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私
小
説
『
死
の
棘と

げ

』
の
著
者
島

尾
敏
雄
が
佐
倉
に
住
ん
で
い
た
。

江
原
台
在
住
の
作
家
高
比
良
直
美

は
佐
倉
に
限
定
し
、
取
材
し
た
。

見
え
て
き
た
も
の
を
『
椿
咲
く
丘

の
町
』
で
執
筆
し
た
。 

『
死
の
棘
』
は
、
夫
に
浮
気
さ

れ
た
精
神
に
異
常
を
来
し
た
妻
を

描
い
て
い
る
。
島
尾
敏
雄
・
ミ
ホ

夫
婦
は
、
美
男
美
女
で
あ
る
。
敏

雄
は
長
身
で
女
性
に
は
好
か
れ
た

だ
ろ
う
。
こ
れ
が
夫
婦
の
悲
劇
の

原
因
に
な
っ
て
い
る
。
敏
雄
に
は

複
数
の
愛
人
が
い
て
、
そ
の
１
人

が
佐
倉
の
借
家
へ
押
し
掛
け
て
き

た
。
ミ
ホ
と
愛
人
は
口
論
に
な
り

大
騒
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
家

は
１
ヵ
月
程
で
引
っ
越
し
た
。 

島
尾
一
家
の
佐
倉
の
借
家
は
、

味
噌
屋
の
横
道
を
入
っ
た
竹
林
の

中
に
あ
る
平
屋
の
一
軒
家
だ
っ
た
。

庭
に
、
白
椿
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

島
尾
は
『
死
の
棘
』
の
中
で
佐

倉
を
「
竹
と
椿
の
多
い
町
」
と
表

現
し
た
。
椿
は
温
暖
で
湿
気
の
多

い
気
候
が
適
し
て
い
る
。
真
っ
赤

な
色
が
、
椿
ら
し
い
だ
ろ
う
か
。

武
家
屋
敷
通
り
裏
に
、
珍
し
い
黒

椿
が
１
本
あ
る
。
葉
は
小
さ
く
、

花
び
ら
は
暗
い
赤
色
で
あ
る
。
桜

の
よ
う
に
一
斉
に
咲
く
華
や
か
さ

は
な
い
が
、
冬
で
も
青
青
と
葉
を

茂
ら
す
椿
は
好
き
で
あ
る
。
ぽ
ろ

り
と
落
下
す
る
椿
は
、
城
下
町
佐

倉
の
象
徴
と
し
て
は
、
好
ま
れ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。 

高
比
良
さ
ん
の
取
材
し
た
後
を
、

自
分
の
視
点
で
巡
っ
て
み
た
。 

島
尾
一
家
が
居
た
、
横
道
を
入

っ
た
坂
の
途
中
で
見
上
げ
る
と
、

斜
面
に
白
椿
が
咲
い
て
い
た
。
杉

に
絡
み
つ
く
よ
う
に
、
籔
の
端
で

咲
い
て
い
た
。
普
通
の
白
椿
だ
が

『
死
の
棘
』
の
場
面
に
あ
っ
た
か

と
印
象
深
か
っ
た
。
こ
の
坂
の
名

前
は
分
か
ら
な
い
が
勝
手
に
〈
島

尾
の
坂
〉
と
覚
え
よ
う
。 

坂
を
下
り
た
と
こ
ろ
で
、

70

代
位
の
２
人
の
女
性
と
出
会
い
、

話
し
掛
け
て
み
た
。
昔
、
近
所
の

人
た
ち
で
竹
林
を
切
り
開
い
て
造

っ
た
坂
道
で
、
人
一
人
が
通
れ
る

程
の
幅
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
坂
の

前
も
竹
林
が
広
が
っ
て
い
て
、
竹

林
と
道
の
境
目
の
溝
に
は
サ
ワ
ガ

ニ
が
い
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
っ

て
サ
ワ
ガ
ニ
が
い
た
溝
は
、
厚
い

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塀
に
な
っ
て

「
不
動
作
緑
地
」
の
看
板
が
あ
る
。 

佐
倉
の
坂
道
に
は
竹
林
が
多
い

気
が
す
る
。
竹
林
の
中
を
坂
道
が

通
っ
て
い
る
と
、
遠
近
法
で
短
い

坂
道
も
遠
く
ま
で
続
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
、
風
情
あ
る
風
景
に
な

っ
て
い
る
。
梅
雨
に
向
か
い
、
ま

す
ま
す
笹
の
葉
の
緑
が
、
色
濃
く

生
い
茂
り
、
風
が
吹
く
と
波
の
様

な
動
き
が
あ
っ
て
き
れ
い
だ
。
佐

倉
の
坂
道
は
下
る
の
で
は
な
く
、

上
が
っ
た
ほ
う
が
断
然
よ
い
。 

万
葉
集
に
「
つ
ら
つ
ら
椿
つ
ら

つ
ら
み
て
…
」
と
歌
が
あ
る
。
雨

降
り
の
静
か
な
町
を
、
つ
ら
つ
ら

歩
い
て
み
た
く
な
っ
た
。 
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数
日
前
に
古
希
を
迎
え
た
。
現

在
の
日
本
で
は
古
希
を
迎
え
ら
れ

る
こ
と
は
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は

な
い
。
こ
の
年
ま
で
入
院
も
せ
ず

元
気
に
過
ご
せ
た
の
は
、
本
当
に

幸
福
な
こ
と
だ
と
思
う
。
２
人
の

娘
た
ち
が
、
古
希
の
祝
い
を
計
画

し
て
く
れ
て
い
る
ら
し
い
。
子
供

の
成
長
と
共
に
心
配
や
気
遣
い
を

し
て
も
ら
う
立
場
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
は
、
少
々
複
雑
な
気

持
ち
と
感
慨
が
あ
る
。 

図
書
館
か
ら
予
約
し
て
い
た
本

の
用
意
が
出
来
た
と
の
連
絡
を
受

け
た
。
数
カ
月
も
経
っ
て
い
た
の

で
予
約
し
た
こ
と
も
忘
れ
か
け
て

い
た
。
篠
田
桃
紅
の
『
一
〇
三
歳

に
な
っ
て
わ
か
っ
た
こ
と
』
と
い

う
本
で
あ
る
。
予
約
が
あ
る
た
め

に
返
却
期
限
の
厳
守
を
求
め
ら
れ

た
。
内
容
が
読
み
易
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
１
日
足
ら
ず
で
読
み
終

え
た
。
「
頼
ら
ず
に
、
自
分
の
目

で
見
る
」
の
章
は
自
分
を
顧
み
る

よ
い
機
会
に
な
っ
た
。
特
に
次
の

言
葉
が
心
に
残
っ
て
い
る
。
あ
る

美
術
評
論
家
の
「
絵
に
は
作
品
名

が
な
い
ほ
う
が
い
い
。
作
品
名
が

あ
る
と
、
見
る
側
が
そ
れ
に
左
右

さ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
の
目
で
判

断
し
て
い
る
の
で
、
僕
は
展
覧
会

へ
行
っ
て
も
、
作
品
名
は
見
な
い
」 

私
た
ち
は
選
択
基
準
を
評
判
や

評
論
家
の
書
評
に
頼
り
が
ち
だ
。

人
の
意
見
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
自
分
の
目
で
見
た
り
、
感
じ

た
り
す
る
こ
と
は
日
々
の
生
活
で

も
重
要
な
こ
と
だ
。
自
己
の
判
断

の
中
に
こ
そ
、
出
会
い
の
感
動
や

学
び
の
喜
び
が
あ
る
は
ず
だ
。 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
生
活
も
間
も
な

く
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
は
自
由
な
時
間
が
さ
ら
に
増

え
る
だ
ろ
う
。
市
民
農
園
と
図
書

館
通
い
に
精
を
出
そ
う
。
作
物
づ

く
り
は
正
に
自
分
の
判
断
力
そ
の

も
の
だ
。
ま
た
、
本
と
の
出
会
い

も
大
切
に
し
た
い
。
最
初
の
出
会

い
は
絵
本
や
童
話
だ
っ
た
。
そ
れ

ら
を
も
う
一
度
手
に
し
て
み
よ
う
。 

 

(

王
子
台 

長
谷
川
祐
作)

 

 

趣
味
が
高
じ
て
… 

 

無
事
「
古
希
」
を
迎
え
る
事
が

出
来
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
時
間
は

そ
れ
程
な
い
は
ず
。
何
か
生
き
た

証
を
残
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

無
理
せ
ず
、
楽
し
く
成
果
を
得
ら

れ
る
も
の
と
考
え
た
時
、
好
き
な

歴
史
と
古
地
図
に
行
き
つ
き
ま
し

た
。
約

15
年
前
に
試
み
た
「
臼

井
宿
回
顧
録
」
の
全
箇
所
踏
破
が

火
付
け
と
な
り
、
志
津
公
民
館
で

の
「
し
づ
学
入
門
」
「
同
研
究
科
」

を
約

13
年
間
学
ぶ
と
共
に
八
千

代
郷
土
歴
史
研
究
会
会
員
に
な
り
、

八
千
代
市
内
の
全
道
標
踏
破
と
新

発
見
に
明
け
暮
れ
る
一
方
、
散
策

の
会
を
主
宰
し
千
葉
県
内
の
田
舎

を
歩
き
ま
わ
り
、
途
中
の
神
社
仏

閣
、
石
仏
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

昨
年
夏
に
自
由
人
と
な
り
、
市

民
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
、
こ
れ
ま

で
の
志
津
地
区
か
ら
佐
倉
市
の
郷

土
史
、
特
に
石
仏
を
学
び
た
い
と

考
え
ま
し
た
。
昨
年
は
庚
申
塔
と

道
標
に
絞
り
市
内
を
歩
き
続
け
８

月
に
は
す
べ
て
を
調
査
表
に
落
と

し
込
み
ま
し
た
（
刻
字
写
・
採

寸
・
撮
影
）
。
現
在
製
本
化
作
業

中
で
す
。
既
存
石
仏
調
査
書
に
誤

字
・
誤
記
・
脱
落
が
多
く
満
足
出

来
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
製
本
後

は
市
内
図
書
館
・
公
民
館
に
置
い

て
い
た
だ
き
石
仏
愛
好
家
の
基
礎

資
料
に
し
て
頂
こ
う
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

今
年
度
は
カ
レ
ッ
ジ
２
年
生
と

し
て
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
提
案
せ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
「
路
地

裏
か
ら
見
た
佐
倉
再
発
見
」
（
仮

称
）
を
題
目
に
仲
間
を
募
り
、
路

地
裏
か
ら
新
た
な
佐
倉
発
見
を
試

み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ど
の

よ
う
な
発
見
が
あ
り
成
果
を
得
ら

れ
る
の
か
楽
し
み
で
す
。 

更
に
、
庚
申
塔
、
道
標
調
査
に

続
き
、
再
来
年
度
は
馬
頭
観
音
を

調
査
し
製
本
化
を
考
え
て
い
ま
す
。

趣
味
が
高
じ
三
つ
の
課
題
調
査
と

好
き
な
散
策
の
為
新
し
い
コ
ー
ス

作
り
を
し
、
散
策
仲
間
に
素
晴
ら

し
い
郷
土
と
石
仏
を
ご
紹
介
続
け

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
内

に
新
し
い
生
き
が
い
を
見
つ
け
ま

す
。 

（
上
座 

天
野 

和
邦
） 

趣
味
が
高
じ
て
… 

古
希
を
迎
え
て 
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皆
さ
ん
が
御
存
じ
の
ハ
ワ
イ
諸 

島
の
中
で
最
も
大
き
な
火
山
の
島 

ハ
ワ
イ
島
。
こ
の
島
に
あ
る
ハ
ワ 

イ
諸
島
の
最
高
峰
マ
ウ
ナ
・
ケ
ア 

の
山
頂
近
く
に
は
、
世
界
で
最
も 

天
体
観
測
に
適
し
た
場
所
の
一
つ

と
い
う
事
で
、

13
基
の
天
文
台

が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
は
日
本
で

も
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
今
こ
の
場
所
に
日
本
、

米
国
、
カ
ナ
ダ
、
印
度
、
中
国
が

新
た
に

14
基
目
の
天
文
台
と
称

し
て

30
㍍
望
遠
鏡
を
設
置
す
る

Ｔ
Ｍ
Ｔ
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
計
画
が
ネ
イ
テ

ィ
ブ
ハ
ワ
イ
ア
ン(

ハ
ワ
イ
先
住

民)

を
中
心
と
し
た
人
達
が
建
設

に
反
対
し
て
裁
判
が
行
わ
れ
て
い

る
事
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

も
と
も
と
こ
の
山
は
、
日
本
人

が
八
百
万

や

お

よ

ろ

ず

の
神
を
信
仰
し
自
然
も

大
切
に
す
る
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ
先

住
民
に
と
っ
て
は
神
聖
な
山
で
あ

り
、
本
来
は
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
場

所
で
あ
る
が
、
世
界
の
科
学
の
発 

   

展
に
寄
与
す
る
た
め
に
と
の
事
で
、

地
元
と
の
話
し
合
い
で
、
自
然
破

壊
を
最
小
限
に
す
る
事
で

13
基

に
限
定
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ

る
。 

 

そ
ん
な
話
を
現
地
で
耳
に
し
て

実
際
に
こ
の
山
に
登
っ
た
時
、
何

と
も
い
え
な
い
、
心
が
洗
わ
れ
る

気
持
ち
に
な
り
、
は
た
し
て
科
学

の
発
展
の
為
と
の
事
で
地
元
と
の

約
束
を
反
故
に
し
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。 

 

か
け
が
え
の
な
い
こ
の
島
の
自

然
と
先
住
民
の
思
い
を
大
切
に
し

て
い
き
た
い
。
そ
ん
な
気
持
ち
に

な
る
の
は
、
お
そ
ら
く
私
一
人
で

は
な
い
と
思
う
。 

 

そ
し
て
今
、
自
分
が
生
き
て
い

る
現
実
の
社
会
の
中
で
、
自
然
を

守
る
事
の
大
切
さ
を
改
め
て
思
い
、

少
し
で
も
環
境
保
護
活
動
の
お
手

伝
い
が
出
来
れ
ば
と
思
う
今
日
こ

の
頃
で
あ
る
。 

 

（
中
志
津 

波
塚 

武
） 

   

松
飾
り
が
と
れ
た
日
に
旧
友
の

Ｍ
子
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
ま
し

た
。
小
学
校
の
時
の
担
任
で
あ
っ

た
Ｔ
先
生
の
訃
報
で
し
た
。 

97
歳
と
高
齢
で
し
た
が
、
自

宅
で
静
か
な
最
期
を
迎
え
ら
れ
た

と
お
通
夜
の
席
で
う
か
が
い
ま
し

た
。 Ｂ

29
の
空
襲
で
焼
野
原
と
な

っ
た
千
葉
市
で
２
年
生
か
ら
卒
業

ま
で
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
卒
業

後
も
年
賀
状
や
暑
中
御
見
舞
で
の

交
流
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
。

10
年
程
前
に
先
生
に
お
会
い
し

た
い
と
い
う

10
人
が
集
い
ミ
ニ

ク
ラ
ス
会
を
開
き
ま
し
た
。
先
生

は
三
脚
ま
で
持
参
く
だ
さ
り
、
猪い

の

鼻
山

は
な
や
ま

の
母
校
跡
地
の
記
念
碑
の
前

で
写
真
を
撮
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
夏
休
み
に
鋸
山
や
清
澄
山
に

連
れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と

な
ど
、
小
学
校
時
代
の
思
い
出
話

に
花
が
咲
き
ま
し
た
。
ザ
ラ
紙
に

黒
塗
り
の
部
分
が
あ
る
教
科
書
が
、

色
刷
り
の
き
れ
い
な
教
科
書
に
変

っ
た
時
代
で
す
。 

軍
国
主
義
教
育
か
ら
１
８
０
度

転
換
し
た
戦
後
の
民
主
主
義
教
育

に
、
先
生
方
は
大
変
な
苦
労
が
あ

っ
た
こ
と
を
後
年
知
り
ま
し
た
。 

世
の
中
、
み
ん
な
が
貧
し
か
っ

た
時
代
で
し
た
が
、
私
た
ち
は
仲 

良
く
勉
学
に
励
み
ま
し
た
、
納
得

の
ゆ
く
ま
で
調
べ
て
自
分
の
考
え

を
持
つ
こ
と
、
他
人
の
意
見
に
も

耳
を
傾
け
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。 

 

近
頃
、
子
ど
も
た
ち
の
置
か
れ

て
い
る
環
境
を
思
う
と
胸
が
痛
み

ま
す
。
幼
い
我
が
子
を
傷
め
死
に

至
ら
せ
る
な
ど
、
許
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
未
来
を
託
す
べ
き
子

ど
も
た
ち
は
宝
で
す
。
社
会
全
体

で
健
全
な
子
育
て
に
取
組
ま
ね
ば

と
考
え
ま
す
。 

 

私
の
小
学
校
で
の
経
験
は
、
深

く
心
に
刻
ま
れ
て
、
い
つ
も
心
の

支
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ

ま
す
。
（
追
記
、
２
月
２
日
付
、

正
六
位
に
叙
せ
ら
れ
ま
し
た
。
） 

  
 

（
鏑
木
町 

川
口 

弘
子
） 

マ
ウ
ナ
・
ケ
ア
と 

天
文
台 

 

Ｔ
先
生 

安
ら
か
に 



－４－ 

佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
平
成
27

年
度
卒
業
式
が
2
月
13
日
に
行

わ
れ
、
私
達
21
期
生
は
沢
山
の
思

い
出
を
胸
に
卒
業
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
5
月
14
日
に
は
平

成
28
年
度
の
入
学
式
が
あ
り
、
25

期
生
の
皆
様
が
入
学
さ
れ
ま
し

た
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
佐
倉
市
の
市

政
・
環
境
・
福
祉
・
歴
史
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
項
目
に
つ
い
て
学
び

ま
す
。
加
え
て
、
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

私
は
カ
レ
ッ
ジ
23
期
生
。
３
年

に
は
ク
ラ
ス
編
成
が
あ
る
の
で
、

今
後
の
親
睦
の
た
め
旅
行
が
計
画

さ
れ
ま
し
た
。 

 

参
加
者
22
名
、
ク
ラ
ス
の
半
数

が
サ
ロ
ン
バ
ス
で
伊
香
保
温
泉
一

泊
の
旅
、
平
均
年
齢
60
歳
半
ば
の

男
女
、
い
え
ジ
ジ
・
バ
バ
の
旅
で

す
。
全
員
が
揃
う
と
早
々
に
宴
会

モ
ー
ド
に
、
前
途
は
い
か
に
。 

 

桜
の
開
花
に
ド
ン
ピ
シ
ャ
、
車

窓
も
ピ
ン
ク
の
大
波
が
次
々
と
、

ま
る
で
我
ら
を
待
っ
て
い
た
か
の

よ
う
。
誰
か
言
わ
く
「
電
話
し
て

お
き
ま
し
た
」
お
蔭
様
で
赤
城
南

面
千
本
桜
を
、
ゾ
ロ
ゾ
ロ
22
名
が

上
機
嫌
。
ハ
ッ
ピ
ー
な
気
持
に
。

遠
い
昔
こ
ん
な
事
が
、
い
え
そ
れ

以
上
に
皆
の
顔
に
、
仲
間
作
り
の

充
実
感
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

経
験
か
ら
立
案
、
下
見
、
添
乗

員
ま
で
や
っ
て
い
た
だ
い
た
方
の

一
言
、「
こ
ん
な
に
緊
張
し
て
、
し

ん
ど
か
っ
た
の
は
初
め
て
で
す
」

そ
の
一
言
で
我
ら
の
旅
の
ご
想
像

を
…
。 

 
 
 

（
吉
住 

清
子
） 

ス
テ
ィ
バ
ル
や
文
化
祭
と
い
う
、

仲
間
づ
く
り
に
最
適
の
楽
し
い
行

事
も
あ
り
ま
す
。 

『
な
か
ま
』
は
カ
レ
ッ
ジ
発
足

と
共
に
ス
タ
ー
ト
し
、
途
中
一
度

も
休
む
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
記
録
を
伸
ば
し

て
い
く
た
め
に
は
市
民
の
皆
様
や

カ
レ
ッ
ジ
生
の
皆
様
か
ら
の
ご
投

稿
が
頼
り
で
す
。 

日
常
の
生
活
や
カ
レ
ッ
ジ
生
活

で
感
じ
た
事
、
体
験
し
た
事
、
ま

た
ご
意
見
等
を
気
軽
に
お
寄
せ
下

さ
い
。 

 
 
 

（
猪
俣 

民
子
） 

６月の黒板 

 

『なかま』の２ページと３ページは佐倉市民の皆さんから投稿いた 
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