ
て
い
る
。
竜
夫
が
直
視
し
て

い
る
螢
の
残
骸
は
生
命
が
消
滅
し
た
姿

で
あ
る
。
最
終
場
面
に
は
、
竜
夫
が
こ
れ
ま
で

「た
ま
ら
な

い
」
と
逃
避
し
て
き
た

「
死
」
で
あ

っ
た
が
、
螢

の
残
骸
に
眼
を
背
け
る
こ
と

の
な

い
竜
夫
の
姿
か
ら
自
分
の
犯
し
た
罪
を
通
し
て

「
死
」
と
対
峙
し
て
い
る
光
景
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

一二

『螢
川
』
の
次
に
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
さ
れ
た
、
現
在
の

『泥
の
河
』
の
原
形
で
あ
る

『舟
の
家
』
は
、
昭
和
三
十
年
の
堂

島
川
と
土
佐
堀
川
が

一
つ
に
な
る
大
阪
湾
の

一
角
で
生
活
す
る
八
歳
の
板
倉
信
雄
が
主
人
公
に
設
定
さ
れ
て
い
る
点
は

『泥
の
河
』
と
同

じ
で
あ
る
。
だ
が
、
『泥
の
河
』
は
章
立
て
さ
れ
て
い
な
い
作
品
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
て

『舟
の
家
』
は
八
章
立
て
の
作
品
に
な

っ
て

い
る
。

『舟
の
家
』
は

〈
舟
の
家
〉
と
い
う
題
名
の
通
り
、
松
本
喜

一
・
銀
子

・
母
親
の
三
人
家
族
が
生
活
し
て
い
る
粗
末
な
屋
形
舟
で
起
こ

っ
た
異
常
な
出
来
事
に
信
雄
が
体
験
し
て
い
く
様
相
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
〈
舟
の
家
〉
で
生
活
し
て
い
る
家
族
は
母
親
が
売
春
婦

に
な
る
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
に
世
間
か
ら
蔑
視
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

「廓

舟
」
は
賤
し
い
業
と
し
て
見
下
さ
れ
た
呼

び
名
で
あ
り
、
社
会
的
抑
圧
を
背
負

っ
た
弱
者
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
喜

一
の
歌
う

「戦
友
稿

を
信
雄
の
父
親

・
晋
平
が
誉
め



た
際

「何
と
も
言
え
な
い
笑
顔
で
応
え
る
」
喜

一
は
本
来
な
ら
ば
無
邪
気
で
純
真
な
子
供
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
喜

一
で
あ

っ

た
が
、
今
ま
で
世
間
か
ら
社
会
的
抑
圧
を
受
け
続
け
て
き
た
こ
と
で
心
が
歪
み
、
生
き
て
い
る
鳩
の
雛
を
握
り
殺
し
た
り
、
生
き
た
蟹
に

火
を

つ
け
る
残
虐
な
行
為
を
す
る
少
年
と
し
て
成
長
し
て
い
る
。
こ
の
喜

一
の
残
虐
な
行
為
は
自
分
や
家
族
を
蔑
む
者
や
社
会
に
対
す
る

憎
悪
が
顕
著
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
他
者
や
社
会
に
対
す
る
憎
悪
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
る
糧
と
し
て
母
親
の
売
春
に

「客
引
き
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
自
分
の
境
遇
や
、
知
り
た
く
も
な
い

「母
親
の
暗
い
な
り
わ
い
を
、
そ
の
本
当
の
意
味
を
、
つ
ぶ
さ
に
知

り
尽
」
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
自
分
の
運
命
に
つ
い
て
も
憎
し
み
を
抱
い
て
い
る
。
喜

一
は
初
め
て
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
信
雄
や

信
雄
の
家
族
を
通
し
て
、
自
分
と
信
雄
と
の
違
い
に
つ
い
て
引
き
合
わ
せ
て
考
え
、
改
め
て
自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
を
思
い
知
り
、
母
親

の
懐
を
他
者
に
奪
わ
れ
る
胸
が
裂
け
る
よ
う
な
思
い
と
社
会
的
抑
圧
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
運
命
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
喜

一
は
自
分
に
付
き
纏
う
運
命
を
断
ち
切
ろ
う
と

〈
舟
の
家
〉
に
火
を
放

つ
。

舟
か
ら
再
び
出
て
来
た
喜

一
の
手
に
は
、
包
丁
が
握
ら
れ
て
い
た
。
「舟
、
燃
や
し
て
し
ま
う
ん
や
」
「燃
や
す
？
」

「僕
が
火
イ
つ
け
た
ら
、
こ
の
縄
切
る
ん
や
」

よ
く
見
る
と
、
舟
尾
の
方
の
綱
は
す
で
に
切
ら
れ
て
い
た
。
（中
略
）
赤
い
も
の
が
か
す
か
に
ち
ら
つ
き
、　
一
旦
お
さ
ま
っ
て
か
ら
、
突
如
大
き

な
炎
が
舟
の
窓
か
ら
噴
き
出
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
油
が
撒
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
舟
は
た
ち
ま
ち
火
焔
に
包
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
（中
略
）

舟
は
大
き
く
弧
を
描
き
つ
つ
岸
か
ら
離
れ
て
い
つ
た
。
喜

一
が
銀
子
の
手
を
引
い
て
転
が
る
よ
う
に
飛
び
出
し
、
深
み
に
浮
い
て
い
る
だ
け
の
渡
し

を
走
っ
た
。
姉
弟
は
も
ん
ど
り
う
っ
て
川
に
落
ち
た
。
（八
）

予
め
舟
に
油
を
撒
い
て
い
た
計
画
的
な
犯
行
で
あ
る
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
喜

一
が

〈
舟
の
家
〉
を
燃
や
す
の
は
自
分
た
ち
家
族
が
生

き
て
い
く
た
め
に
は
、
母
親
が
売
春
す
る
こ
と
を
拒
め
な
い
自
分
の
境
遇
か
ら
逃
れ
る
た
め
で
あ

っ
た
。
炎
上
す
る
舟
か
ら
姉
の
銀
子
だ

け
手
を
引
い
て
救
い
出
し
、
母
親
を
見
殺
し
に
し
た
喜

一
か
ら
、
短
絡
的
で
は
あ
る
が
計
画
的
に
実
行
さ
れ
た
犯
行
の
底
意
に
母
親
を
殺
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す
意
図
が
少
な
か
ら
ず
あ

つ
た
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。

翌
朝
、
半
ば
沈
ん
だ
舟
の
家
か
ら
、
喜

一
の
母
親
と
身
元
の
判
ら
ぬ
男
の
焼
死
体
が
あ
が
っ
た
。
銀
子
の
死
体
が
、
湾
の
南
寄
り
の
岸
壁
に
浮
か
ん

だ
の
は
、
そ
れ
か
ら
三
日
も
あ
と
だ
っ
た
。
誰
ひ
と
り
身
寄
り
の
な
い
喜

一
は
、
天
王
寺
に
あ
る
孤
児
院
に
引
き
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
（八
）

喜

一
が
救
い
出
し
た
は
ず
の
銀
子
が
母
親
と
同
様
に
死
体
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
銀
子
も
自
分
の
逃
れ
ら
れ
な
い
境
遇
に
悲

嘆
し
自
ら
死
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
と
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
し
た
場
面
は

『舟
の
家
』
に
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
描
写
で
あ

り
、
『泥
の
河
』
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

わ
ず
か
八
歳
の
少
年
が
放
火
す
る
と
い
う
驚
愕
な
事
件
に
至
ら
せ
た
根
底
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
社
会
的
抑
圧
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

運
命
の
喜

一

（銀
子
も
）
と
信
雄
の
徹
底
的
な
違

い
は
父
親
の
存
在
の
有
無
で
あ
る
。
炎
上
し
続
け
る
事
件
現
場
に
い
た
信
雄
を
父
親
の

晋
平
が
抱
き
上
げ
て
連
れ
去
る
場
景
に
つ
い
て
、
酒
井
英
行
氏
が

「父
親
に
抱
き
抱
え
ら
れ
た
信
雄
と
、
燃
え
尽
き
る

〈
舟
の
家
〉
の
前

に
件
む
喜

一
。
対
比
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
人
の
越
え
ら
れ
な
い
溝
。
こ
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
す
る
喜

一
の
哀
切
な
心
が
放
火
事
件
を
招

来
し
た
の
だ
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
‰
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
喜

一
の
父
は
戦
死
し
て
お
り
、
も
し
喜

一
の
父
親
が
戦
死
す

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
喜

一
の
母
親
が
売
春
婦
に
な
る
こ
と
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
父
親
の
い
な
い
こ
と
が
喜

一
に
あ
ら
ゆ
る
悲
劇

を
も
た
ら
す
根
源
に
な

っ
て
い
る
。
〈
舟
の
家
〉
を
放
火
す
る
喜

一
の
行

い
は
計
画
的
な
側
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
短
絡
的
で
あ
り
、
浅

慮
な
考
え
に
因

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
却

っ
て
わ
ず
か
八
歳
の
少
年
の
行
き
場
の
な
い
悲
し
み
や
苦
悶
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
ら
の
手
で
引
き
起
こ
し
た
放
火
事
件
が
喜

一
を
孤
児
と
い
う
天
涯
孤
独
の
身
の
上
に
さ
せ
て
し
ま
う
。
以
後
、
喜

一
は
家
族
を
思
い
返

す
度
に
家
族
を

「死
」
に
至
ら
せ
た
自
分
の
罪
、
そ
し
て
罪
を
引
き
起
こ
し
た
自
分
の
境
涯
か
ら
終
生
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。



四

原
形

『螢
川
』
『舟
の
家
』
の
両
作
品
と
も
に
、
子
が
親
の
命
を
奪
い
取
る
と
い
っ
た
形
の

「
死
」
が
モ
チ
ー
フ
に
な

っ
て
い
る
こ
と

は
明
確
で
あ
る
。
原
形

『螢
川
』
で
は
竜
夫
が
父
親
を
酸
素
ボ
ン
ベ
の
ゴ
ム
管
を
抜
き
、
父
親
の
呼
吸
器
官
を
両
手
で
塞
い
て
殺
し
て
い

る
し
、
『舟
の
家
』
で
は
舟
に
油
を
撒

い
て
火
を
放

っ
た
喜

一
が
舟
に
い
た
母
親
を
救
い
も
せ
ず
に
死
に
至
ら
せ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
作

品
も
子
が
親
を
殺
す
と
い
う
衝
撃
的
な
出
来
事
に
よ
る
死
が
全
面
的
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。
『舟
の
家
』
の
馬
車
引
き
の
男
、
沙
蚕
採

り
の
老
人
、
軍
隊
仲
間
の
村
岡
、
喜

一
が
放
火
し
た
舟
の
中
に
い
て
焼
死
し
た
身
元
の
判
明
し
な
い
男
、
銀
子
だ
け
で
は
な
く
、
喜

一
に

よ
っ
て
殺
さ
れ
た
鳩
の
雛
や
蟹
な
ど
多
く
の
人
間
や
生
き
物
の
死
が
伏
線
と
な

っ
て
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
色
濃
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

原
形

『螢
川
』
の
銀
蔵
の
息
子
で
あ
る
源
蔵
の
死
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
表
徴
し
て
い
る
螢
も

・
刻
々
と
死
を
競
い
な
が
ら
、
蛍
は
冷
た
く
降
り
積
も

っ
て
い
た
。

・
寂
莫
と
舞
う
微
生
物
の
屍
の
よ
う
に
、
は
か
り
知
れ
な
い
沈
黙
と
死
臭
を
手
ん
で
川
辺
に
降
り
積
も

っ
て
い
た
。

・
ま
さ
し
く
、
ひ
と
か
た
ま
り
の
亡
霊
で
あ

っ
た
。
（傍
点

・
引
用
者
）
翁
夏
し

と

「死
」
に
結
び
付
け
て
表
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
作
品
世
界
に
は

「死
」
し
か
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
な
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
の
希
望
や
明
る
さ
を
見
出
せ
な
い
。
同
じ
こ
と
が

『舟
の
家
』
に
も
い
え
る
。
『舟
の
家
』
で
は
お
化
け
鯉
を

薄
墨
色
の
巨
大
な
鯉
が
、
ま
る
で
雨
に
打
た
れ
る
た
め
に
水
面
に
浮
き
上
が

っ
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
円
を
描

い
て
い

た
。
（傍
点

・
引
用
者
）
含
こ

と

「薄
墨
色
」
の
巨
大
な
鯉
と
し
て
表
象
し
て
い
る
。
〈
舟
の
家
〉
に
纏
わ
り

つ
く
輝
き
の
な
い
薄
墨
色
の
巨
大
な
お
化
け
鯉
は
社
会
的

抑
圧
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
喜

一
家
族
の
宿
命
を
表
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
輝
き
の
な
い
お
化
け
鯉
は
母
親
を

（結
果
と
し
て
銀
子
も
）
死
に

宮
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九
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五
〇

追

い
や
っ
た
喜

一
が
自
分
の
犯
し
た
過
ち
に
苦
し
み
続
け
、
そ
し
て
自
ら
犯
し
た
過
ち
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
以
上
の
社
会
的
抑
圧
を
受
け

な
が
ら
独
り
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
数
々
の
歎
難
辛
苦
が
待
ち
受
け
て
い
る
行
く
末
を
暗
示
し
て
い
る
。
薄
墨
色
で
輝
き
の
な
い
お
化
け

鯉
を

「巨
大
」
な
も
の
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
大
き
さ
を
提
示
し
て
い
る
の
は
喜

一
の
前
途
が
大
変
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ

る
。
も
と
も
と
喜

一
の
家
族
が
世
間
か
ら
社
会
的
抑
圧
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
境
遇
に
な
っ
た
の
は
、
喜

一
の
父
親
が
戦
争
で
受
け
た
傷

が
原
因
と
な
り
骨
髄
炎
を
患

っ
て
病
死
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
舟
の
家
の
あ
ら
ゆ
る
不
幸
は

「死
」
に
纏
わ

っ
て
お

り
、
「死
」
と

い
う
モ
チ
ー
フ
が
色
濃
く
作
品
世
界
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

宮
本
の
作
品
の
中
で

「生
」
が

「死
」
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
両
作
品
を
改
稿
し
て

「文
芸
展
望
」
に
発
表
し
た
時
で
あ
り
、

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
さ
れ
た
時
点
で
の

『螢
川
』
と

『舟
の
家
』
は
、
ど
ち
ら
と
も

「死
」
に
重
点
が
置
か
れ
た
作
品
で
あ

っ
た
。
も

ち
ろ
ん
両
作
品
の
中
に
も

「生
」
に
該
当
す
る
部
分
は
あ

っ
た
。
『舟
の
家
』
で
は
信
雄
の
未
分
化
な

「性
」
の
目
覚
め
、
そ
し
て

『螢

川
』
で
は
竜
夫
が
英
子
に
想

い
を
寄
せ
る

「性
」

へ
の
意
識
は
や
が
て

〈
生
み
出
す
〉
性
と
結
び
付
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て

「生
」
と

繋
が

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
原
形
の

『螢
川
』
と

『舟
の
家
』
に
は

「
死
」
が
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し

て
全
面
的
に
押
し
出
さ
れ
て

「生
」
が
影
を
潜
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
両
作
品
を
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
し
た
後
か
ら

『舟

の
家
』
を

『泥
の
河
』
と
改
題
し
て

「文
芸
展
望
」
に
掲
載
、
続
い
て

『螢
川
』
が
次
号
の

「文
芸
展
望
」
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
の
間
に

宮
本
の
モ
チ
ー
フ
は
著
し
く
変
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『舟
の
家
』
は

一
章
で
取
り
上
げ
た
宮
本
の

「
リ
ア
リ
テ
ィ
な
い
な
あ
と
な

っ
て
、
そ
れ
で
、
最
終
稿
が
あ
あ
い
う
形
に
な

っ
た
」
と

の
言
表
か
ら
、
宮
本
が
リ
ア
リ
テ
イ
ー
を
重
視
し
て
作
品
を
生
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「わ
が
仲
間
」
に
発
表
し
た
作
品
は
リ
ア

リ
テ
ィ
ー
を
重
視
し
て
創
作
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
創
作
し
た
場
面
は

一
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
池
上
義

一
氏
か
ら

「あ
ま
り
に
も

小
説
に
な
り
す
ぎ
る
」
と
い
う
矛
盾
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
例
え
ば
わ
ず
か
八
歳
の
喜

一
が
生
き
物
の
生
命
を



奪

い
取
る
残
虐
な
行
為
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
や
、
予
め
油
を
撒
き
舟
に
火
を
放
し
て
親
を
殺
す
と
い
う
計
画
的
な
犯
行
を
企
て

る
と
い
っ
た
内
容
は
衝
撃
的
で
あ
り
、
小
説
に
な
り
す
ぎ
る
側
面
は
否
め
な
い
。
〈
実
〉
と

〈
虚
〉
と
の
間
で
苦
し
み
な
が
ら
彿
往

い
執

筆
し
て
い
く
過
程
で
、
宮
本
は
虚
実
皮
膜
と
い
う
芸
術
の
観
点
か
ら
作
家
と
し
て
の
自
身
の
資
質
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
『舟
の

家
』
の
題
名
に
な

っ
た

〈
舟
の
家
〉
の

〈
廓
舟
〉
を
実
際
に

〈
廓
舟
〉
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
も
知
ら
ず
に
、
宮
本
は

一
度
も
見
た
こ
と

が
な
い
口
ま
ま
、
改
稿
後
も
作
品
の
中
軸
に
据
え
、
更
に
お
化
け
鯉
に
光
源
を
織
り
込
み
な
が
ら
創
作
し
て
い
る
。

『螢
川
』
に
即
し
て
言
え
ば
、
少
年
期
の
宮
本
輝
が
父
親
の
熊
市
の
事
業
の
た
め
に

一
年
間
富
山
で
暮
ら
し
て
い
た
時
分
、
母
親
の
雪

恵
が

「あ
あ
、
も
う
こ
ん
な
に
雪
が
降
る
と
こ
ろ
は
い
や
や
。
お
母
ち
ゃ
ん
、
大
阪
に
帰
り
た
い
わ
」
と
涙
を
交
え
て
懇
願
し
て
い
た
こ

と
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
心
に
止
め
て
い
た
電

結
局
、
富
山
で
の
事
業
は
失
敗
に
終
り
、
熊
市
は
多
額
の
負
債
を
残
し
た
ま
ま
息
を
引
き
取

っ
て
し
ま
う
。
熊
市
の
死
後
、
雪
恵
が
自
分
で
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
の
社
員
食
堂
の
賄
い
婦
の
仕
事
を
探
し
出
し
働
き
始
め
て
い
る
こ
と
は

宮
本
が
自
身
の
暦
程
を
綴

つ
た

『
二
十
歳
の
火
影
』
ｏ
に
詳
し
い
。
私
小
説
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
原
風
景
を
捨
て
き
れ
ず
に
創
作
さ
れ

た
原
形

『螢
川
』
は
当
時
の
宮
本
の
実
体
験
を
基
調
に
し
て
い
る
点
で
疎
か
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
宮
本
は
自
身
の

原
風
景
を
基
調
に
し
た
作
品
を
リ
ア
リ
テ
イ
ー
の
あ
る
作
品
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
二
章
で
引
用
し
た
よ
う
に
原
形

『螢
川
』
の
最
終
章

「雪
原
」
で
夫

・
重
竜
の
死
後
、
今
ま
で
息
子
が
見
た
こ
と
の
な
い
嬉
々
と
し

て
働
き
始
め
る
母
親
の
姿
や
富
山
の
雪
を
嫌
う
母
親
の
心
境
を
書
き
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
浮
気
を
し
た
重
竜

が
菊
枝
に
凄
み
暴
力
を
振
う
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
宮
本
の
母
親
の
雪
恵
が
着
物
の
襟
を

つ
か
ま
れ
畳
の
上
に
押
さ
え

つ
け
ら
れ
た
ま

ま
熊
市
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い
た
様
子
を
少
年
期
の
宮
本
が
見
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
嬉
々
と
し
て
働
き
始
め
る
母
の
姿
は
幾

分
誇
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
宮
本
自
身
が
実
際
に
体
験
し
た
こ
と
が
根
底
に
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
改
稿
後
の

『螢
川
』
で
は
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五
二

「来
年
に
な
っ
た
ら
、
商
売
も
軌
道
に
乗
っ
て
る
や
ろ
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
の
ん
び
り
弁
当
持
っ
て
螢
狩
り
に
行
こ
う
や
な
い
か
」

父
に
な
だ
め
ら
れ
て
、
私
は
い
た
ち
川
に
ぽ
つ
ん
ぽ
つ
ん
と
飛
び
か
っ
て
い
る
螢
を
横
目
に
、
家
路
に
つ
く
の
で
あ
っ
た
。
楽
し
み
に
し
て
い
た

螢
狩
り
は
、
父
の
商
売
の
失
敗
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
田
。

宮
本
が
富
山
に
い
た
時
分
に
父
親
と
約
束
し
て
い
た
螢
狩
り
を
素
地
に
は
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

つ
い
に
果
た
す
こ
と
の
な
か

っ
た
螢

狩
り
を
足
掛
か
り
に
創
作
さ
れ
、

震
え
る
よ
う
に
発
光
し
た
か
と
思
う
と
、
力
尽
き
る
よ
う
に
萎
え
て
い
く
。
そ
の
い
つ
呆
て
る
と
も
な
い
点
減
の
繰
り
返
し
が
何
万
何
十
万
と
身
を

寄
せ
合
っ
て
、
い
ま
切
な
く
化
し
い
一
塊
の
生
命
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
（中
略
）
こ
の
ど
こ
か
ら
雲
集
し
て
き
た
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
何
万
何

十
万
も
の
螢
た
ち
は
実
は
い
ま
英
子
の
体
の
奥
底
か
ら
絶
え
間
な
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
竜
夫
に
は
思
わ
れ
て
く
る
の
だ

っ
た
。

（傍
点

。
引
用
者
）

と
改
稿
後

の

『螢
川
』

で
は
螢

の
大
群
が
舞
う
幻
想
的
な
場
面
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
原
形

『螢
川
』
に
は
な

い
箇
所
で
あ

っ

た
。
改
稿
後
に
創
作
さ
れ
、
現
在

の

『螢
川
』

の
圧
巻
と
も

い
え
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
清
水
健

一
氏
が

「
生
ま
れ
て

は
死
に
、
ま
た
生
ま
れ
ゆ
く
生
命
を
表
現
し
て
い
る
‰

と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
場
面
は
生
命

の
誕
生
と
死
の
瞬
間
が
同
時

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
だ
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
傍
点
部
に
示
し
た

「生
命
を
形
づ
く

っ
て
い
た
」
や

「絶
え
間
な
く

生
み
出
さ
れ
て
い
る
」
と

い
っ
た
箇
所
か
ら

「
死
」
と

「
生
」
は
同
等

で
は
な
く
、
「
死
」
よ
り
も
新
た
な
生
命
が
と
め
ど
な
く
誕
生
す

る

「
生
」

の
無
限
性
が
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。　
一
度
も
訪
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
螢
狩
り
で
あ

っ
た
が
、
宮
本
は
富

山
に
い
た
経
験
を
礎
に
、
螢

の
生
命
が
誕
生
す
る
場
面
を
虚
実
皮
膜

の
中
で
迫
真
性
を
持

っ
て
見
事
な
光
景
を
読
者
に
形
象
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て

「〈
川

〉
三
部
作
」

の
最
後
に
あ
た
る

『道
頓
堀
川
』
に
至

っ
て
は
、
「私
が
勝
手
に
こ
ね
く
り
ま
わ
し
て
創
り
出
し
た

架
空

の
物
語
で
あ
る
」
‐１６‐
と
宮
本
は
言
明
し
て
い
る
が
、
「
川

〉
三
部
作
」
の
ど

の
作
品
も

「
勝
手

に
こ
ね
く
り
ま
わ
し
」
た

の
で
は
な



く
、
宮
本
の
原
風
景
を
礎
に
し
た
上
で
架
空
の
物
語
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
宮
本
の
見
出
し
た
虚
実
皮
膜
と
い

う
芸
術
は
作
品
を
追
う
ご
と
に
足
固
め
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

っ
た
。

五

宮
本
輝
に
は

「六
甲
山
の
麓
の
御
殿
の
よ
う
な
家
に
生
ま
れ
‰
裕
福
な
幼
少
期
を
過
ご
し
て
い
た
時
期
が
あ

っ
た
。
当
時
二
十
代
後

半
で
あ

っ
た
宮
本
が

「
二
十
数
年
間
の
間
に
上
か
ら
下
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
田
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
ま
で
宮
本
の
過
ご
し

て
き
た
人
生
を
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
裕
福
で
幸
せ
な
生
活
を
し
て
い
た
頃
も
あ

っ
た
。
宮
本
の
人
生
は
父
親
が
残
し
た
多
額
の
負

債
に
よ
る
困
窮
で
苦
し
め
ら
れ
た
暗

い
時
期
ば
か
り
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
宮
本
が

「〈
川
〉
三
部
作
」
の
中
の
三
人
の
主
人
公
が

そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
分
身
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
り
」
と
を
考
慮
す
る
と
、
天
川
〉
三
部
作
」
の
中
で
最
初
に
発
表
し
た

（同
人
誌

「わ
が

仲
間
」
に
発
表
し
た
順
で
あ
る
）
『螢
川
』
を
あ
え
て
暗
浩
た
る
時
期
を
過
ご
し
た
富
山
で
の
生
活
を
作
品
世
界
に
設
定
し
、
「父
そ
の
も
の

か
ら

一
時
も
早
く
…
…
逃
げ
て
行
き
た
か

っ
た
の
だ
」
と
吐
露
す
る
竜
夫
は
宮
本
自
身
の
本
心
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
り
、
父
親
の
存
在

を
忌
避
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
し
た

『舟
の
家
』
も
当
時
の
宮
本
の
心
境
を
形
象
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『舟

の
家
』
に
炎
上
す
る

〈
舟
の
家
〉
を
見
た
主
人
公
の
信
雄
が

「そ
う
だ
燃
え
て
し
ま
え
ば
い
い
、
こ
ん
な
舟
の
家
な
ど
失
く
な

っ
て
し
ま

え
ば
い
い
」
と
信
雄
の
真
意
が
表
出
さ
れ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
喜

一
の
家
族
に
付
き
纏
う
避
け
ら
れ
な
い
悲
劇
を
表
し
た

〈
舟
の
家
〉

が
燃
え
て
無
く
な
る
こ
と
を
望
む
信
雄
の
真
意
は
唐
突
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
当
時
の
宮
本
の
心
境
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
改
稿
前
の

『螢
川
』
は
直
接
的
に
、
『舟
の
家
』
は
間
接
的
に
父
親
の
存
在
を
抹
殺
し
て
い
る
点
で
通
底
し
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
の
は
偶
然
の

一
致

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
『螢
川
』
の
竜
夫
の
本
心
や
、
『舟
の
家
』
の
信
雄
の
真
意
を
媒
介
に
し
て
、
宮
本
は
貧
苦
や
苦
悶
を
背
負
わ
さ
れ
て

宮
本
文
学
の
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



宮
本
文
学
の
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

き
た
自
分
の
運
命
を
憤
り
憎
ん
で
い
る
こ
と
を
隠
す
こ
と
な
く
作
品
世
界
に
表
し
て
い
る
。
両
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
似
通

っ
た
双
生
児
的

な
作
品
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
多
額
の
負
債
を
残
し
て
逝

っ
た
父
親
の
せ
い
で
悲
惨
な
生
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
憎
し
み
や

怨
恨
が
父
親
の
存
在
を
抹
殺
す
る
形
で
作
品
化
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

っ
た
。
父
親
の
存
在
を
抹
殺
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
自
身
の
根

源
、
い
わ
ば
原
点
す
ら
拒
絶

・
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
。
そ
の
こ
と
が

「屍
」
「死
臭
」
「亡
霊
」
の
よ
う
な

「死
」
に
結
び
付
け

た
螢
や
、
輝
き
の
な
い
薄
墨
色
の
お
化
け
鯉
と
し
て
表
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
裏
を
返
す
と
、
父
親
の
存
在
を
抹
殺
す
る
と
い
う
こ

と
は
父
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
逆
照
射
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宮
本
は
自
分
自
身
の
根
源
＝
原
点
を
見
つ
め
、
間

い
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
作
家
と
し
て
出
発
し
て
い
る
こ
と
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

小
原
信
氏
が

「宮
本
輝
は
ひ
か
り
に
つ
い
て
よ
く
書
い
て
い
る
‰
作
家
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
〈
光
〉
は
改
稿
さ
れ
た

『泥
の
河
』
や

『螢
川
』
の
作
品
以
降
か
ら
し
か
見
出
せ
な
い
。
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
し
た

『螢
川
』
や

『舟
の
家
』
を
書
き

改
め
て
い
る
過
程
で
宮
本
が
自
身
の
根
源
＝
原
点
を
問
い
か
け
た
時
、
そ
こ
に
は
拒
絶

・
否
定
し
て
い
た
父
親
の
存
在
が
自
分
の
根
源
と

し
て
不
可
分
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
に
違

い
な
い
。
気
付
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
が
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
る
の
は

父
親
か
ら
の
生
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
心
境
に
な
っ
て
い
た
。
宮
本
が
作
品
を
書
き
改
め
て
い
く

う
ち
に
、
拒
絶

・
否
定
し
て
い
た
は
ず
の
父
親
と
向
き
合

っ
て
い
る
自
分
に
気
付
き
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
歩
ん
で
き
た
人
生
は

「生
ま
れ

な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
、
つ
ま
り

「宿
命
」
で
あ

っ
た
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
心
境
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
宮
本
の
中
で
父
親
に
対

す
る
想
い
が

一
転
し
た
か
ら
こ
そ

「私
は
、
な
ぜ
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
差
が
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
命
題
に
、
深
く
か
か
わ

っ
て

い
こ
う
と
思
う
」
‐２‐‐
と
い
う
発
言
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
宮
本
は

「宿
命
」
と
い
う
命
題
が
最
終
的
に
人
間
の

「死
」

と

「生
」
で
あ
る
こ
と
を
作
家
と
し
て
追
求
し
よ
う
と
、
「
死
」
だ
け
で
は
な
く

「生
」
に
つ
い
て
も
見
据
え
た
時
、
『螢
川
』
に



列
車
内
の
薄
暗
い
明
り
が
、
ゴ
ム
長
に
散
っ
て
い
る
鱗
を
き
ら
き
ら
光
ら
せ
て
い
た
。
千
代
は
そ
の
時
の
鱗
の
光
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は

重
竜
の
子
を
宿
し
た
そ
の
夜
の
寒
々
と
し
た
暗
闇
に
繋
が
っ
て
い
く
光
な
の
で
あ
っ
た
。
（傍
点

・
引
用
者
）
（現

『螢
川
』
冨
ョし

と

〈
光
〉
が

「暗
闇
」
の
世
界
に
輝
き
を
放
ち
始
め
る
。
竜
夫
を
妊
娠
し
た
千
代
を

「蒼
光
り
」
し
て
い
る
と
、
生
む
性
で
あ
る
千
代
を

「蒼
光
り
」
の
す
る
螢
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
は
意
味
深
い
。
「生
」
と

〈
光
〉
は
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の

『螢
川
』
の
中
に

「絶
え
間
な
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
」
螢
の

「生
」
が
無
限
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
場
面
が
描
出
さ
れ
て
い
く
所
以
で
あ
る
。
『泥
の
河
』

の
中
の
鯉
が

「鱗
の

一
枚

一
枚
が
淡
い
紅
色
の
線
で
ふ
ち
ど
ら
れ
」
た

「妖
し
い
光
を
放

っ
」
た
鯉
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
も
同
じ

こ
と
が
い
え
る
。
宮
本

の
追
求
す
る

「宿
命
」
と
は

「死
」
や

「死
」
と
結
び
付

い
た

「暗
闇
」
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
「生
」
や

〈
光
〉
を
内
包
し
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。
同
人
誌

「わ
が
仲
間
」
に
発
表
し
た

『螢
川
』
と

『舟
の
家
』
に
は
自
分
自
身
に
纏
わ
る
根

源
＝
原
点
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
想
い
が

〈
光
〉
の
な
い
作
品
世
界
に
な

っ
て

「死
」
を
全
面
的
に
押
し
出
し
て
い
た
。
改
稿
後

に
見
ら
れ
る
両
作
品
の

〈
光
〉
は
死
か
ら
生
へ
の
回
帰
と
脈
絡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
宮
本
に
と

っ
て
は
こ
れ
ま
で
問
い
続
け
て

き
た
自
分
自
身
の
宿
命
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
際
の

「受
賞
の
こ
と
ば
」
の
中

″」
、

こ
の
時
代
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
も
の
、
あ
る
意
味
新
し
い
も
の
を
、
私
は

「螢
川
」
で
書
こ
う
と
試
み
ま
し
た
。
（中
略
）
い
っ
た
い
新

し
さ
と
は
何
な
の
か
、
文
学
の
世
界
に
限
ら
ず
、
現
代
に
生
き
る
人
々
が
今
後
直
面
し
て
い
く
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
重
要
な
テ

ー
マ
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
芥
川
賞
を
頂
戴
し
、
も
う

一
度

「螢
川
」
を
読
み
返
し
て
み
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
な
か
な
か
新
し
い
小
説
で
は
な

い
か
と
臆
面
も
な
く
自
惚
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。の

（傍
点

・
原
文
）

と
自
信
に
溢
れ
て
い
る
宮
本
の
様
子
が
言
葉
に
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「人
間
に
と

っ
て
最
も
必
要
な
も
の
、
あ
る
意
味
新
し
い
も
の
」

に
挑
ん
だ

〈
新
し
い
小
説
〉
が
世
間
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
自
負
に
他
な
ら
な

い
。
打
ち
捨
て
ら
れ
て
き
た
人
間
の

「死
」
、
そ
し
て

宮
本
文
学
の
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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「
生
」
と

い
う
私
達
人
間
の
根
本
的
な
問
題
を
見

つ
め
直
し
た
も
の
が
宮
本
輝
の
い
う

〈
新
し
い
小
説
〉
な
の
で
あ

っ
た
。
〈
新
し
い
小

説
〉
に
は
生
命
の
連
な
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「死
」
で
終
わ
る
こ
と
な
く
、
「生
」

へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら

な

い
だ
ろ
う
。
『螢
川
』
の
螢
の

〈
光
〉
は

「彩
し
い
光
の
粒
」
と
な
り

「光
な
が
ら
ぼ

っ
と
浮
か
び
あ
が
」

っ
て
、
永
遠
的
に
繰
り
返

さ
れ
る
生
命
の
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
竜
夫
や
千
代
が

〈
光
〉
を
見
る
た
め
に
螢
狩
り
に
行
き
、
螢

の
放

つ

〈
光

〉
を
見
て
千
代
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
に
納
得
し
、
再
起
を
か
け
て
大
阪

へ
行
く
決
断
を
す
る
。
〈
光
〉
は
人
間
を
幸
福

へ
と
導

い
て
い
く
道
標
に
も
な
る
。
や
が
て
こ
の

〈
光
〉
は

「〈
川
〉
三
部
作
」
の
次
の
作
品

『幻
の
光
「

へ
と
脈
絡
し
て
い
く
。

ほ
れ
、
ま
た
光
り
だ
し
た
。
風
と
お
日
さ
ん
の
混
ざ
り
具
合
で
、
突
然
あ
ん
な
ふ
う
に
海
の
一
角
が
光
は
じ
め
る
ん
や
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
あ
ん
た

も
、
あ
の
夜
レ
ー
ル
の
彼
方
に
、
あ
れ
と
よ
く
似
た
光
を
見
て
た
の
か
も
知
れ
へ
ん
。
（傍
点

・
引
用
者
）

と
ゆ
み
子
が
日
溜
ま
り
の
中
で
前
夫
に
語
り
か
け
て
い
る
の
は
、
よ
う
や
く
な
ぜ
前
夫
が
自
分
を
残
し
て

「死
」
を
選
択
し
た
の
か
を
ゆ

み
子
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
夫
が
自
殺
し
た
答
え
を
見
出
し
理
解
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
ゆ
み
子

に
幸
福
は
な
か

っ
た
し
、
さ
ざ
波
の

〈
光
〉
を
眼
に
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。
前
夫
が
見
て
い
た
電
車
の

「照
明
灯
」
の

〈
光
〉

と
似
て
い
て
も
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
前
夫
と
異
な
り
、
ゆ
み
子
が

「死
」
で
は
な
く
生
き
て
い
く
人
生
を
選
ん
だ
か
ら
こ
そ
、

ゆ
み
子
の
見
て
い
る
日
差
し
を
受
け
た
さ
ざ
波
は
自
ず
と
光
彩
を
放

つ
の
で
あ
る
。

「
死
」
と

「生
」
が
併
存
す
る
こ
と
を
宮
本
は

『螢
川
』
と

『舟
の
家
』
を
幾
度
も
書
き
改
め
る
過
程
か
ら
、
自
分
の
根
源
を
見
つ
め

直
し
て
い
く
中
で
気
付
か
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
宮
本
文
学
に
は

「
死
」
が
底
流
し
、
「死
」
を
抜
き
に
し
て

「生
」
は
な
く
、
「生
」

が
な
け
れ
ば
人
間
を
幸
福
に
導
く

〈
光
〉
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
私
達
読
者
に
知
ら
し
め
て
い
る
。
宮
本
文
学
は

「再
生
」
と

い
う
テ
ー

マ
が
命
題
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
定
説
と
な

っ
て
い
る
が
、
「
再
生
」
と
ひ
と
く
ち
に
言

っ
て
も
、
「死
」
が
あ

っ
て
、
そ
れ
を
人

間
が
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る

「生
」
の
力
が
あ
る
か
ら

「再
生
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
宮
本
が

「死
」
に
つ
い
て
問
い
続
け



て
き
た
か
ら
こ
そ
、
人
間
は

「死
」
と
向
き
合
っ
た
時
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で

「生
」
を
見
い
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し

て

〈
光
〉
の
放

つ
幸
福
の
方
向

へ
歩
み
出
す
人
間
の
力
の
奥
深
さ
を
虚
実
皮
膜
と
い
う
芸
術
の
中
で
見
事
に
読
者
に
説
き

つ
け
て
い
る
。

原

『螢
川
』
『舟
の
家
』
の

「死
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
源
流
に
あ
る
か
ら
こ
そ

「死
」
か
ら

「生
」

へ
と
回
帰
し
て
い
く
宮
本
文
学
の

本
質

へ
と
結
晶
さ
れ
て
い
る
。
宮
本
が
自
身
の
宿
命
か
ら
解
き
放
た
れ
、
宮
本
文
学
の
本
質
が
結
晶
さ
れ
た
時
、
私
達
読
者
は
悲
境
に
陥

つ
て
も
そ
こ
か
ら
乗
り
越
え
よ
う
と

〈
光
〉
の
あ
る
方
向

へ
歩
み
出
す
人
間
の
力
強
さ
に
心
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。

江

(5)(4)(3)(2)(1)(9)(8)(101

宮
本
輝

「川
」
翁
サ
ン
ケ
イ
新
聞
」
、
昭
和
五
十
三
年

一
月
二
十
三
日
）

宮
本
輝

「後
記
」
亀
宮
本
輝
全
集
』
第

一
巻
）
（平
成
四
年
四
月
、
新
潮
社
）

宮
本
輝

「宮
本
輝
お
お
い
に
語
る
」
翁
新
潮
」
、
平
成
十

一
年
四
月
）

宮
本
輝

「「泥
の
河
」
の
周
辺
」
翁
聖
教
新
聞
」
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
四
日
）

改
稿
以
前
の

『舟
の
家
』
『螢
川
』
を
扱
っ
た
論
考
で
こ
の
二
作
品
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
論
者
は
お
ら
ず
、
全
て
失
敗
作
と
し
て
見
倣
し
て

い
る
。

宮
本
輝
は
池
上
義

一
氏
と
出
会
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
今
の
自
分
は
存
在
し
て
い
な
い
と
度
々
発
言
し
て
い
る
。
宮
本
に
と
っ
て
池
上
義

一
氏
の

存
在
が
大
き
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
宮
本
自
身
の
発
言
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
同
人
誌
仲
間
で
あ
る
長
崎
伸
仁
氏
と
保
志
学
氏
か
ら
窺

っ
た

話
の
中
か
ら
も
池
上
義

一
氏
の
存
在
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

改
稿
以
前
の

「〈
川
〉
三
部
作
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
二
瓶
浩
明

『宮
本
輝
　
宿
命
の
カ
タ
ル
シ
ス
』
（平
成
十
年
七
月
、
ェ
デ
ィ
ト
リ
ア
ル

デ
ザ
イ
ン
研
究
所
）
や
酒
井
英
行

『宮
本
輝
論
』
（平
成
十
年
九
月
、
翰
林
書
房
）
に
詳
し
い
。

注
０
に
同
じ

「戦
友
」
は
明
治
三
十
八
年
に
作
詞

・
真
下
飛
泉
、
作
曲

・
三
善
和
気
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
当
時
か
な
り
大
衆
に
支
持
さ
れ
た
歌
で
あ

っ
た
。

酒
井
英
行

『宮
本
輝
論
』
（平
成
十
年
九
月
、
翰
林
書
房
）

宮
本
文
学
の
源
流
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



宮
本
文
学
の
源
流

宮
本
輝

『道
行
く
人
た
ち
と
』
（昭
和
五
十
九
年
十

一
月
、
文
藝
春
秋
）

宮
本
輝

「雪
と
れ
ん
げ
畑
」
「
婦
人
生
活
」
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
）

宮
本
輝

『
二
十
歳
の
火
影
』
（昭
和
五
十
五
年
四
月
、
講
談
社
）

注
田
に
同
じ

清
水
健

一
「
『蛍
川
』
の
主
題
に
つ
い
て
」
「
国
語
教
室
」
、
平
成
六
年
二
月
）

宮
本
輝

「「道
頓
堀
川
」
の
映
画
化
」
亀
キ
ネ
マ
旬
報
』
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
）

五
八

長
崎
伸
仁

「強
い
人
」
「
わ
が
仲
間
」
第
十

一
号
、
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
、
わ
が
仲
間
刊
行
会
、
『沈
黙
、
つ
ぶ
や
き
…
そ
し
て
対
話
』
（平

成
十
七
年
二
月
、
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ａ
書
一房
）
に
所
収
）

注
岡
に
同
じ

注
１１１＞
に
同
じ

小
原
信

『生
命
の
つ
ら
な
り
―
宮
本
輝

『螢
川
Ｌ

（『
シ
ン
グ
ル

・
ル
ー
ム
の
生
き
方
』
、
平
成
四
年
三
月
、
新
潮
社
）

宮
本
輝

「宿
命
と
い
う
名
の
物
語
」
翁
聖
教
新
聞
」
、
昭
和
五
十
五
年

一
月

一
日
）

宮
本
輝

「受
賞
の
こ
と
ば
」
翁
文
藝
春
秋
」
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
）

宮
本
輝

『幻
の
光
』
「
新
潮
」
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
）

【付
記
】

拙
論
を
書
く
に
あ
た

っ
て
、
「わ
が
仲
間
」
の
同
人
誌
仲
間
で
あ

っ
た
長
崎
伸
仁
氏
と
保
志
学
氏
か
ら
当
時
の
貴
重
な
お
話
を
お
伺

い
す
る
機
会
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
長
崎
氏
か
ら
は
御
著
書
ま
で
頂
き
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

（な
か
の
　
と
し
み

◆
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）
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