
回
覧
雑
誌
『
密
室
』
と
無
意
識
の
領
域

木
股　

知
史

１　

回
覧
雑
誌
『
密
室
』
に
つ
い
て

　

一
九
一
〇
年
代
の
近
代
日
本
で
は
、
絵
画
、
版
画
な
ど
の
視
覚
芸
術
と

文
学
と
が
共
鳴
し
た
試
み
が
さ
ま
ざ
ま
に
実
践
さ
れ
た
。
詩
歌
と
創
作
版

画
の
雑
誌
『
月
映
』
は
、
一
九
一
四
年
九
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
恩
地

孝
四
郎
、
藤
森
静
雄
、
田
中
恭
吉
の
三
人
に
よ
っ
て
、『
白
樺
』
の
版
元
で

あ
っ
た
洛
陽
堂
か
ら
七
輯
ま
で
刊
行
さ
れ
た
。『
月
映
』
は
、
近
代
日
本
に

お
け
る
一
九
一
〇
年
代
の
自
刻
の
創
作
版
画
の
動
向
を
う
か
が
う
こ
と
の

で
き
る
、
美
術
史
上
の
重
要
な
達
成
で
あ
る
が
、
そ
の
前
史
と
し
て
、『
ホ

ク
ト
』
と
『
密
室
』
と
い
う
二
つ
の
回
覧
雑
誌
が
存
在
し
て
い
た
。『
ホ
ク

ト
』
は
二
冊
（
一
九
一
一
年
一
〇
月
、一
一
月
）
が
発
行
さ
れ
た
。
同
人
は
、

田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
、
大
槻
憲
二
、

田
中
二
郎
で
あ
り
、
一
九
一
〇
年
に

白
馬
会
原
町
洋
画
研
究
所
で
互
い
を

知
っ
た
仲
間
で
あ
っ
た
。
同
人
に
は

美
術
を
志
す
と
い
う
共
通
点
が
あ
り
、

彼
ら
は
同
時
代
の
文
学
に
も
深
い
関

心
を
抱
い
て
い
た
。
田
中
恭
吉
は
、

東
京
美
術
学
校
日
本
画
科
、
大
槻
と
藤
森
は
西
洋
画
科
に
属
し
て
い
た
。

二
号
に
加
わ
っ
た
久
本
信
男
は
彫
刻
家
塑
像
部
に
属
し
て
お
り
、
竹
久
夢

二
の
も
と
に
出
入
り
し
て
い
た
。『
ホ
ク
ト
』
は
、
原
稿
用
紙
を
二
つ
折
り

に
し
た
詩
歌
、
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
の
言
語
作
品
と
、
台
紙
に
貼
ら
れ

た
デ
ッ
サ
ン
、
水
彩
画
な
ど
の
絵
画
作
品
が
厚
紙
の
表
紙
を
付
け
て
綴
じ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
体
裁
は
、『
密
室
』
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。『
密
室
』
一

号
は
、
一
九
一
三
年
五
月
に
発
行
さ
れ
た
。
一
九
一
四
年
三
月
に
出
た
第

九
号
で
終
刊
と
な
る
（
１
）。『
密
室
』
は
、『
ホ
ク
ト
』
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
り
、
同
人
た
ち
に
の
み
回
覧
さ
れ
、
感
想
が
巻
末
の
余
白
に
、
書
き

加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
同
人
は
号
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
ふ
え
、

河
井
清
一
、
久
本
信
男
、
土
岡
泉
、
池
上
澪
標
、
恩
地
孝
四
郎
、
池
内
三
郎
、

三
並
花
弟
、
清
宮
青
鳥
が
加
わ
っ
た
。『
密
室
』
六
号
に
は
、
亡
く
な
っ
た

香
山
小
鳥
の
自
刻
の
版
画
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
香
山
小
鳥
は
、
彫
師
伊

上
凡
骨
に
木
版
を
学
び
、
創
作
木
版
画
の
可
能
性
を
田
中
恭
吉
、
恩
地
孝

四
郎
、
藤
森
静
雄
に
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
た
。
白
馬
会
原
町
洋
画
研
究

所
で
の
田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
、
大
槻
憲
二
ら
の
交
友
を
核
に
し
て
、
文

学
と
美
術
に
関
心
が
あ
っ
た
東
京
美
術
学
校
の
学
生
た
ち
の
交
流
が
広
が

り
、
藤
森
静
雄
、
田
中
恭
吉
が
牽
引
役
を
果
た
し
な
が
ら
誌
面
を
つ
く
っ

て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
詩
歌
、
エ
ッ
セ
イ
、
小
品
、
翻
訳
、
ペ
ン
画
、

木
版
画
、
写
真
な
ど
が
綴
じ
ら
れ
、
多
彩
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
文
学

と
美
術
の
交
流
を
意
図
し
た
試
み
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。『
密
室
』
七
号

の
後
記
で
あ
る
「
余
録
」
に
、
田
中
恭
吉
は
、「
此
度
は
絵
と
文
と
を
個
人

個
人
で
ま
と
め
た
、
か
く
し
て
そ
こ
に
一
貫
し
た
律
調
を
み
た
い
と
思
っ

た
の
だ
」
と
記
し
て
い
る
が
、画
文
を
共
鳴
さ
せ
る
試
み
に
自
覚
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
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三
木
哲
夫
は
、『
密
室
』
の
同
人
た
ち
の
「
色
分
け
」
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
る
（
２
）。

『
密
室
』
に
参
加
し
た
同
人
は
、故
人
で
あ
っ
た
香
山
を
除
き
十
二
名
。

色
分
け
を
す
れ
ば
、
明
治
四
十
四
年
に
創
刊
し
た
『
ホ
ク
ト
』
同
人

の
田
中
、
藤
森
、
大
槻
、
田
中
二
郎
、
久
本
の
五
名
に
、
白
馬
会
原

町
洋
画
研
究
所
時
代
か
ら
の
仲
間
の
土
岡
、
池
内
、
三
並
の
三
名
と

河
井
、
池
上
、
恩
地
、
清
宮
の
四
名
が
結
び
付
い
た
も
の
で
、
基
本

的
に
は
明
治
四
十
三
年
に
白
馬
会
原
町
洋
画
研
究
所
で
学
ん
だ
仲
間

た
ち
の
同
窓
会
的
結
合
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
回
覧
雑
誌
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

　

確
か
に
、「
密
室
」
は
、「
同
窓
会
的
結
合
」
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
え
る
が
、

文
学
と
美
術
の
交
流
の
試
み
の
稀
少
な
実
践
例
で
あ
り
、
創
作
版
画
へ
の

関
心
の
萌
芽
も
見
出
せ
る
点
で
、
表
現
史
上
、
見
逃
せ
な
い
意
義
を
持
っ

て
い
る
。
コ
マ
絵
集
と
し
て
詩
歌
と
絵
画
の
共
鳴
を
出
版
物
の
か
た
ち
に

示
し
て
み
せ
た
竹
久
夢
二
の
試
み
や
、『
白
樺
』
の
自
己
肯
定
の
思
想
の
影

響
下
に
、
創
作
版
画
の
雑
誌
『
月
映
』
の
試
み
を
準
備
し
た
『
密
室
』
の

視
覚
表
現
の
中
に
は
、
象
徴
的
な
も
の
や
実
験
的
な
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。

小
稿
で
は
、『
密
室
』
に
お
け
る
斬
新
な
視
覚
表
現
が
ど
の
よ
う
な
思
考
過

程
を
経
て
実
現
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

２　

武
者
小
路
実
篤
の
影
響

　
『
密
室
』
に
掲
載
さ
れ
た
同
人
た
ち
の
文
章
を
思
想
面
か
ら
な
が
め
た

と
き
に
顕
著
な
の
は
自
己
本
位
の
芸
術
観
で
あ
る
。
芸
術
が
自
己
の
表
現

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
自
己
の
存
在
を
社
会
性
よ
り
も
重
視
し
て
い
る
。

い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

自
我
さ
へ
あ
れ
ば
何
を
し
て
も
い
ゝ
。
何
を
し
て
も
意
義
が
あ
る
。

何
を
し
て
も
危
く
な
い
。
何
を
し
て
も
自
分
を
生
長
さ
せ
る
事
に
な

る
。

　

こ
の
頃
や
う
や
く
自
我
の
権
威
と
云
ふ
事
を
心
の
奥
底
か
ら
認
め

る
や
う
に
な
ッ
た
。
心
の
上
皮
で
は
認
め
て
か
ら
心
の
奥
底
で
認
め

る
や
う
に
な
ッ
た
ま
で
に
は
随
分
長
い
道
を
歩
い
て
ゐ
る
。

（
大
槻
憲
二
「
感
想
」　
『
密
室
』
六
号
）

自
分
は
社
会
と
云
ふ
も
の
ゝ
一
分
子
と
見
ら
れ
た
く
な
い
。

常
に
単
独
で
あ
り
た
い
。

（
藤
森
静
雄
「
此
頃
の
感
想
の
一
部
」　
『
密
室
』
七
号
）

常
に
己
に
生
き
よ
。
総
の
モ
ノ
を
愛
せ
、
己
を
愛
す
る
如
く
に
。

　

私
は
真
に
生
き
た
い
。
愛
の
生
む
豊
富
な
感
情
の
中
に
憧
憬
れ
て

行
く
こ
そ
私
の
全
き
生
活
で
あ
る
。
官
能
・
精
神
な
ん
で
も
い
ゝ
、

私
の
信
ず
る
所
は
皆
善
で
あ
る
、
唯
一
ツ
呪
ふ
べ
き
は
妄
動
で
あ
る
。

空
想
は
私
に
と
っ
て
単
な
る
架
空
事
で
は
な
い
、
そ
れ
は
私
の
生
命

の
生
む
愛
の
世
界
、
私
の
実
在
で
あ
る
。

（
三
並
花
弟
「
こ
の
頃
の
感
想
」　
『
密
室
』
七
号
）

　

こ
う
し
た
個
人
主
義
、
自
己
本
位
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
源
は
、「
感
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想
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
含
め
て
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
期
に
『
白
樺
』

に
掲
載
さ
れ
た
武
者
小
路
実
篤
の
「
六
号
雑
感
」
の
感
想
記
事
や
評
論
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
回
覧
雑
誌
と
い
う
ス
タ
イ
ル
も
『
白
樺
』
の
原
型

か
ら
の
暗
示
が
は
た
ら
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、『
密
室
』
を
、『
白
樺
』

の
影
響
を
受
け
た
数
多
い
衛
星
的
な
雑
誌
の
一
つ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
。

　

武
者
小
路
実
篤
が
自
ら
の
個
人
主
義
思
想
を
典
型
的
に
表
現
し
て
い
る

事
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
。

自
分
は
自
己
の
た
め
の
芸
術
を
何
処
ま
で
も
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

自
己
の
興
味
、
趣
味
、
精
神
の
要
求
に
背
か
ぬ
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
る
。
か
く
い
ふ
の
は
勿
論
こ
の
態
度
さ
へ
あ
れ
ば
い
い
と
い
ふ
の

で
は
な
い
、
こ
の
態
度
が
最
初
の
必
要
条
件
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

（「
自
己
の
た
め
の
芸
術
」、『
白
樺
』
一
九
一
一
年
一
一
月
）

自
分
は
自
分
を
侮
辱
す
る
も
の
、
殊
に
自
我
を
圧
へ
つ
け
よ
う
と
す

る
も
の
に
対
し
て
制
し
難
き
悪
意
を
持
つ
。　

（「
自
我
を
圧
へ
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
」、『
白
樺
』
一
九
一
一
年
一
一
月
）

　

こ
う
し
た
強
い
自
己
肯
定
の
思
想
は
、『
密
室
』
同
人
の
よ
う
な
若
い
世

代
に
は
、
社
会
的
な
規
範
を
越
え
た
表
現
活
動
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
し

て
受
け
取
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、大
槻
憲
二
の「
湖
底
」（『
密

室
』
六
号
）
は
、
老
人
と
青
年
の
対
話
小
品
で
あ
る
が
、
湖
底
の
不
思
議

な
光
を
見
届
け
る
た
め
湖
底
に
飛
び
込
み
、
命
を
落
と
す
青
年
を
描
い
て

い
る
。
ま
た
、
大
槻
は
、「
扉
」（『
密
室
』
七
号
）
で
も
、
謎
の
扉
を
開
け

て
向
こ
う
側
の
世
界
に
歩
み
去
る
青
年
を
描
い
て
い
る
。
困
難
を
承
知
で

新
た
な
世
界
に
進
も
う
と
す
る
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
青
年
像
は
、
社
会
的

な
規
範
の
拘
束
を
乗
り
越
え
て
自
己
の
存
在
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
武
者

小
路
実
篤
の
思
想
を
具
体
化
し
た
も
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
密
室
』
の
同
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
自
己
を
重
視
す
る
思
想
は
、
田

中
恭
吉
や
恩
地
孝
四
郎
が
斬
新
な
視
覚
表
現
に
向
か
う
た
め
の
動
機
形
成
を

支
援
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
視
覚
的
表
現
の
領
域
に

お
い
て
抽
象
性
を
め
ざ
し
、
写
実
的
発
想
か
ら
離
脱
す
る
た
め
に
は
、
も
う

一
つ
、
無
意
識
の
評
価
と
い
う
こ
と
が
不
可
避
の
課
題
と
し
て
あ
っ
た
。

３　

未
知
の
自
己
へ

　

武
者
小
路
実
篤
の
自
己
肯
定
の
思
想
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
無
意
識
の

領
域
に
関
心
を
示
し
、
無
意
識
を
表
現
の
根
拠
と
す
る
発
想
が
明
確
に
う

か
が
え
る
の
が
、第
六
号
に
掲
載
さ
れ
た
恩
地
孝
四
郎
の「
自
己
に
つ
い
て
」

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
こ
の
恩
地
の
エ
ッ
セ
イ
は
、『
密
室
』
の
思
想

的
背
景
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
恩
地
が
『
密
室
』
に

寄
稿
す
る
の
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
最
初
で
あ
っ
た
が
、
自
己
の
未
知
の

部
分
、
す
な
わ
ち
、「
隠
れ
て
、
未
だ
私
の
意
識
に
上
ら
な
い
自
分
。
又
は

経
験
と
な
ら
な
い
自
分
或
は
、
自
然
の
な
か
に
あ
り
て
未
だ
自
ら
の
得
な

い
も
の
」
を
重
視
す
る
発
想
は
、『
密
室
』
後
期
に
お
け
る
田
中
恭
吉
や
藤

森
静
雄
の
視
覚
表
現
の
飛
躍
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（
３
）。

恩
地
は
、ま
ず
、同
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
る
「
自
分
を
確
と
掴
む
こ
と
、

そ
れ
が
わ
れ
ら
の
最
も
緊
要
な
こ
と
だ
と
い
ふ
こ
と
に
い
ま
も
異
心
は
な

い
」と
い
う
認
識
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、恩
地
は
、「
自
己
が
私
に
と
つ
て
、
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遂
に
未
知
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
こ
と
だ
つ
た
。
す
べ
て
の
こ
と
は
自
己

よ
り
し
て
認
め
ら
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
未
知
な
る
存
在
と
し
て
「
自
己
」

を
と
ら
え
て
い
る
。自
己
の
中
の
自
己
を
超
え
た
領
域
に
つ
い
て
、恩
地
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

げ
に
げ
に
私
た
ち
の
知
る
こ
と
は
小
さ
い
。

そ
う
し
て
私
は
知
ら
な
い
自
分
を
思
は
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

隠
れ
て
、
未
だ
私
の
意
識
に
上
ら
な
い
自
分
。
又
は
経
験
と
な
ら
な

い
自
分
或
は
、
自
然
の
な
か
に
あ
り
て
未
だ
自
ら
の
得
な
い
も
の
。

そ
う
感
じ
、
考
へ
た
こ
と
に
よ
つ
て
私
は
ど
ん
な
に
大
き
な
平
安
を

得
た
こ
と
だ
ろ
ふ
。

　

恩
地
孝
四
郎
は
ま
た
、「
未
だ
意
識
に
上
ら
な
い
「
私
」
と
い
ふ
も
の

を
、
そ
の
現
出
に
つ
い
て
遁
す
な
く
捉
へ
る
こ
と
が
勉
強
っ
て
こ
と
と
な

る
。
い
ま
、
私
は
、
こ
ゝ
に
、「
自
然
」
な
る
語
を
「
私
」
と
い
ふ
語
を
以

て
代
へ
る
こ
と
の
正
当
な
の
を
思
ふ
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
恩
地
は
、「
未

だ
意
識
に
上
ら
な
い
「
私
」」
す
な
わ
ち
未
知
の
自
己
を
「
自
然
」
と
い
う

語
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。「
自
然
」
は
自
己
と
そ
の
未

知
の
可
能
性
を
包
摂
す
る
上
位
概
念
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は

こ
う
し
た
発
想
は
、
恩
地
を
は
じ
め
と
し
て
『
密
室
』
の
同
人
た
ち
に
影

響
を
与
え
た
武
者
小
路
実
篤
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
。
先
に
ふ
れ
た

よ
う
に
、
自
己
を
価
値
の
源
泉
と
す
る
武
者
小
路
の
思
想
は
『
密
室
』
の

同
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
武
者
小
路
の
「
自
己
」
概
念
は
、
産
業

資
本
主
義
の
も
と
に
成
立
す
る
欲
望
を
そ
な
え
た
主
体
と
し
て
の
個
人
に

重
な
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
要
素
を
も
っ
て
い
た
。
武
者
小

路
は
、「
要
す
る
に
自
分
は
い
ろ
〳
〵
の
も
の
を
か
く
が
、
つ
ま
り
自
己
の

内
に
自
我
と
他
人
と
、
人
類
と
、
自
然
と
を
さ
が
し
出
し
て
そ
れ
を
紙
の

上
に
ぶ
ち
あ
け
る
こ
と
よ
り
外
の
能
力
は
な
い
」（「
六
号
雑
感
の
か
は
り
」

一
九
一
一
年
六
月
『
白
樺
』）、「
自
己
の
内
に
人
類
が
ゐ
る
の
だ
。
だ
か
ら

徹
底
し
た
利
己
主
義
者
は
人
類
の
不
幸
を
我
が
こ
と
の
や
う
に
考
へ
る
の

だ
」（「
自
己
と
人
類
」一
九
一
三
年
七
月
、『
白
樺
』）と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「
自
己
」
の
な
か
に
そ
れ
を
超
え
る
「
人
類
」
や
「
自
然
」
の
意
志
の
は
た

ら
き
を
感
じ
と
っ
て
い
る
（
４
）。「
或
も
の
」（
一
九
一
一
年
四
月
「
六
号
雑

感
〔
３
〕」）
と
い
う
文
章
で
、
武
者
小
路
は
、
自
己
本
位
の
態
度
を
重
視

し
つ
つ
も
、
自
己
が
受
動
的
に
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
認
め
て
い
る
。
自
己
の
感
覚
や
思
考
は
、「
あ
る
も
の
ゝ
意
志
」
を
暗

示
す
る
こ
と
だ
と
、
武
者
小
路
は
と
ら
え
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

実
に
又
自
分
そ
の
も
の
も
、
あ
る
も
の
に
よ
つ
て
生
じ
た
の
で
あ

つ
て
、
自
分
の
力
で
生
じ
た
の
で
は
な
い
と
信
じ
て
ゐ
る
、
或
も
の

は
何
で
あ
る
か
知
ら
な
い
。
し
か
し
吾
人
は
こ
の
或
も
の
ゝ
意
志
を

尊
敬
し
そ
の
意
志
を
な
る
べ
く
知
る
や
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
ふ
、
さ
う
し
て
そ
れ
を
つ
と
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
吾
人
は

自
己
の
運
命
を
幸
福
に
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
安
心
立
命
も
得
ら

れ
る
の
だ
と
思
ふ
。

　

こ
う
し
た
自
己
存
在
の
受
動
性
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
欲
望
の
主
体
と

し
て
の
自
己
の
矛
盾
を
越
え
る
た
め
に
着
想
さ
れ
て
い
る
。「
運
命
」
と
い

う
語
は
、
武
者
小
路
が
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
智
恵
と
運
命
』
を
参
照

し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
（
５
）。
欲
望
の
利
己
的
側
面
を
激
し
く
批
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判
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
に
傾
倒
し
つ
つ
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
を
認
め
れ
ば
自
己

本
位
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
武
者
小
路
は

陥
っ
て
い
た
（
６
）。
そ
う
し
た
隘
路
か
ら
脱
出
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

が
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
う
。「「
自
己
の
為
」
及
び

其
他
に
つ
い
て
」（
一
九
一
二
年
四
月
、『
白
樺
』）
で
、
武
者
小
路
は
、「
ト

ル
ス
ト
イ
の
教
に
よ
つ
て
、「
自
分
の
力
」
と
云
ふ
も
の
を
顧
慮
す
る
の
を

さ
へ
卑
劣
な
こ
と
ゝ
思
ふ
や
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
記
し
、
そ
の
「
苦
し

さ
」か
ら
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
の
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
で
あ
り
、「「
自
己
」

と
云
ふ
も
の
ゝ
深
さ
の
わ
か
ら
な
い
代
物
だ
云
ふ
こ
と
」
を
教
え
ら
れ
た

と
述
べ
て
い
る
（
７
）。
武
者
小
路
が
直
面
し
た
矛
盾
は
、
欲
望
を
持
っ
た
自

己
を
肯
定
す
る
こ
と
が
、
そ
の
欲
望
を
生
み
出
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
自
体

を
肯
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ス
ト

イ
は
、
欲
望
を
持
っ
た
自
己
を
宗
教
的
に
否
定
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
違

和
感
を
抱
く
武
者
小
路
は
、
自
己
が
存
在
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
受
動

性
を
評
価
し
、
そ
の
受
動
性
の
根
源
を
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
自
然
＝
無

意
識
に
置
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
一
〇
年
代
、
明
治
末
大
正
初
期
の
日
本
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
無
意

識
の
心
理
学
は
、
ま
だ
十
全
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
心
理
学
者
に

先
行
し
て
、
人
間
存
在
の
重
要
な
根
拠
と
し
て
無
意
識
と
い
う
概
念
を
提

示
し
て
い
た
の
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
智
恵
と
運
命
』
で
あ
っ
た
。
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
は
、
智
恵
の
源
泉
が
「
無
意
識
」
に
存
在
し
て
い
る
と
述
べ

て
い
る
。『
智
恵
と
運
命
』
か
ら
、
創
造
的
な
無
意
識
に
言
及
し
て
い
る
部

分
を
引
い
て
み
る
（
８
）。

意
識
が
増
大
す
る
に
依
つ
て
生
ず
る
主
要
な
利
益
は
、
更
に
層
一
層

と
高
い
無
意
識
を
漸
次
見
出
す
こ
と
で
、
そ
の
無
意
識
の
絶
頂
に
最

も
純
潔
な
智
恵
の
源
泉
が
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
譲
り

受
け
て
居
る
無
意
識
の
量
は
萬
人
同
一
で
あ
る
。
然
し
そ
の
無
意
識

は
半
ば
尋
常
な
意
識
の
境
界
以
内
に
在
り
、
半
ば
は
境
界
以
外
に
在

る
。
大
多
数
の
人
は
滅
多
に
こ
の
境
界
を
越
え
な
い
。
処
が
真
に
智

恵
を
愛
す
る
人
は
、
こ
の
境
界
へ
推
寄
せ
て
、
此
の
国
境
を
横
ぎ
る

新
道
を
終
に
開
く
。
余
若
し
愛
し
て
、
余
の
愛
が
人
間
の
達
し
得
る

最
も
完
全
な
意
識
を
余
に
与
へ
た
な
ら
ば
、
此
の
愛
は
尋
常
一
般
の

愛
を
暗
く
蔽
ふ
無
意
識
と
は
全
く
別
な
無
意
識
に
照
ら
さ
れ
る
。
尋

常
の
愛
を
暗
く
す
る
無
意
識
は
、
禽
獣
を
外
へ
出
さ
じ
と
垣
で
取
囲

む
の
に
反
し
て
、
前
述
の
愛
を
照
ら
す
無
意
識
は
神
に
近
寄
る
か
ら

で
あ
る
。

　

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
無
意
識
」
の
理
解
は
、
心
理
学
的
な
も
の
で
は

な
い
が
、
創
造
的
な
「
無
意
識
」
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
の
関
心
が
武
者
小
路
実
篤
に
啓
示
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
智
恵
と
運
命
』
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
広
く
受
容

さ
れ
、
物
質
世
界
に
限
定
さ
れ
な
い
「
無
意
識
」
へ
の
注
目
を
促
す
契
機

と
な
っ
た
。
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
を
参
照
し
た
武
者
小
路
実
篤
の
「
自
己
」

概
念
に
は
、
無
意
識
の
領
域
が
包
含
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
未
知
の

領
域
を
繰
り
入
れ
た
、
恩
地
孝
四
郎
の
「
自
己
」
概
念
に
も
受
容
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
が
、
田
中
恭
吉
に
刺
激
を
与
え
、
未
知
の
仮
象
の
領
域
を
表

現
す
る
方
向
へ
と
導
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
が
小
稿
で
主
張
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。

　

草
創
期
の
『
白
樺
』
研
究
で
あ
る
『『
白
樺
』
派
の
文
学
』
の
な
か
で
、
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本
多
秋
五
は
、「
無
意
識
」
へ
の
関
心
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
本
多
が

注
目
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
武
者
小
路
実
篤
の
「
自
己
と
自
己
の
慾
求

が
ぴ
つ
た
り
あ
い
、
自
己
全
体
で
動
か
な
け
れ
ば
ゐ
ら
れ
な
い
人
許
り
が

真
の
人
間
に
な
れ
る
の
だ
。
彼
ら
の
一
生
は
、
真
に
空
虚
な
処
が
微
塵
も

な
く
有
機
体
的
に
発
達
し
て
ゐ
る
。
無
意
識
と
意
識
が
ぴ
つ
た
り
あ
つ
て

ゐ
る
」（「
六
号
雑
感
〔
４
〕」
一
九
一
三
年
九
月
、『
白
樺
』）
と
い
う
よ
う

な
一
節
で
あ
る
。
本
多
は
、武
者
小
路
実
篤
ら『
白
樺
』派
の
文
学
者
の「
無

意
識
」
へ
の
関
心
は
、
結
局
、
東
洋
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
９
）。

　

武
者
小
路
や
志
賀
を
は
じ
め
、『
白
樺
』
派
作
家
の
無
意
識
の
尊
重

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ロ
イ
ト
以
後
の
分
析
心
理
学
の
そ
れ
で
は

な
い
。
彼
等
の
作
物
に
精
神
分
析
の
興
味
あ
る
資
料
が
少
な
く
な
い

の
は
事
実
だ
が
、
彼
等
の
潜
在
的
自
我
の
尊
重
は
、
観
念
の
劫
掠
に

悩
ん
だ
近
代
人
が
、
素
樸
な
人
間
性
を
回
復
す
る
た
め
の
窮
余
の
一

策
と
し
て
、
よ
り
尖
鋭
な
観
念
を
編
み
出
し
た
と
い
う
種
類
の
も
の

で
は
な
い
。
彼
等
の
愛
読
し
た
マ
ー
テ
ル
ラ
ン
ク
の
『
智
恵
と
運
命
』

な
ど
の
示
唆
が
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
東

洋
風
の
聖
胎
長
養
と
い
っ
た
思
想
に
よ
り
近
い
も
の
、
そ
れ
だ
け
に

本
能
的
で
、
原
始
復
帰
的
な
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
聖
胎
長
養
」
と
は
、
仏
教
の
修
行
者
が
仏
の
威
儀
を
保
つ
た
め
に
、
悟

り
の
後
も
さ
ら
に
修
行
に
つ
と
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、本
多
は
、『
白

樺
』
派
の
無
意
識
へ
の
関
心
は
、
西
欧
的
な
も
の
で
は
な
く
、
東
洋
的
な

内
観
に
近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
伝
統

か
ら
の
働
き
か
け
が
強
い
と
し
て
も
、『
白
樺
』
派
の
無
意
識
へ
の
関
心
は
、

『
密
室
』
の
恩
地
孝
四
郎
や
田
中
恭
吉
の
よ
う
な
若
い
世
代
に
は
、
表
現
上

の
新
し
い
可
能
性
を
示
す
も
の
と
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
、
先
に
ふ
れ
た
恩
地
孝
四
郎
の
「
自
己
に
つ
い
て
」
は
、
自
己
に
と
っ

て
未
知
の
自
己
の
部
分
、
す
な
わ
ち
無
意
識
の
領
域
を
表
現
の
根
拠
、
お

よ
び
対
象
と
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
接
近
す
る
思
考
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
東
洋
的
内
省
か
ら
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
り
、『
密
室
』
の
前
衛

的
な
画
像
表
現
の
思
想
的
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

４　

画
像
表
現
の
前
衛
性

　

回
覧
雑
誌
『
密
室
』
に
は
、
ペ
ン
画
、
木
版
画
、
写
真
な
ど
多
様
な
画
像

作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
竹
久
夢
二
の
コ
マ
絵
ふ
う
の
ス
ケ
ッ
チ
画
や
、

彩
色
画
、
ペ
ン
画
と
と
も
に
、
象
徴
性
を
帯
び
た
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
。

田
中
恭
吉
、
藤
森
静
雄
、
恩
地
孝
四
郎
の
作
品
に
つ
い
て
、
既
成
の
枠
組

か
ら
の
離
脱
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

田
中
恭
吉
は
、
文
学
（
詩
歌
、
小
品
文
）
と
画
像
作
品
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、小
品
文
「
夜
の
緋
罌
粟
」（『
密

室
』
一
号
）
と
ペ
ン
画
《
二
人
の
家
》（『
密
室
』
一
号
）、
詩
「
曇
り
日
の

負
傷
」（『
密
室
』
五
号
）
と
彩
色
ペ
ン
画
《
曇
り
日
の
負
傷
》（『
密
室
』

一
号
）
で
は
、
言
語
と
画
像
が
照
応
す
る
よ
う
に
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
表

現
し
て
い
る
。
小
品
文
「
夜
の
緋
罌
粟
」
は
、
室
内
で
、
室
外
の
植
物
の

受
粉
を
性
的
な
お
そ
れ
と
し
て
感
受
す
る
少
年
の
心
理
を
描
い
て
い
る
が
、

ペ
ン
画
《
二
人
の
家
》
は
、
そ
れ
に
照
応
す
る
よ
う
に
、
夜
の
丘
の
上
の

館
と
罌
粟
ら
し
い
植
物
の
群
落
を
描
い
て
い
る
。
詩「
曇
り
日
の
負
傷
」は
、
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眼
を
負
傷
し
た
子
供
が
母
に
抱
え
ら
れ
て
病
院
へ
運
ば
れ
る
さ
ま
を
描
く
。

『
眼
だ
。
眼
だ
。』
不
意
に

火
の
つ
く
や
う
な
悲ひ
め
い鳴
。

煤
び
た
屋や

の
下
か
ら

『
眼
だ
。
眼
だ
。』
子
供
を

横
抱
き
に
し
た
女
が

村そ
ん
ど
う道
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
。

ぽ
と
り
。
ぽ
と
り
。
血
が
滴た

る
。
小ち
っ

ち
ゃ
な
頭
。

『
眼
だ
。
眼
だ
。』
続つ
づ

い
て

黒
い
男
が
飛
び
出
し

よ
こ
す
ぢ
か
ひ
に
さ
か
さ
に

ま
っ
す
ぐ
に
駆
け
て
ゆ
く
。

　
　
　
（「
曇
り
日
の
負
傷
」）
部
分
）

　

詩
は
、
平
穏
な
日
常
の
な
か
で
、
突
然
お
き
た
悲
劇
を
と
ら
え
て
い
る

が
、
彩
色
ペ
ン
画
《
曇
り
日
の
負
傷
》
の
ほ
う
は
、
両
脇
の
樹
木
の
緑
に

は
さ
ま
れ
た
道
を
子
供
を
抱
い
た
女
と
両
手
を
か
か
げ
た
男
が
、
白
亜
の

病
院
に
向
か
っ
て
走
る
様
子
を
、
事
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
童
画
風
の
タ
ッ
チ

で
描
い
て
い
る
。
明
る
い
色
彩
と
、
点
綴
さ
れ
る
血
痕
の
ま
が
ま
が
し
さ

の
醸
す
不
調
和
が
ね
ら
い
だ
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
、
画

像
作
品
に
は
実
験
的
な
要
素
は
稀
薄

で
あ
る
。
た
だ
、
絵
と
詩
の
組
合
せ

に
よ
っ
て
、
画
像
に
物
語
的
な
暗
示

を
含
ま
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
田
中
恭
吉
は
、
物
語
的
な
暗
示
を
含

む
絵
画
作
品
を
多
く
制
作
し
て
い
る
。
ペ
ン
画
《
あ
る
日
の
恐
れ
》（『
密

室
』
八
号
）
は
、
樹
木
の
近
く
に
い
る
黒
い
衣
を
身
に
ま
と
っ
た
三
人
の

人
物
を
描
い
て
い
る
。
人
物
の
ま
な
ざ
し
や
植
物
の
描
線
は
、
不
安
を
暗

示
し
て
い
る
。
あ
る
物
語
の
一
場
面
を
描
い
た
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
田

中
恭
吉
は
、
自
身
の
内
面
に
お
け
る
文
学
と
絵
画
の
関
係
に
つ
い
て
、『
密

室
』
六
号
の
後
記
で
あ
る
「
余
録
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

少
な
く
と
も
文
学
と
絵
画
と
か
く
並
べ
た
場
合
、
文
学
の
方
が
＝
今

の
私
と
し
て
＝
私
の
欲
求
（
憧
憬
と
か
不
満
と
か
）
を
表
現
す
る
上

に
お
い
て
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
ふ
。
そ
こ
で
私
は
い
ま
文
学
の
み

に
ひ
た
っ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
い
い
。
わ
た
し
は
こ
の
号
に
の
せ
た
諸

作
品
に
は
か
な
り
自
信
を
も
つ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
は
他
か
ら

み
て
何
と
い
は
う
と
も―

概
念
だ―

説
明
だ―

気
分
だ―

と
言
は
う

と
も
わ
た
し
に
は
「
わ
た
し
」
の
出
て
ゐ
る
と
い
ふ
自
信
が
あ
る
。

私
は
絵
画
に
つ
い
て
は
か
な
り
困
し
ん
で
ゐ
る
。
い
ま
ま
で
の
わ
た

し
の
経
路
を
み
る
と
、
文
学
的
趣
味
を
も
っ
た
絵
画
を
辿
っ
て
き
た

と
い
へ
る
、
そ
れ
は
文
学
と
列
べ
て
み
る
と
従
者
の
位
置
に
な
る
。

畢
竟
、
概
念
だ
、
説
明
だ
、
気
分
だ
、
そ
れ
っ
き
り
だ
。
ほ
ね
が
無
い
、

ふ
ら
ふ
ら
だ
。
と
い
は
れ
て
も
頭
が
上
ら
な
い
。

　
「
文
学
的
趣
味
を
も
っ
た
絵
画
」
す
な
わ
ち
、
文
学
的
な
暗
示
を
含
む
絵

画
は
見
方
に
よ
っ
て
は
、「
概
念
だ
、
説
明
だ
、
気
分
だ
、
そ
れ
っ
き
り
だ
。

ほ
ね
が
無
い
、
ふ
ら
ふ
ら
だ
」
と
い
う
弱
点
を
持
つ
こ
と
を
、
田
中
恭
吉

は
自
覚
し
て
い
る
。
絵
画
が
文
学
的
な
物
語
を
説
明
す
る
「
従
者
の
位
置
」
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一
〇
月
に
田
中
恭
吉
は
、
喀
血
し
た
た
め
、
死
に
直
面
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
絵
画
表
現
は
内
面
化
の
度
合
い
を
深
め
て

ゆ
く
。
ペ
ン
画
は
、
そ
う
し
た
内
面
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
形
式
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
田
中
恭
吉
は
「
日
記
断
片
」（
一
九
一
四
年
一

月
一
六
日
）
に
、「
自
分
の
ね
ば
ね
ば
し
た
、
ま
た
一
面
す
る
ど
く
と
が
っ

た
感
覚
を
あ
ら
は
す
た
め
に
ペ
ン
は
も
っ
と
も
よ
い
」
と
記
し
て
い
る
。
井

上
芳
子
は
、『
密
室
』
時
代
の
田
中
恭
吉
の
課
題
が
「
い
か
に
し
て
作
品
と

自
己
の
内
面
的
な
感
情
を
ひ
と
つ
に
重
ね
合
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
10
）。
ペ
ン
画
《
白
昼
の
な
ま
け
も
の
》
の
特
質
は
、

に
立
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
ペ
ン
画
《
あ
る
日
の
恐
れ
》

に
は
、
暗
示
的
に
含
ま
れ
た
不
在
の
物

語
に
絵
画
が
従
属
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
感
が
あ
る
。

　

藤
森
静
雄
の
ペ
ン
画
は
、
こ
う
し
た
、

暗
示
を
含
む
画
像
と
い
う
方
向
を
さ
ら

に
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
を
見
せ

て
い
る
。
ペ
ン
画
《
劇
と
人
生
》（『
密

室
』
九
号
）
は
、
舞
台
裏
に
佇
む
女
性
と
、
隙
間
越
し
に
切
り
取
ら
れ
た

わ
ず
か
に
見
え
る
舞
台
の
光
景
を
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い

る
。
現
実
と
舞
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
る
虚
構
が
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
ペ
ン
画
《
瞳
》（『
密
室
』
九
号
）
は
、
窓
辺
で
頭
を
抱
え
る

男
と
、
廊
下
の
向
こ
う
の
部
屋
に
集
ま
っ
て
い
る
女
性
の
群
像
を
対
比
し

な
が
ら
描
い
て
い
る
。
人
々
の
間
に
ま
ぎ
れ
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
孤
独
、

あ
る
い
は
、
女
性
の
視
線
を
恐
れ
る
男
の
不
安
が
、
画
面
か
ら
暗
示
的
に

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
藤
森
の
ペ
ン
画
は
、
寓
意
的
に
描
か
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
つ
の
場
面
が
物
語
の
一
部
に
従
属
し
て
い
る

の
で
な
く
、
孤
独
や
不
安
と
い
っ
た
観
念
を
暗
示
す
る
よ
う
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。
藤
森
の
ペ
ン
画
は
、
画
面
に
暗
示
を
含
ま
せ
る
こ
と
に
成
功
し

て
い
る
が
、
そ
の
暗
示
は
、
理
知
に
よ
っ
て
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
る
も

の
で
、
意
識
の
枠
組
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
概
念
的
枠
組
か
ら
の
越
境
、
意
図
さ
れ
ざ
る
意
識
の
領

域
の
探
究
が
見
ら
れ
る
の
が
田
中
恭
吉
の
ペ
ン
画
《
白
昼
の
な
ま
け

も
の
》（『
密
室
』
八
号
）
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
文
学
的
趣
味
を

も
っ
た
絵
画
」
と
は
一
線
を
画
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。
一
九
一
三
年
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そ
の
色
彩
に
あ
る
。
空
は
赤
く
、
隆
起
し
た
土
手
に
身
体
を
も
た
せ
か
け

て
仰
向
い
て
い
る
人
物
は
緑
で
あ
る
。
背
景
の
樹
木
や
雲
は
様
式
化
さ
れ

て
い
る
。
画
面
か
ら
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
感
覚
を
先
取
り
し
た
よ

う
な
幻
想
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
ペ
ン
画
に
照
応
す
る
内
容
の
詩
「
更ふ

け
て
ゆ
く
白ひ

る昼
」
が
『
密
室
』
九
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
く
な

る
が
、
ペ
ン
画
と
の
モ
チ
ー
フ
の
比
較
の
た
め
に
全
編
を
引
い
て
み
る
。

掌
で
眼
を
蓋
ひ
な
が
ら
二
月
の
日
向
に
ね
そ
べ
る
。

そ
の
温
さ
に
ひ
た
っ
て
ぐ
だ
ぐ
だ
に
な
っ
て
ゐ
れ
ば

生
き
て
ゐ
る
と
も
死
ん
で
ゐ
る
と
も
つ
か
ず

な
に
は
と
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
縁
の
き
れ
た
一
人
ぽ
っ
ち
が

荒
野
の
中
へ
で
も
投
り
出
さ
れ
た
や
う
だ
。

静
だ
。

眼
を
あ
け
る
。
わ
づ
か
な
風
が
通
る
。

光
り
に
濡
れ
て
輝
く
樫
の
樹
立
は
枝
一
面
に
宝
玉
を
つ
け

た
。
す
べ
て
逆
光
の
中
に
織
り
こ
ま
れ
た
、

裸は
だ
かの
桐
の
木
。
家
屋
、
艸
、
灌
木
。
は
そ
れ
ぞ
れ
に

白
痴
の
光
輝
と
、
残
忍
な
暗
さ
と
つ
め
た
さ
と
、

皮
肉
な
微
笑
と
を
漂
は
せ
て
ゐ
る
。

眼
を
閉
ぢ
る
。

御
覧
。
真
青
な
裸
人
形
が
真
赤
な
世
界
に
お
ど
り
つ
づ
け
る
。

そ
れ
は
白
昼
の
な
ま
け
も
の
だ
。
そ
し
お
前
の
姿
だ
。

真
青
な
、
な
ま
け
も
の
は
す
ぐ
に
な
ま
け
て
真
白
な
壁
に
凭
る
。

静
だ
。

投
げ
だ
し
た
か
ら
だ
に
、
こ
こ
ろ
に
、
ま
つ
は
る
日
ざ
し
は
、

な
ま
め
か
し
く
く
す
ぐ
っ
た
い
。

は
っ
は
っ
は
っ
は
っ
は･･････

は
っ
は
っ
は
っ
は
っ
は･････

く
す
ぐ
っ
た
い
。
く
す
ぐ
っ
た
い
。

か
な
し
い
。

か
う
し
て
ひ
と
り
す
む
白
昼
は
と
き
と
し
て

真
夜
す
ぎ
た
う
し
み
つ
ど
き
よ
り
も
凄
く
、
つ
め
た
く
、
淋
し
い
。

し
ん
し
ん
と
更
け
白
む
太
陽
は
こ
の
い
ち
に
ん
の
む
く
ろ

を
て
ら
し
て
青
ざ
め
て
ゐ
る

Plue peu !

そ
こ
に
も
一
つ
の
い
の
ち
が
お
の
れ
を
愛
し
て
か
う
呼
ぶ
。

Plue peu !

す
る
と
か
う
こ
た
へ
る
ま
た
一
つ
の
い
の
ち
が
あ
る
。

誰
も
ゐ
な
い
。

で
も
も
の
お
と
が
す
る
。

そ
れ
は
幻
覚
だ
。

何
も
ゐ
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
は
息
を
ひ
そ
め
て
白ひ

る昼
の
恐

怖
に
お
の
の
い
て
ゐ
る
。

真
青
な
太
陽
。

ど
う
し
て
あ
れ
が
夜よ
る
よ
な
か

夜
中
に
そ
っ
と
出
る
月
よ
り
凄
く
な
い

と
言
へ
よ
う
。
い
た
い
た
し
く
、
黒
ず
ん
だ
空
を

す
べ
り
な
や
む
太
陽
。

霜
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
鎖
し　

こ
の
か
ら
だ
を
凍
ら
せ
て
ゆ
く
。

静
だ
。
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う
そ
だ
。

み
ん
な
仮
象
だ
。

自
分
の
生
き
て
ゐ
る
こ
と
で
も
疑
れ
ば
き
り
が
な
い

Baka !

夢
想
者
よ

途
方
も
な
い
大
き
な
自
画
像
を
青
空
一
ぱ
い
に
塗
り
つ
け

や
う
と
す
る
夢
想
者
よ

笑
ふ
奴
は
誰
だ
。

し
か
し
私
は
と
う
と
う
そ
の
仕
事
を
仕し
を
ほ終
せ
た
の
だ
。

み
た
ま
へ
。

青
ぞ
ら
一
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
っ
て
微
笑
し
て
ゐ
る
私
の
自
画
像
を
。

　

詩「
更
け
て
ゆ
く
白
昼
」を
参
照
す
れ
ば
、ペ
ン
画《
白
昼
の
な
ま
け
も
の
》

が
内
面
的
な
自
画
像
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
目

を
閉
じ
て
幻
視
さ
れ
た
「
真
青
な
裸
人
形
が
真
赤
な
世
界
に
お
ど
り
つ
づ

け
る
」
様
子
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
実
世
界
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

苦
悩
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
が
、「
幻
覚
」、「
仮
象
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る

自
己
像
は
、
不
逞
な
ま
で
の
ポ
ー
ズ
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

「
む
く
ろ
」
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
存
在
で
は
な
い
。
現
実
世
界
か
ら
の
幻

想
世
界
へ
転
換
さ
れ
た
自
画
像
が
詩
「
更
け
て
ゆ
く
白
昼
」
の
モ
チ
ー
フ

で
あ
る
。
現
実
世
界
で
は
孤
独
と
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
、
幻
想
世

界
で
は
創
造
へ
の
意
志
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
心
の
世
界
の
矛
盾

が
詩「
更
け
て
ゆ
く
白
昼
」に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、ペ
ン
画《
白

昼
の
な
ま
け
も
の
》
は
、「
幻
覚
」、「
仮
象
」
と
し
て
反
転
さ
れ
た
内
面
的

自
画
像
を
幻
想
的
光
景
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
面
の
「
幻

覚
」、「
仮
象
」
と
し
て
の
現
実
の
表
現
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
、
田
中
恭
吉

に
は
じ
め
て
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
た
こ
と
を
ペ
ン
画
《
白
昼
の
な
ま
け
も
の
》

は
物
語
っ
て
い
る
。
内
的
な
自
己
を
像
と
し
て
表
現
す
る
た
め
に
、
幻
想

性
が
引
き
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
幻
覚
」、「
仮
象
」
と
し
て
の
自
己
の

表
現
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
理
性
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
想
念
の

世
界
、
す
な
わ
ち
無
意
識
の
領
域
を
表
現
の
対
象
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

田
中
恭
吉
に
お
け
る
幻
想
へ
の
覚
醒
は
、
木
版
画
の
制
作
で
さ
ら
に
推

進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。《
病
め
る
夕
》、《
太
陽
と
花
》
と
い
う
二
枚
の
木

版
画
が
、『
密
室
』
八
号
に
発
表
さ
れ
た
。
一
九
一
三
年
六
月
に
肺
結
核
の

た
め
に
亡
く
な
っ
た
友
人
香
山
小
鳥
か
ら
の
影
響
で
、
田
中
は
木
版
を
始

め
た
。『
密
室
』
の
表
紙
や
、
欄
画
が
木
版
試
作
の
機
会
と
な
っ
た
。
井
上

芳
子
は
、
田
中
が
木
版
に
関
心
を
深
め
制
作
に
向
か
っ
た
時
代
的
な
背
景

と
し
て
、
一
九
一
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、「
新
進
作
家
た
ち
発
刊
し
た

同
人
誌
『
奇
蹟
』『
と
り
で
』『
フ
ュ
ウ
ザ
ン
』『
仮
面
』
な
ど
の
表
紙
や
扉

に
は
し
ば
し
ば
木
版
画
が
使
わ
れ
て
い
て
、
存
在
感
の
強
い
木
版
で
誌
面

を
彩
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
、
文
芸
界
の
ブ
ー
ム
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

創
作
版
画
の
胎
動
期
と
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る(

11)

。
田
中
恭
吉
は
、
山
本
俊
一

宛
書
簡
（
一
九
一
四
年
一
〇
月
六
日

付
）
の
中
で
、《
病
め
る
夕
》
は
、「
冬

の
夕
ぐ
れ
の
つ
め
た
い
空
と
そ
の
黄

い
ろ
の
中
に
震
へ
て
ゐ
る
（
と
い
ふ

よ
り
木
枯
し
の
中
の
）
檜
の
若
い
苗
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の
戦
ぎ
」
を
と
ら
え
た
も
の
で
、「
こ
の
叙
景
の
中
に
私
の
あ
の
こ
ろ
の
病
、

並
に
病
的
な
心
を
織
り
こ
め
て
み
た
の
で
す
」
と
語
っ
て
い
る
。「
叙
景
」

に「
病
的
な
心
を
織
り
こ
め
て
み
た
」と
田
中
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

内
的
な
心
象
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
中
空
に
漂
う
物

体
に
つ
い
て
、
田
中
清
光
は
、「
軟
体
動
物
の
よ
う
な
謎
め
い
た
形
象
」
と

評
し
て
い
る(

12)

が
、
不
可
解
な
形
象
は
画
面
全
体
の
非
現
実
性
を
高
め

て
い
る
。《
太
陽
と
花
》に
つ
い
て
、田
中
は
同
じ
山
本
俊
一
宛
書
簡
で
、「
夏

の
い
ら
い
ら
し
い
太
陽
の
も
と
に
咲
い
た
カ
ン
ナ
の
花
の
群
を
借
り
て
私

の
虐
げ
ら
れ
た
肉
体
及
内
心
を
具
表
し
や
う
と
こ
こ
ろ
み
た
も
の
」
と
述

べ
て
い
る
。《
病
め
る
夕
》
と
同
じ
く
、《
太
陽
と
花
》
も
心
象
の
表
現
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
画
面
中
央
上
部
の
女
性
像
は
、
太
陽

を
擬
人
化
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
線
や
面
の
表
現
が
抽
象
性
を
お
び
る
木

版
画
と
い
う
表
現
様
式
が
、
内
的
心
象
の
表
現
を
引
き
寄
せ
る
の
を
助
け

た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
二
枚

の
木
版
画
に
お
け
る
景
物
に
心
象

を
託
す
表
現
は
、
近
代
日
本
の
象

徴
主
義
の
視
覚
芸
術
に
お
け
る
実

践
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と
と
も
に
、

ペ
ン
画
で
試
行
さ
れ
た
幻
想
的
表

現
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

恩
地
孝
四
郎
は
、『
月
映
』
で
は
、

木
版
画
の
抽
象
的
表
現
に
歩
み
を

進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
萌
芽
を
『
密
室
』
の
後
期
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。『
密
室
』
六
号
に
発
表
さ
れ
た
ペ
ン
画
《LA PO

T 
N

O
IR

》
は
、
壺
と
女
性
の
身
体
が
切
断
さ
れ
た
面
を
再
構
成
す
る
よ
う
に

組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
的
表
現
は
、
一
九
二
〇
年
代
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
先
取
り
し
て
い
る
。
恩
地
孝
四
郎
に
と
っ
て
は
、
抽
象
を

志
向
す
る
構
成
的
表
現
は
、
既
成
の
自
己
を
解
体
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ

か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。『
密
室
』八
号
に
寄
せ
た「
感
想
」と
い
う
エ
ッ

セ
イ
の
一
節
に
、
恩
地
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

文
字
は
、
正
真
の
文
字
は
、
そ
の
瞬
時
に
し
て
消
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
と
き
に
の
み
唯
一
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
個
の
文
字
、
一

個
の
成
語
そ
れ
は
、
そ
の
も
の
自
体
何
ら
の
意
味
も
な
い
。
た
ゞ
網

膜
神
経
が
感
ず
る
黒
條
に
す
ぎ
な
い
。

各
人
は
各
人
の
文
字
を
、
而
し
て
各
自
の
文
字
を
持
つ
。

　

伝
達
手
段
と
し
て
の
文
字
は
、
文
法
な
ど
の
共
同
的
規
範
の
上
に
成
立

し
て
い
る
。
規
範
の
保
証
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
伝
達
が
可
能
で
あ
る
が
、

恩
地
の
言
う
「
正
真
の
文
字
」
は
、
そ
う
し
た
既
成
の
構
造
を
否
定
し
た

も
の
で
あ
る
。
規
範
化
さ
れ
な
い
、
文
字
以
前
の
文
字
こ
そ
が
恩
地
の
求

め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
言
葉
の
既
成
の
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
ダ

ダ
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
の
合
い
言
葉
と
な
る
。
恩
地

の
発
想
は
幼
い
が
、
既
成
の
言
葉
の
破
壊
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
先
取
り
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
武
者
小
路
実
篤
の
影
響
下
に
自
己
肯
定
の
思
想
か
ら

出
発
し
た
が
、
恩
地
は
、
社
会
化
さ
れ
な
い
「
自
己
」
の
領
域
を
芸
術
表

現
の
根
拠
と
し
て
重
視
し
た
。
恩
地
に
あ
っ
て
は
、
社
会
化
さ
れ
、
制
度

化
さ
れ
た
自
己
の
拒
絶
が
、
構
成
的
、
抽
象
的
な
表
現
の
根
拠
と
な
っ
て
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い
る
の
で
あ
る
。「
各
人
は
各
人
の
文
字
を
、而
し
て
各
時
の
文
字
を
持
つ
」

と
い
う
恩
地
の
言
葉
は
、
社
会
制
度
に
分
節
化
さ
れ
な
い
自
己
の
探
究
を

示
し
て
い
る
。

　

武
者
小
路
実
篤
に
あ
っ
て
は
、
自
己
は
規
範
の
拘
束
を
破
る
強
度
を
備

え
て
い
る
も
の
と
し
て
と
肯
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
無
意
識
の
領
域
に
拡

張
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
の
影
響
下
に
、
恩
地
孝
四
郎
や
田
中
恭
吉
は
、

抽
象
的
な
構
成
表
現
や
、
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
に
向
か
い
、
日
本
的

前
衛
の
先
駆
と
し
て
進
み
出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る(

13))

。

注（
１
）『
密
室
』
の
発
行
年
月
日
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
号
（
一
九
一
三
年
三
月
）、
二

号
（
一
九
一
三
年
五
月
）、
三
号
（
一
九
一
三
年
六
月
）、
五
号
（
一
九
一
三
年
一
一

月
）、六
号
（
一
九
一
三
年
一
二
月
）、七
号
（
一
九
一
四
年
一
月
）、八
号
（
一
九
一
四

年
二
月
）、
九
号
（
一
九
一
四
年
三
月
）。
四
号
は
所
在
不
明
で
あ
る
。
四
号
以
外
の

各
号
は
、
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
の
記
述
は
そ
れ
ら

に
基
づ
い
て
い
る
。

（
２
）
三
木
哲
夫
「『
ホ
ク
ト
』・『
密
室
』・『
月
映
』
の
周
辺
」
図
録
『
竹
久
夢
二
と
そ
の
周
辺
』

和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
・
宮
城
県
美
術
館
編
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
一
三
〇
頁
。

（
３
）
恩
地
孝
四
郎
「
自
己
に
つ
い
て
」
の
読
後
感
と
し
て
、
田
中
恭
吉
は
、『
密
室
』
六

号
の
後
記
で
、「「
自
己
に
つ
い
て
」
を
く
り
か
へ
し
読
ん
だ
。
／
私
は
た
だ
だ
ま
っ

て
う
な
づ
ひ
た
。
そ
し
て
感
謝
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

（
４
）
大
津
山
国
夫
は
、武
者
小
路
実
篤
に
お
け
る
「
自
然
」
と
「
人
類
」
の
関
係
に
つ
い
て
、

「「
人
類
」
は
「
自
然
」
の
も
と
に
あ
っ
て
個
人
を
統
率
し
て
い
る
。「
自
然
」
は
人

間
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
生
物
・
無
生
物
の
主
君
で
あ
り
、
人
間
の
管
理
と
統
率
を
「
人

間
」
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
。
こ
こ
に
「
自
然
」―

「
人
類
」―

個
人
と
い
う
管
理
系
列

が
成
立
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。『
武
者
小
路
実
篤
論　

新
し
き
村
ま
で
』
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
二
月
、
二
九
六
頁
。

（
５
）
大
津
山
国
夫
は
、
武
者
小
路
が
ド
イ
ツ
語
版
の
『
智
恵
と
運
命
』
を
入
手
し
た
の
は
、

「
三
八
年
秋
か
ら
四
〇
年
六
月
ま
で
の
間
」
と
推
定
し
て
い
る
。
前
掲
書
、
一
四
八–

一
四
九
頁
。

（
６
）
大
津
山
国
夫
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
が
武
者
小
路
に
求
め
た
も
の
は
、「
外
に
た

い
し
て
は
、
社
会
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
既
成
の
機
構
や
秩
序
と
対
決
す
る
こ
と

で
あ
り
、
内
に
た
い
し
て
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
も
と
づ
く
厳
正
な
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
実
行
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
７
）
大
津
山
国
夫
は
、
武
者
小
路
が
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
か
ら
自
己
を
生
か
す
こ
と
の
必

要
、
他
人
に
ほ
ど
こ
す
前
に
み
ず
か
ら
獲
得
す
る
こ
と
の
必
要
」
を
学
ん
だ
と
指
摘

し
て
い
る
。
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。

（
８
）
引
用
は
、
メ
エ
テ
ル
リ
ン
ク
著
、
大
谷
繞
石
訳
『
智
恵
と
運
命
』
南
北
社
、

一
九
一
三
年
一
二
月
、
一
〇
〇–

一
〇
一
頁
に
よ
っ
た
。

（
９
）
本
多
秋
五
『『
白
樺
』
派
の
文
学
』
新
潮
文
庫
、一
九
五
〇
年
九
月
、四
五
～
四
六
頁
。

（
10
）
井
上
芳
子
「
田
中
恭
吉
「
創
始
の
ひ
ら
め
き
」」
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
、『
田
中

恭
吉
展
図
録
』
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
一
七
頁
。

（
11
）
同
前
、
一
九
頁
。

（
12
）
田
中
清
光
『
月
映
の
画
家
た
ち
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
、
一
一
五
頁
。

付
記　

本
研
究
は
科
研
費
（19520176

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
き
ま
た 

さ
と
し
・
近
代
日
本
文
学
）
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