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八
〇
巻
第
二
号
）

　
藤
木
久
志
先
生
は
敗
血
症
の
た
め
二
〇
一
九
年
九
月
二
八
日
に
逝

去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
八
五
歳
で
し
た
。
先
生
の
ご
逝
去
は
ま
こ
と

に
残
念
で
す
。
あ
の
大
胆
、
明
快
で
小
気
味
よ
い
、
目
か
ら
鱗
が
落

ち
る
様
な
お
話
が
聞
け
な
い
か
と
思
う
と
本
当
に
寂
し
い
。

　
先
生
は
一
九
三
三
年
新
潟
県
古
志
郡
村
松
村
で
お
生
ま
れ
に
な
り

ま
し
た
。
五
二
年
に
新
潟
大
学
人
文
学
部
に
入
学
さ
れ
、
日
本
史
と

と
も
に
ド
イ
ツ
史
の
ゼ
ミ
に
も
所
属
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
日
本
中
世

史
の
井
上
鋭
夫
氏
に
連
れ
ら
れ
、
文
書
調
査
で
各
地
を
歩
か
れ
た
と

聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
進
ま

れ
、
豊
田
武
氏
に
師
事
さ
れ
ま
し
た
。
水
戸
市
史
の
編
纂
作
業
で
は

伊
東
多
三
郎
氏
か
ら
も
多
く
を
学
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
六
六
年
に
群

馬
工
業
高
等
専
門
学
校
専
任
講
師
、
の
ち
に
聖
心
女
子
大
学
文
学
部

歴
史
社
会
学
科
専
任
講
師
を
経
て
、
七
二
年
四
月
に
立
教
大
学
文
学

部
史
学
科
に
着
任
さ
れ
、
九
九
年
に
退
職
さ
れ
る
ま
で
立
教
で
は

二
七
年
間
教
鞭
を
と
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
同
年
よ
り
帝
京
大
学
教

授
と
し
て
五
年
間
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。

　
先
生
は
戦
国
時
代
の
研
究
を
す
す
め
ら
れ
、
大
名
の
権
力
構
造
や

戦
国
社
会
論
を
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
ド
イ
ツ
法
制
史
や
民
俗

学
な
ど
を
集
中
的
に
学
ば
れ
、『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』（
東
京

大
学
出
版
会
　
八
五
年
、
こ
の
本
で
八
六
年
に
東
北
大
学
よ
り
博
士

号
が
授
与
さ
る
）
を
著
す
に
至
っ
て
、
戦
国
期
か
ら
近
世
へ
の
統
一

政
権
成
立
に
関
す
る
学
説
の
一
大
転
換
を
図
っ
た
の
で
す
。

　
そ
れ
は
、
従
来
の
秀
吉
の
軍
事
的
優
位
に
よ
る
実
力
的
統
一
説
を

改
め
、
秀
吉
は
、
大
名
や
村
の
国
郡
境
目
相
論
を
秀
吉
政
権
へ
提
訴

さ
せ
、
秀
吉
裁
定
に
よ
っ
て
解
決
し
、「
惣
無
事
」
を
実
現
す
る
と

い
う
手
立
て
を
執
っ
た
、
と
す
る
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
指

令
を
「
平
和
令
」
と
性
格
付
け
、
統
一
過
程
を
法
理
的
に
一
貫
性
の

あ
る
も
の
に
描
き
あ
げ
た
の
で
す
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
説
の
成
立
に
は
、
前
提
に
歴
史
観
の
転
換

が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
従
来
の
中
世
史
像
で
は
、
領
主
制
を
基
軸
に

し
て
百
姓
・
民
衆
や
村
は
そ
の
「
支
配
の
対
象
」
と
捉
え
ら
れ
、
い

わ
ば
彼
ら
は
受
動
的
な
存
在
で
し
た
。
彼
ら
は
研
究
テ
ー
マ
と
し
て

採
り
上
げ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
領
主
へ
の
抵
抗
者
と
し
て
の
動
向
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
先
生
は
、
百
姓
・
民
衆
を
「
支
配
の
対
象
」
と

追
　
悼

藤
木
久
志
先
生  

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ゆ
っ
く
り
と
お
や
す
み
く
だ
さ
い
。蔵

持
　
重
裕
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追
悼

す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
転
換
し
、
百
姓
・
民
衆
こ
そ
が
歴
史
の
主
人
公

で
あ
る
こ
と
を
史
資
料
を
掘
り
起
こ
し
て
示
し
た
の
で
す
。

　
主
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
自
力
で
生
命
を
維
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
自
力
で
村
や
地
域
の
紛
争
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
言
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
百
姓
・
民
衆
や
村

の
姿
は
決
し
て
素
朴
で
美
し
く
、
牧
歌
的
な
も
の
で
は
な
く
、
厳
し

く
残
酷
で
、
暴
力
的
な
姿
を
持
ち
、
時
に
は
加
害
者
で
も
あ
り
ま
し

た
。
戦
争
で
さ
え
彼
ら
の
格
好
の
稼
ぎ
場
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
先

生
は
こ
れ
ら
の
百
姓
・
民
衆
、
村
の
姿
、
そ
の
在
地
の
ル
ー
ル
を
容

赦
な
く
描
き
出
し
ま
し
た
。
秀
吉
の
「
平
和
」
と
は
、
人
々
に
と
っ

て
負
担
の
重
い
「
自
力
の
世
界
」
を
、秀
吉
政
権
の
法
治
の
下
に
「
惣

無
事
」
＝
「
平
和
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
先
生
は
後
進
の
育
成
に
も
熱
意
を
注
が
れ
、
厳
し
く
指
導
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
史
料
の
読
み
は
一
字
一
句
、そ
の
意
を
く
み
取
り
、

解
析
し
、
粗
読
に
よ
る
史
料
の
「
無
駄
使
い
」
を
戒
め
ま
し
た
。
一

方
で
荘
園
や
村
の
現
地
を
訪
ね
歩
く
こ
と
に
も
熱
心
で
し
た
。
そ
の

際
は
、
地
租
改
正
期
の
六
〇
〇
分
の
一
の
土
地
公
図
を
手
に
入
れ
て

歩
い
た
も
の
で
し
た
。
学
生
時
代
の
史
料
探
訪
の
経
験
が
活
か
さ
れ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
教
室
よ
り
も
生
き
生
き
と
さ
れ
て
い
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
事
に
な
り
ま
す
が
、
私
に
と
っ
て
先
生
と
の
出
会
い
は
決
定
的

で
し
た
。
一
度
は
社
会
に
出
た
も
の
の
、
学
部
時
代
の
不
勉
強
故

に
、
勉
学
の
思
い
を
捨
て
き
れ
ず
に
い
た
私
に
、
大
学
院
へ
の
進
学

を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
先
生
で
し
た
。
こ
の
出
会
は
、
先
生
が

私
に
と
っ
て
の
母
校
で
あ
る
立
教
大
学
に
た
ま
た
ま
着
任
さ
れ
た
か

ら
と
い
う
偶
然
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
卒
業
論
文
の
準
備
の
た
め

土
一
揆
関
係
論
文
リ
ス
ト
の
論
文
を
全
て
読
ん
で
も
な
お
釈
然
と
し

な
か
っ
た
時
、
私
は
、
手
に
取
っ
た
リ
ス
ト
外
の
論
文
「
室
町
・
戦

国
期
の
在
地
法
の
一
形
態
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
六
九
年
）
を

読
ん
で
“
こ
れ
だ
”
と
確
信
し
ま
し
た
。
そ
の
著
者
が
藤
木
久
志
で

あ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
私
が
先
生
を
選
ん
だ
の
で
し
た
。
最
初
の

対
面
の
時
、
先
生
は
「
人
間
、
一
人
で
勉
強
で
き
る
ほ
ど
強
く
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
」
と
云
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
私
は
、
若
い
時
に
若
狭
の
荘
園
を
舞
台
に
、「
古
老
法
」
と
呼
ぶ

べ
き
在
地
法
の
検
出
を
し
た
論
文
を
書
き
ま
し
た
が
、
そ
の
発
想
の

下
地
に
は
先
生
の
こ
の
在
地
法
の
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の

論
文
発
表
後
、先
生
か
ら
度
々
「
一
緒
に
村
の
研
究
を
し
ま
せ
ん
か
」

と
の
お
誘
い
を
受
け
ま
し
た
が
、
他
の
大
学
院
に
移
っ
て
い
て
そ
れ

に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　
先
生
の
死
は
哀
し
い
。
し
か
し
、
生
を
全
う
さ
れ
た
も
の
と
思
い

ま
す
。
先
生
は
研
究
に
命
を
燃
や
し
、
燃
え
尽
き
、
そ
し
て
死
を
自

然
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
た
。（

本
学
名
誉
教
授
）
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