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憑
依
し
た
獣け
も
の
び火

を
解
き
明
か
す
人

　
　

尾
崎
寿
一
郎
著
『
詩
人 

逸
見
猶
吉
』
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鈴
木
比
佐
雄

　

一
人
の
詩
人
の
詩
篇
が
他
者
の
人
生
を
決
め
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
。
尾
崎
寿
一
郎
さ
ん
の
評
論
集
『
詩
人

逸
見
猶
吉
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
行
間
か
ら
逸
見
猶
吉

と
い
う
詩
人
に
対
す
る
深
い
畏
敬
の
念
が
熾お
き
び火

の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
、
身
体
に
そ
の
熱
気
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
逸
見
猶
吉
の
詩
作
行
為
の
全
貌
は
、
尾
崎
さ
ん
と

い
う
研
究
者
に
よ
っ
て
初
め
て
多
く
の
人
に
そ
の
価
値

が
顕
在
化
さ
れ
た
。
私
は
尾
崎
さ
ん
の
逸
見
猶
吉
に
寄

せ
る
情
熱
と
読
解
の
深
さ
に
言
い
知
れ
ぬ
感
動
を
覚
え

る
。
半
世
紀
も
の
歳
月
を
か
け
て
取
材
を
し
、
多
く
の

資
料
を
集
め
、
逸
見
猶
吉
の
生
涯
の
背
景
や
足
跡
を
浮

き
彫
り
に
し
て
、
暗
喩
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
た

詩
篇
の
本
来
的
な
意
図
を
解
き
明
か
し
、
四
〇
〇
頁
に

も
な
る
内
容
で
、
徹
底
し
て
書
か
れ
た
逸
見
猶
吉
論
は
、

今
ま
で
誰
も
成
し
得
な
か
っ
た
。
逸
見
猶
吉
の
周
り
に

は
、「
歴
程
」
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
詩
人
た
ち
が
い
た

し
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
、
そ
の
後
の
逸
見
の
天
才
的

な
詩
語
に
魅
せ
ら
れ
た
詩
人
た
ち
の
誰
も
が
踏
み
込
め

な
か
っ
た
こ
と
を
、
尾
崎
さ
ん
は
膨
大
な
時
間
を
賭
け

独
力
で
成
し
遂
げ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
書
は
今
後

に
逸
見
猶
吉
を
論
ず
る
際
の
最
も
重
要
な
研
究
書
と
な

り
、
読
ま
れ
語
り
継
が
れ
て
い
く
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

本
書
は
第
一
部
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
の
世
界
」
と
第

二
部
「
火
襤
褸
篇
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
序

章
と
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
章
「
逸
見
猶
吉

と
根
室
」
の
初
め
に
、
尾
崎
さ
ん
が
逸
見
の
生
涯
を
要

約
し
て
い
る
の
で
引
用
し
て
み
る
。

「
逸へ
ん

見み

猶ゆ
う
き
ち吉
と
い
う
詩
人
が
い
た
。
無
頼
で
酒
飲
み

で
漢
お
と
こ
で
あ
っ
た
。
彼
の
前
に
出
る
と
私
な
ど
男
で
な

い
よ
う
な
、
と
身
近
な
詩
人
は
嘆
い
た
。
フ
ラ
ン
ス

語
を
こ
な
し
、
絵
描
き
に
な
り
た
く
、
人
が
好
き
で

生
活
は
下
手
だ
っ
た
。
若
く
し
て
高
級
バ
ー
を
営
み
、

頽
廃
し
、
原
郷
谷や

中な
か

村
の
田
中
正
造
の
鉱
毒
事
件
の

闘
い
を
知
っ
て
愚
行
を
苛
さ
い
な
み
、
北
海
道
を
さ
す
ら
っ

て
獣け
も
の
び火
を
得
た
。
日
本
の
女
々
し
い
抒
情
を
蹴
散
ら

す
、
ひ
と
振
り
の
閃
光
の
よ
う
な
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン

の
詩
は
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
昭
和
前
期

に
感
電
の
よ
う
な
衝
撃
を
走
ら
せ
、「
逸
見
猶
吉
現

象
」
と
呼
べ
る
波
動
を
起
こ
し
た
。
胸
中
に
し
た
妻

子
を
守
ろ
う
と
し
て
無
軌
道
を
や
め
た
。
残
し
た
詩

は
少
な
く
四
〇
篇
ほ
ど
。
惜
し
く
も
敗
戦
混
乱
の
満

州
に
牙
を
埋
め
た
。」

　

尾
崎
さ
ん
を
魅
了
し
た
「
獣け
も
の
び火
」
と
は
ど
ん
な
光
を

放
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
獣
火
」
が
昭
和
の

初
め
か
ら
敗
戦
後
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
激
動
の
時
代
に

向
き
合
い
格
闘
し
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
書
の
狙

い
だ
ろ
う
。
二
十
二
歳
の
逸
見
は
早
稲
田
大
学
時
代
の

一
九
二
八
年
に
故
郷
で
あ
り
廃
村
に
な
っ
た
谷
中
村

（
現
在
は
栃
木
県
藤
岡
町
）
に
立
ち
寄
っ
た
後
に
、
北

海
道
に
渡
り
あ
ち
こ
ち
訪
ね
後
半
の
一
ヶ
月
は
根
室

に
滞
在
す
る
足
掛
け
三
ヶ
月
の
旅
を
し
た
。
そ
の
旅

の
足
跡
を
訪
ね
る
た
め
に
尾
崎
さ
ん
も
北
海
道
に
行

き
関
係
者
に
会
い
そ
の
旅
行
に
触
れ
た
資
料
を
集
め

た
。
逸
見
の
代
表
作
と
は
、「
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
三
部

作
」
の
「
報
告
」、「
兇
牙
利
的
」、「
死
ト
現
象
」
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
三
部
作
に
は
こ
の
北
海
道
の
旅
で
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リ
ズ
ム
は
、
谷
中
村
を
廃
村
に
追
い
込
ん
だ
国
家
権
力

の
不
条
理
き
わ
ま
る
悪
に
対
し
、
逸
見
の
中
に
沸
き
上

が
っ
た
「
獣
的
反
抗
心
」
が
「
獣
火
」
と
し
て
突
っ
走

る
の
を
読
み
取
っ
て
い
く
の
だ
。

　

第
二
章
「
谷
中
村
と
鉱
毒
事
件
」
で
は
、
隠
さ
れ
て

い
た
大
野
一
族
の
鉱
毒
事
件
と
の
関
わ
り
を
辿
り
、
大

野
四
郎
が
な
ぜ
逸
見
猶
吉
の
筆
名
に
変
じ
て
い
っ
た
か

を
論
じ
て
い
る
。

　

第
三
章
「
内
面
の
ド
ラ
マ
」
で
は
、
鮎
川
信
夫
が

一
九
七
〇
年
刊
『
現
代
名
詩
集
大
成
』
で
詩
「
兇
牙
利

的
」
な
ど
の
詩
を
引
用
し
、「
自
ら
の
言
葉
の
調
子
に

酔
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
た
だ
で
さ
え
強
す
ぎ

る
と
思
わ
れ
る
詩
人
的
姿
勢
を
妙
に
浮
き
上
が
ら
せ
て

い
る
と
き
が
あ
る
」
と
の
評
言
に
対
し
て
、
鮎
川
が
暗

喩
を
自
ら
の
詩
論
の
核
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

逸
見
の
暗
喩
が
全
く
読
め
て
い
な
い
と
鮎
川
の
批
評
能

力
の
限
界
を
批
判
し
て
い
る
。
高
野
喜
久
雄
の
評
言
も

鮎
川
と
同
様
で
そ
の
印
象
批
評
の
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
。

　

第
四
章
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
」
で
は
、
Ⅰ
「
報
告
」、

Ⅱ
「
死
ト
現
象
」、
Ⅲ
「
厲
シ
イ
天
幕
」、
Ⅳ
「
ベ
エ
リ

ン
グ
」、
Ⅴ
「
火
ヲ
享
ケ
ル
」、
Ⅵ
「
冬
ノ
吃
水
」、
Ⅶ

「
曝
サ
レ
タ
歌
」
の
七
篇
の
代
表
的
な
詩
を
掲
出
し
な

が
ら
、
逸
見
の
リ
ズ
ム
に
隠
さ
れ
て
い
る
獣
的
な
「
オ

レ
」
の
生
み
出
す
暗
喩
や
換
喩
を
交
え
た
高
度
な
レ
ト

リ
ッ
ク
の
試
み
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
尾
崎
さ

ん
の
読
解
力
は
、
あ
た
か
も
逸
見
の
内
面
に
憑
依
し
た

よ
う
な
凄
み
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
逸

見
の
内
面
と
時
代
背
景
の
関
係
に
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
、

逸
見
の
詩
の
読
解
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
尾
崎
さ
ん

見
た
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
（
深
い
透
明
な
群
青
色
）」

が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
と
同
時
に
故
郷
の
谷
中
村

鉱
毒
事
件
を
告
発
し
続
け
た
『
田
中
正
造
之
生
涯
』

（
木
下
尚
江
編
著
）
を
読
み
、
田
中
正
造
や
村
民
側
で

は
な
く
、
国
や
鉱
山
経
営
者
の
側
に
い
た
祖
父
や
父
た

ち
親
族
に
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
の
意
味
で
北
海
道
に
渡

る
目
的
の
一
つ
は
、
谷
中
村
か
ら
追
わ
れ
た
村
民
が
開

拓
団
と
な
っ
て
入
植
し
た
場
所
を
肌
で
知
ろ
う
と
し
た

こ
と
だ
っ
た
と
、
尾
崎
さ
ん
は
浮
き
彫
り
に
し
て
い

く
。『
第
一
章
「
兇
牙
利
」
と
は
何
か
』
で
は
、「
兇
牙

利
」
と
い
う
逸
見
の
造
語
に
秘
め
ら
れ
た
恐
る
べ
き
言

葉
に
肉
薄
し
て
い
く
。
尾
崎
さ
ん
は
「
兇
牙
利
」
と
は

逸
見
の
分
身
で
あ
り
、
憑
依
現
象
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮

説
を
立
て
て
い
く
。
逸
見
の
本
名
は
大
野
四
郎
で
あ

り
、
祖
父
と
父
は
谷
中
村
の
村
長
を
務
め
た
人
物
で
あ

り
、
最
後
の
村
長
は
父
で
あ
っ
た
。
藤
岡
町
に
合
併
さ

れ
た
翌
年
の
一
九
〇
七
年
に
逸
見
猶
吉
は
古
河
町
の
旅

館
で
生
ま
れ
、
東
京
に
移
住
し
た
の
で
、
谷
中
村
の
記

憶
は
な
か
っ
た
。
中
学
生
ご
ろ
か
ら
原
郷
の
谷
中
村
が

気
に
な
り
出
し
、
権
力
に
加
担
し
た
一
族
の
自
己
の
宿

命
を
直
視
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
日
露
戦
争
に
突
き
進

ん
で
い
く
国
家
権
力
に
よ
り
、
谷
中
村
の
家
々
は
破
壊

さ
れ
廃
村
と
な
る
。
村
の
復
活
を
賭
け
て
廃
屋
で
最
後

ま
で
闘
っ
た
残
留
村
民
と
田
中
正
造
の
生
き
方
に
逸
見

は
純
粋
に
心
打
た
れ
た
。
そ
し
て
北
海
道
を
さ
す
ら
い

身
を
苛
む
中
で
「
獣
的
反
抗
心
」
が
憑
依
し
て
い
っ
た

の
だ
と
、
尾
崎
さ
ん
は
読
み
取
る
の
だ
。
詩
「
兇
牙
利

的
」
の
二
行
目
に
出
て
く
る
「
苦
シ
ク
眠
ル
人
」
と
は
、

田
中
正
造
や
闘
っ
た
村
民
で
あ
る
と
尾
崎
さ
ん
は
逸
見

の
詩
の
原
点
を
読
み
取
っ
て
い
く
。
詩
行
の
猛
々
し
い
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満
州
に
渡
り
、
日
蘇
通
信
社
の
ソ
連
情
報
集
め
に
従
事

し
て
い
く
。
ま
た
「
満
州
浪
漫
」
と
い
う
雑
誌
の
同
人

に
な
り
、
詩
「
汗
ハ
ン
オ
ー
ラ山
」「
海ハ
イ
ラ
ル

拉
爾
」「
哈ハ
ル
ピ
ン

爾
浜
」
を
寄
稿

す
る
。
後
者
二
篇
は
ロ
シ
ア
が
清
国
と
の
密
約
で
造
っ

た
東
支
鉄
道
の
駅
名
で
あ
り
街
で
あ
る
。
満
州
に
行
か

な
け
れ
ば
書
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
詩
篇
の
中
で
も
、

逸
見
は
大
陸
侵
略
の
軍
国
主
義
を
批
判
し
続
け
た
。
だ

が
大
政
翼
賛
会
の
国
家
圧
力
の
強
ま
る
中
で
、
戦
争
協

力
詩
で
あ
る
「
歴
史
」
を
新
京
中
央
放
送
局
の
依
頼
に

よ
っ
て
書
く
こ
と
に
な
る
。
友
人
に
は
、
行
く
の
を
や

め
よ
う
と
冷
酒
を
飲
ん
だ
が
、
考
え
直
し
て
放
送
局
に

行
っ
た
と
い
い
、「
や
む
を
え
な
い
の
だ
」
と
語
っ
た

そ
う
だ
。

　

敗
戦
の
翌
年
の
一
九
四
六
年
に
妻
と
小
児
麻
痺
の
子

を
含
め
た
四
人
の
子
を
残
し
、
逸
見
は
結
核
と
栄
養
失

調
で
息
絶
え
た
と
い
う
。
死
の
床
に
は
木
山
捷
平
や
長

谷
川
濬
ら
多
く
の
友
人
た
ち
が
集
ま
り
、「
ウ
ル
ト
ラ

マ
リ
ン
」
や
「
ハ
イ
ラ
ル
」
が
朗
読
さ
れ
て
朝
ま
で
逸

見
を
偲
ん
だ
。
そ
し
て
翌
々
日
に
愛
用
の
徳
利
と
ラ
ン

ボ
ー
の
原
書
と
一
緒
に
亡
骸
は
石
油
と
薪
で
燃
や
さ
れ

た
。
尾
崎
さ
ん
は
逸
見
の
生
涯
を
詩
篇
の
解
読
と
友
人

た
ち
の
証
言
か
ら
描
き
切
っ
た
。
私
は
尾
崎
さ
ん
の
精

神
に
逸
見
の
魂
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
な
凄
み
の
余

韻
を
感
じ
な
が
ら
本
書
を
閉
じ
た
。
難
解
で
破
壊
的
と

さ
れ
た
逸
見
猶
吉
の
本
格
的
な
研
究
は
、
こ
の
書
か
ら

始
ま
る
に
違
い
な
い
。
逸
見
猶
吉
の
詩
に
お
い
て
「
苦

シ
ク
眠
ル
人
」
に
田
中
正
造
や
闘
う
村
民
を
、
ま
た

「
獣
火
」
に
逸
見
が
命
を
賭
け
た
創
造
行
為
の
激
し
さ

を
発
見
す
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
逸
見
猶
吉
を
愛
す
る
読

者
と
未
知
の
読
者
に
本
書
を
届
け
た
い
。

は
身
を
持
っ
て
示
し
て
い
る
。
戦
前
の
「
詩
と
詩
論
」

な
ど
の
詩
人
た
ち
を
踏
み
台
に
し
て
、
戦
後
詩
を
別
次

元
の
も
の
と
し
よ
う
と
し
た
鮎
川
信
夫
は
、
冷
静
に
先

輩
世
代
の
詩
人
た
ち
を
評
価
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。
そ
の
意
味
で
も
尾
崎
さ
ん
の
逸
見
猶
吉
の
詩
篇
へ

の
冷
静
で
徹
底
的
な
読
解
力
は
、
戦
後
詩
が
見
落
と
し

て
い
た
逸
見
の
詩
篇
が
投
じ
ら
れ
た
「
詩
と
詩
論
」

「
歴
程
」「
満
州
浪
漫
」
な
ど
で
の
詩
活
動
の
正
当
な

歴
史
的
評
価
を
促
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
五
章
「
牙
の
あ
る
肖
像
」
で
も
、
十
一
篇
の
詩

「
煉
瓦
台
に
て
」、「
大
外
套
」、「
牙
の
あ
る
肖
像
」、

「
悪
霊
」、「
蠅
の
家
族
」、「
神
の
犬
」、「
燼
」、「
ナ

マ
」、「
終
駅
」、「
途
上
」、「
銀
座
に
て
」
な
ど
で
、
そ

の
詩
が
書
か
れ
た
時
代
背
景
を
踏
ま
え
て
読
み
解
く
こ

と
を
試
み
て
い
る
。

　

第
二
部
「
火
襤
褸
篇
」
は
第
一
章
「
満
州
に
渡
る
ま

で
」、
第
二
章
「
満
州
文
学
と
日
支
事
変
」、
第
三
章

「
戦
争
協
賛
詩
と
大
東
亜
戦
争
」
に
分
か
れ
、
章
扉
に

は
逸
見
の
眉
が
太
く
髭
面
で
何
か
絶
望
や
悲
劇
に
立
ち

す
く
ん
で
い
る
顔
写
真
が
あ
る
。
こ
の
写
真
は
尾
崎
さ

ん
に
よ
る
と
敗
戦
後
の
満
州
で
「
日
僑
俘
」（
日
本
人

の
居
留
民
と
し
て
の
捕
虜
の
意
味
）
と
し
て
身
分
証
明

書
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
尾
崎
さ
ん
は

逸
見
が
詩
「
大
外
套
」「
ナ
マ
」「
群
」
な
ど
で
満
州
侵

略
に
強
烈
な
批
判
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

誰
に
も
理
解
さ
れ
ず
満
州
に
渡
る
経
緯
を
辿
っ
て
い

く
。
日
蘇
通
信
社
に
勤
め
、『
月
間
ロ
シ
ア
』
に
携
わ

り
、
満
州
に
出
張
取
材
も
始
ま
る
。
軍
の
情
報
機
関
で

あ
っ
た
。
妻
子
を
養
う
た
め
そ
ん
な
仕
事
に
関
わ
ら
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
妻
子
を
連
れ
て
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