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生
き
延
び
る
『
放
浪
記
』

─
改
造
社
版
と
新
潮
社
版
の
校
異
を
読
み
直
す

小
平
　
麻
衣
子

は
じ
め
に

　

林
芙
美
子
﹃
放
浪
記
﹄
は
︑
多
く
の
版
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
初
め
﹃
女
人
芸
術
﹄
に
一
九
二
八
年
一
〇
月
か
ら
一
九
三
〇
年
一
〇
月
ま

で
連
載
さ
れ
︑
そ
の
一
部
が
一
九
三
〇
年
七
月
︑
改
造
社
の
新
鋭
文
学
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行
︑
そ
の
残
り
に
新
た
な
章
を
加
え
た
も
の
が
︑

同
年
一
一
月
︑
同
じ
く
改
造
社
か
ら
﹃
続
放
浪
記
﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
︑
両
者
は
話
題
を
呼
ん
だ
︒
戦
後
︑
こ
れ
ら
を
第
一
部
・
第
二
部
と
し

て
︑
第
三
部
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
が
︑
現
在
新
潮
文
庫
で
多
く
流
布
す
る
﹃
放
浪
記
﹄
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
︒
戦
前
の
い
く
つ
か
の
版
だ
け

で
も
︑
芙
美
子
は
か
な
り
こ
ま
め
に
手
を
加
え
て
い
る
が
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
︑
先
行
研
究
で
は
︑

作
家
と
し
て
の
成
熟
に
よ
る
文
体
の
変
化
や
︑
検
閲
を
意
識
し
た
改
変
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た1

︒
し
か
し
な
が
ら
︑
些
少
な
変
化
と

は
い
え
︑
書
き
か
え
に
よ
っ
て
こ
そ
︑
複
数
の
﹃
放
浪
記
﹄
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
古
び
な
い
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
︒
今
回
は
︑
戦
前
の
版
の
う
ち
︑
改
造
社
初
刊
単
行
本
︵
以
下
正
・
続
と
も
に
﹁
初
刊
﹂
と
表
記
︶
と
︑﹃
決
定
版　

放
浪
記
﹄︵
一
九

三
九
年
一
一
月
︑
新
潮
社
︒
以
下
﹁
決
定
版
﹂
と
表
記
︶
を
と
り
あ
げ
︑
そ
の
経
緯
を
具
体
的
に
検
証
し
た
い
︒
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﹃
女
人
芸
術
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
本
文
と
初
刊
で
は
︑
そ
の
間
に
大
き
な
差
異
は
な
い
︒
決
定
版
は
︑
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
︑
現
在
の
新
潮
文

庫
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
︒
そ
の
間
の
﹃
林
芙
美
子
選
集
第
五
巻
﹄︵
一
九
三
七
年
六
月
改
造
社
︒
以
下
﹁
選
集
﹂
と
表
記
︶
は
︑﹁
あ
と
が
き
﹂

に
お
い
て
︑﹃
放
浪
記
﹄
を
書
い
て
い
た
頃
か
ら
﹁
十
年
﹂
経
っ
た
︑
と
い
う
認
識
を
示
し
て
お
り
︑
そ
の
時
間
的
距
離
か
ら
か
︑
選
集
︑
そ
し

て
決
定
版
に
か
け
て
は
漸
次
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
書
き
か
え
は
決
定
版
の
方
に
よ
り
多
く
み
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
今
回
は
紙
幅
の

関
係
上
︑
書
き
か
え
後
の
本
文
と
し
て
︑
決
定
版
を
用
い
︑
限
ら
れ
た
代
表
例
の
み
を
載
せ
る
こ
と
に
す
る
︒
校
異
に
は
︑
本
論
文
中
で
の
通
し

番
号
を
つ
け
︑
便
宜
上
︑
新
潮
文
庫
︵
一
九
七
九
年
発
行
︑
二
〇
一
〇
年
改
版
︶
の
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
︒
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
直
し
︑
ル
ビ
に
つ

い
て
は
︑
特
徴
的
な
も
の
以
外
は
省
略
す
る
︒

１
．憐
れ
み
の
対
象
と
し
て
の
貧
窮
へ

　

ま
ず
︑
決
定
版
を
初
期
本
文
か
ら
隔
て
て
い
る
傾
向
を
︑
そ
れ
が
凝
縮
し
て
示
さ
れ
る
冒
頭
部
分
︵
改
造
社
初
刊
単
行
本
で
の
﹁
放
浪
記
以
前 

─
序
に
か
へ
て
﹂︶
か
ら
確
認
す
る
︵
以
下
傍
線
は
小
平
︶︒

　

こ
の
部
分
は
︑
直
方
の
炭
坑
街
で
行
商
を
し
た
少
女
期
が
振
り
返
ら
れ
る
︒
初
刊
の
末
尾
は
﹁
あ
れ
か
ら
拾
何
年
︑
今
だ
に
私
は
人
生
の
放
浪

者
で
あ
る
︒
不
惑
を
す
ぎ
た
義
父
は
︑
相
変
ら
ず
転
々
関
西
の
田
舎
を
母
を
連
れ
て
放
浪
し
て
ゐ
る
︒
女
成
金
に
な
り
た
い
直
方
時
代
の
理
想

は
︑
今
で
は
一
寸
話
で
あ
る
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
が
決
定
版
に
い
た
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る
︒
決
定
版
に
お
け
る
現

在
の
︿
私
﹀
は
︑
既
に
放
浪
か
ら
距
離
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
決
定
版
で
は
﹁
こ
の
こ
ろ
の
思
ひ
出
は
一
生
忘
れ
る

こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
﹂
と
既
に
﹁
思
い
出
﹂
で
あ
る
こ
と
が
加
筆
さ
れ
︑
初
刊
で
の
﹁
私
は
子
供
故
︑
し
み
じ
み
正
視
し
て
薄
青
い
蛇
の
文い

れ
ず
み身

を
見
た
︒﹂
の
末
尾
が
︑
決
定
版
で
﹁
見
て
ゐ
た
も
の
だ
︒﹂
と
な
る
よ
う
な
過
去
の
強
調
が
複
数
例
あ
る
な
ど
︑
現
在
の
語
り
手
と
︑
物
語
内
容

と
の
距
離
は
︑
総
じ
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒

　

こ
う
し
た
時
間
の
隔
た
り
は
︑
次
の
よ
う
な
労
働
者
階
級
へ
の
距
離
と
連
動
し
︑
現
在
の
︿
私
﹀
が
︑
貧
し
い
生
活
か
ら
抜
け
出
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
︑
テ
ク
ス
ト
外
の
事
実
を
推
測
さ
せ
る
︒
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②
で
は
︑﹁
美
し
く
﹂
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
の
有
無
に
よ
り
︑﹁
ゴ
リ
ラ
の
群
﹂
と
い
う
表
現
が
︑
親
密
さ
か
ら
他
者
化
へ
と
劇
的
に

変
わ
っ
て
お
り
︑
③
で
も
︑
坑
夫
た
ち
の
動
向
に
伝
聞
と
い
う
距
離
感
が
介
在
し
て
い
る
︒
①
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
︵
ト
ル
ス
ト
イ
原
作
﹃
復
活
﹄︶

が
︑
売
春
婦
や
革
命
運
動
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑﹁
好
ま
し
い
﹂
と
い
う
主
観
ゆ
え
の
﹁
浸
透
﹂
と
い
う
深
さ
の
消
去

も
︑
こ
れ
ら
と
見
合
っ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
傾
向
は
︑
冒
頭
だ
け
で
な
く
︑
主
に
二
〇
代
前
半
を
扱
っ
た
主
要
部
分
で
も
同
様
で
あ
る
︒
は
じ
め
に
大
雑
把
に
整
理
す
れ
ば
︑
初

刊
か
ら
︑
選
集
・
決
定
版
へ
の
変
化
は
︑
第
一
に
︑
体
制
に
反
抗
的
な
労
働
者
階
級
と
し
て
の
自
覚
の
消
去
︑
第
二
に
︑
女
性
の
積
極
的
な
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
希
釈
︑
第
三
に
︑
両
者
の
接
点
と
し
て
︑
淫
売
婦
と
の
隣
接
性
の
理
由
の
変
化
︑
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
廣
畑
研
二
が

指
摘
す
る
よ
う
に
︑
検
閲
へ
の
配
慮
で
も
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
と
重
な
り
つ
つ
も
︑
同
じ
個
所
で
も
︑
文
学
状
況
へ
の
対
応
と
判
断
で
き
る
も
の
も

多
い
︒
以
下
で
は
︑
既
に
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
箇
所
と
の
重
複
も
あ
る
が
︑
煩
瑣
を
厭
わ
ず
︑
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

　

第
一
の
点
に
つ
い
て
の
代
表
例
は
︑
以
下
で
あ
る
︒
④
は
︑
桜
の
花
に
︑﹁
裸
で
踊
﹂
る
踊
り
子
や
︑
娘
達
の
脣
を
重
ね
て
謳
っ
た
詩
の
一
部

で
︑
初
刊
の
一
文
の
消
去
に
よ
っ
て
︑
体
制
に
対
す
る
批
判
は
薄
ま
っ
て
い
く
︒
⑤
は
︑﹁
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
﹂
へ
の
居
直
り
の
消
去
︑

後
半
で
は
︑﹁
持
た
せ
た
奴
等
﹂
が
い
か
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
が
︑
少
な
く
と
も
決
定
版
で
は
︑
底
辺
生
活
の
責
め
が
︑
社
会
で
は
な
く
自
身

①②③ 番
号

131516 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

な
つ
か
し
い
唄
で
あ
る
︒
好
ま
し
い
唄
で
あ
る
︒
╱
此
炭
坑
街

に
︑
ま
た
ゝ
く
間
に
︑
カ
チ
ウ
シ
ヤ
の
唄
は
浸
透
し
て
し
ま
つ
た
︒

︵
注
・
坑
夫
た
ち
は
︶
ゴ
リ
ラ
の
群
で
あ
る
︒
／
美
し
く
光
つ
て

ゐ
る
も
の
は
︑
ツ
ル
ハ
シ
の
尖
光
だ
︒
／
只
動
い
て
ゐ
る
も
の

は
︑
棟
を
流
れ
て
行
く
昔
風
な
モ
ツ
コ
で
あ
る
︒

炭や

ま坑
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
︑
始
終
で
︑
坑
夫
達
は
さ
つ
さ
と
他
の
炭

坑
へ
流
れ
て
行
く
︒

初
刊

な
つ
か
し
い
唄
で
あ
る
︒
こ
の
炭
坑
街
に
ま
た
ヽ
く
間
に
︑
こ
の

カ
チ
ウ
シ
ヤ
の
唄
は
流
行
し
て
し
ま
つ
た
︒

ま
る
で
ゴ
リ
ラ
の
群
の
や
う
だ
つ
た
︒
／
さ
う
し
て
こ
の
静
か
な

景
色
の
中
に
動
い
て
ゐ
る
も
の
と
云
へ
ば
︑
棟
を
流
れ
て
行
く
昔

風
な
モ
ツ
コ
で
あ
る
︒

炭
坑
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
︑
始
終
の
事
で
坑
夫
達
は
さ
つ
さ
と
他
の

炭
坑
へ
流
れ
て
行
く
の
だ
さ
う
だ
︒

決
定
版
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に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒

　

し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
貧
し
さ
そ
れ
自
体
の
消
去
で
は
な
い
︒︿
私
﹀
の
そ
の
と
き
ど
き
の
行
動
が
︑
未
決
の
可
能
性
の
気
楽
さ
か

ら
︑
決
定
版
で
は
疲
れ
や
飢
え
︑
貧
し
さ
に
よ
る
も
の
と
書
き
か
え
ら
れ
︵
⑥
⑦
⑩
︶︑
初
刊
で
み
ら
れ
る
︑
行
き
づ
ま
っ
た
状
況
を
笑
い
飛
ば

す
ユ
ー
モ
ア
は
︑
決
定
版
で
消
去
さ
れ
て
い
る
︵
⑧
⑨
︶︒
こ
れ
ら
を
み
る
と
︑
貧
窮
は
︑
そ
れ
を
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
も
の
で
は
な
く
︑
よ

り
神
妙
に
受
け
と
め
る
べ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒
引
用
は
し
な
い
が
︑︿
私
﹀
の
乱
暴
な
言
葉
遣
い
が
決
定
版
で
多
く
削
除
さ
れ
た

り
︑
煙
草
を
吸
う
場
面
が
決
定
版
で
﹁
息
を
吸
つ
た
﹂︵
新
潮
文
庫
158
頁
︶
に
変
え
ら
れ
る
な
ど
減
少
し
︑
や
や
穏
健
な
女
性
と
化
し
て
い
る
こ

と
も
︑︿
私
﹀
へ
の
憐
れ
み
を
誘
う
だ
ろ
う
︒

④⑤ 番
号

3550 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

す
る
す
る
と
奇
妙
な
糸
が
た
ぐ
つ
て
行
き
ま
す
︒
／
花
が
咲
き
た

い
ん
ぢ
や
な
く
／
強
権
者
が
花
を
さ
か
せ
る
の
で
す
／
貧
し
い

娘
さ
ん
達
は

ハ
イ
ハ
イ
私
は
︑
お
芙
美
さ
ん
は
︑
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
で

御
座
候
だ
︒
何
も
な
い
︒
／
何
も
御
座
無
く
候
だ
︒
／
あ
ぶ
な
い

ぞ
！　

あ
ぶ
な
い
ぞ
！　

あ
ぶ
な
い
無
精
者
故
︑
バ
ク
レ
ツ
ダ
ン
を

持
た
し
た
ら
︑
喜
ん
で
持
た
せ
た
奴
等
に
ぶ
ち
投
げ
る
だ
ら
う
︒

／
こ
ん
な
女
が
︑
一
人
う
ぢ
う
ぢ
生
き
て
ゐ
る
よ
り
早
く
パ
ン
パ
ン

と
︑
×
×
を
真
二
ツ
に
し
て
し
ま
は
う
か
︒

初
刊

す
る
す
る
と
奇
妙
な
糸
が
た
ぐ
つ
て
行
き
ま
す
︒
／
貧
し
い
娘
さ
ん

達
は

何
も
御
座
無
く
候
だ
︒
あ
ぶ
な
い
ぞ
！　

あ
ぶ
な
い
ぞ
！　

あ
ぶ
な

い
無
精
者
故
︑
バ
ク
レ
ツ
ダ
ン
を
持
た
し
た
ら
︑
喜
ん
で
そ
こ
ら
辺

へ
投
げ
つ
け
る
だ
ら
う
︒
こ
ん
な
女
が
一
人
う
ぢ
う
ぢ
生
き
て
ゐ
る

よ
り
も
︑
い
つ
そ
早
く
︑
真
二
ツ
に
な
つ
て
死
ん
で
し
ま
ひ
た
い
︒

決
定
版
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２
．男
を
め
ぐ
る
〈
放
浪
〉
の
削
除

　

第
二
の
女
性
の
積
極
的
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
希
釈
に
つ
い
て
だ
が
︑
ま
ず
︑
男
性
と
の
別
れ
を
も
選
択
す
る
︿
私
﹀
の
主
体
性
が
︑
決
定

版
で
は
削
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
︒
例
え
ば
︑
次
は
︑
田
辺
若
男
を
モ
デ
ル
と
す
る
男
性
と
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
が
︑
⑫

で
の
別
れ
へ
の
積
極
的
な
意
志
は
︑﹁
仕
方
が
な
い
﹂
と
い
う
状
況
へ
の
屈
服
に
代
え
ら
れ
︑︿
私
﹀
が
別
れ
を
告
げ
る
セ
リ
フ
も
削
除
さ
れ
て
い

る
︵
⑭
⑮
︶︒
決
定
版
で
の
﹁
神
様
﹂
の
明
示
化
や
︵
⑪
︶︑︵
仮
に
自
分
の
内
言
だ
と
し
て
も
︶
別
れ
を
決
意
さ
せ
る
の
が
﹁
誰
か
﹂
と
表
現
さ

れ
る
こ
と
︵
⑬
︶
を
こ
れ
と
合
わ
せ
れ
ば
︑︿
私
﹀
の
言
動
が
︑
主
体
的
で
は
な
く
︑
自
分
の
外
部
の
大
き
な
も
の
に
翻
弄
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
が

強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
岡
野
軍
一
を
モ
デ
ル
と
す
る
人
物
と
の
別
れ
に
あ
た
っ
て
も
︑﹁
颯
爽
と
し
た
﹂
の
消
去
に
よ
り
︵
⑳
︶︑

⑥⑦⑧⑨⑩ 番
号

222529124154 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

︵
注
・
通
り
す
が
り
の
文
化
住
宅
の
貸
家
に
︶
庭
が
広
ろ
く
て
︑

ガ
ラ
ス
窓
が
十
二
月
の
風
に
キ
ラ
キ
ラ
光
つ
て
ゐ
た
︒
／
休
ん
で

や
ら
う
か
な
︒

ピ
エ
ロ
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
飛
び
降
り
る
事
は
上
手
だ
が
︑
飛
び

上
つ
て
見
せ
る
芸
当
は
容
易
ぢ
や
な
い
︒
／
だ
が
何
と
か
な
る
だ

ら
う
─
︒

ワ
ツ
ハ　

ワ
ツ
ハ　

ワ
ツ
ハ　

井
戸
つ
る
べ
︑
狂
人
に
な
る
や
う

な
錯
覚
が
お
こ
る
︒

酒
に
酔
へ
ば
泣
き
じ
や
う
ご

0

0

0

0

︑
痺
れ
て
手
も
足
も
ば
ら
ば
ら
に
な

つ
て
し
ま
ひ
さ
う
な
こ
の
い
ゝ
気
持
︒

暑
い
陽
ざ
し
だ
︒
／
だ
が
私
に
は
︑
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
︑
氷
も

用
は
な
い
︒

初
刊

庭
が
広
く
て
︑
ガ
ラ
ス
窓
が
十
二
月
の
風
に
磨
い
た
や
う
に
冷
た

く
光
つ
て
ゐ
た
︒
／
疲
れ
て
眠
た
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
︑
休
ん
で

行
き
た
い
気
持
な
り
︒

ピ
エ
ロ
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
飛
び
降
り
る
事
は
上
手
だ
け
れ
ど
︑

飛
び
上
つ
て
見
せ
る
芸
当
は
容
易
ぢ
や
な
い
︑
だ
が
何
と
か
な
る

だ
ら
う
︑
食
へ
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
︙
︙
︒

こ
み
あ
げ
て
く
る
波
の
や
う
な
哀
し
み
︑
ま
る
で
狂
人
に
な
る
や

う
な
錯
覚
が
お
こ
る
︒

酒
に
酔
へ
ば
泣
き
じ
や
う
ご
︑
痺
れ
て
手
も
足
も
ば
ら
ば
ら
に
な

つ
て
し
ま
ひ
さ
う
な
こ
の
気
持
の
す
さ
ま
じ
さ
︙
︙

暑
い
陽
ざ
し
だ
つ
た
︒
／
だ
が
私
に
は
︑
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
も
︑

氷
も
買
へ
な
い
︒

決
定
版
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︿
別
れ
﹀
は
︑
一
般
的
な
意
味
で
あ
る
悲
し
さ
を
余
韻
と
し
て
残
す
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
前
者
の
男
性
に
振
ら
れ
た
後
に
は
︑
画
学
生
の
﹁
吉

田
さ
ん
﹂
が
登
場
す
る
シ
ー
ン
が
あ
る
が
︑
彼
に
向
け
ら
れ
た
積
極
的
な
肉
体
的
欲
望
が
︑
決
定
版
で
は
軒
並
み
削
除
さ
れ
て
い
る
︵
⑯
～
⑲
︶︒

⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 番
号

56585959
　

   5972747576264 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

茫
々
と
し
た
霞
の
中
に
私
は
太
い
手
を
見
た
︒
真
黒
い
腕
を
見
た
︒

引
き
止
め
て
も
引
き
止
ま
ら
な
い
︑
切
れ
た
が
る
き
づ
な

0

0

0

な
ら
ば
此

男
と
も
あ
つ
さ
り
別
れ
よ
う
︙
︒

私
は
圏
外
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
︑
一
人
の
登
場
人
物
だ
︑
茫
然
と
夜

空
を
見
て
ゐ
る
と
︑
此
男
と
も
駄
目
だ
よ
︙
︙
あ
ま
の
じ
や
く

0

0

0

0

0

0

が
ど

つ
か
で
哄
笑
し
て
ゐ
る
︒

﹁
ね
え
︑
や
つ
ぱ
り
別
れ
ま
せ
う
よ
︑
何
だ
か
一
人
で
ゐ
た
く
な
つ

た
の
︙

﹁
ぢ
や
あ
行
つ
て
来
ま
す
︒﹂
╱
街
の
四
ツ
角
で
︑

私
は
油
絵
の
具
の
中
に
ひ
そ
む
︑
あ
の
エ
ロ
チ
ツ
ク
な
匂
ひ
を
此

時
程
嬉
し
く
思
つ
た
事
は
な
か
つ
た
︒

つ
く
づ
く
一
人
が
淋
し
く
な
つ
た
︒
／
揚
白
花
の
や
う
に
美
し
い
男

が
欲
し
く
な
つ
た
︒

一
本
の
棒
を
二
人
で
一
生
懸
命
押
し
あ
つ
た
︒
／
あ
ゝ
そ
ん
な
瞳め

を

な
さ
る
と
︑
と
て
も
私
は
も
ろ
い
女
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
愛
情
に
飢

え
て
ゐ
る
私
は
︑
胸
の
奥
が
︑
擽
ぐ
つ
た
く
ジ
ン
ジ
ン
鳴
つ
て
ゐ
る
︒

あ
ゝ
私
は
激
流
の
や
う
な
は
げ
し
さ
で
︑
二
枚
の
脣
を
︑
彼
の
人

の
脣
に
押
し
つ
け
て
し
ま
つ
た
︒

颯
爽
と
し
た
朝
風
を
あ
び
て
︑
私
は
島
へ
ハ
ン
カ
チ
を
振
つ
た
︒

初
刊

茫
々
と
し
た
霞
の
中
に
私
は
神
様
の
手
を
見
た
︒
真
黒
い
神
様
の

腕
を
見
た
︒

引
き
止
め
て
も
引
き
止
ま
ら
な
い
切
れ
た
が
る
き
づ
な

0

0

0

な
ら
ば
此
男

と
も
あ
つ
さ
り
別
れ
て
し
ま
ふ
よ
り
仕
方
が
な
い
︙
︙
︒

私
は
圏
外
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
︑
た
つ
た
一
人
の
登
場
人
物
だ
︑
茫

然
と
夜
空
を
見
て
ゐ
る
と
此
男
と
も
駄
目
だ
よ
と
誰
か
が
云
つ
て

ゐ
る
︒
あ
ま
の
じ
や
く

0

0

0

0

0

0

が
ど
つ
か
で
哄
笑
つ
て
ゐ
る
︑

﹁
何
だ
か
一
人
で
ゐ
た
く
な
つ
た
の
︙
︙

街
の
四
ツ
角
で
︑

私
は
油
絵
具
の
中
に
ひ
そ
む
︑
油
の
匂
ひ
を
此
時
程
悲
し
く
思
つ

た
事
は
な
か
つ
た
︒

つ
く
づ
く
一
人
が
淋
し
く
な
つ
た
︒
揚
白
花
の
や
う
に
美
し
い
ひ
と

が
欲
し
く
な
つ
た
︒

一
本
の
棒
を
二
人
で
一
生
懸
命
押
し
あ
つ
て
ゐ
る
気
持
ち
な
り
︒

あ
ゝ
私
は
激
流
の
や
う
な
激
し
さ
で
泣
い
て
ゐ
る
の
だ
︒

朝
風
を
あ
び
て
︑
私
は
島
へ
さ
よ
な
ら
と
ハ
ン
カ
チ
を
振
つ
て
ゐ
る
︒

決
定
版
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そ
れ
に
よ
り
︑
彼
は
心
の
空
隙
を
紛
ら
わ
す
代
理
と
な
り
︑
そ
う
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
︑
以
前
の
男
性
へ
の
思
い
が
強
調
さ
れ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
に
同
時
並
行
的
な
欲
望
が
消
去
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
一
人
ひ
と
り
の
男
性
に
は
一
途
で
あ
る
印
象
は
強
ま
る
︒
以
下
の
㉑
で

﹁
放
浪
﹂
が
﹁
男
に
迷
ふ
﹂
と
直
さ
れ
て
い
る
の
も
︑
そ
の
没
入
を
あ
ら
わ
す
が
︑
森
英
一
が
夙
に
指
摘
す
る
よ
う
に2

︑
初
刊
で
は
男
性
遍
歴
こ

そ
︿
放
浪
﹀
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
決
定
版
で
の
︿
放
浪
﹀
は
︑
生
活
一
般
の
こ
と
に
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

第
三
の
︑
淫
売
婦
と
の
隣
接
性
の
理
由
の
変
化
は
︑
以
上
に
関
わ
る
︒
㉖
の
よ
う
に
︑
初
刊
で
の
淫
売
婦
へ
の
転
落
は
︑
貧
し
さ
も
間
接
的
な

㉑㉒㉓ 番
号

76155155 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

私
は
も
う
男
に
放
浪
す
る
事
は
恐
ろ
し
い
︒

私
は
︑
東
京
の
男
の
事
を
思
ひ
出
し
て
︑
涙
が
あ
ふ
れ
た
︒

何
も
満
足
に
出
来
な
い
女
︑
男
に
放
浪
し
職
業
に
放
浪
す
る
私
︑

あ
ゝ
全
く
頭
が
痛
く
な
る
話
だ
︒ 初

刊

私
は
も
う
男
に
迷
ふ
こ
と
は
恐
ろ
し
い
の
だ
︒

私
は
︑
東
京
の
生
活
を
思
ひ
出
し
て
涙
が
あ
ふ
れ
た
︒

何
も
満
足
に
出
来
な
い
私
で
あ
る
︒
あ
ゝ
全
く
考
へ
て
み
れ
ば
︑
頭

が
痛
く
な
る
話
だ
︒

決
定
版

㉔㉕㉖ 番
号

57114119 新
潮
文

庫
ペ
ー
ジ

美
し
い
街
の
舗
道
を
今
日
も
私
は
︑ 

─
女
を
買
つ
て
く
れ
な
い

か
︑
女
を
売
ら
う
︙
︙
と
野
良
犬
の
や
う
に
彷
徨
し
た
︒

グ
ウ
グ
ウ
鳴
る
腹
の
音
を
聞
く
と
︑
私
は
子
供
の
や
う
に
悲
し
く
な

つ
て
︑
遠
く
に
明
る
い
廓
の
女
郎
達
が
ふ
つ
と
羨
ま
し
く
な
つ
た
︒

生
き
る
事
が
実
際
退
屈
に
な
つ
た
︒
／
こ
ん
な
処
で
働
い
て
ゐ
る

と
︑
荒
さ
ん
で
︑
荒
さ
ん
で
︑
私
は
万
引
で
も
し
た
く
な
る
︒
女

馬
賊
に
で
も
な
り
た
く
な
る
︒
╱
イ
ン
バ
イ
に
で
も
な
り
た
く
な
る
︒

初
刊

美
し
い
街
の
舗
道
を
今
日
も
私
は
︑
私
を
買
つ
て
く
れ
な
い
か
︑

私
を
売
ら
う
︙
︙
と
野
良
犬
の
や
う
に
彷
徨
し
て
み
た
︒

グ
ウ
グ
ウ
鳴
る
腹
の
音
を
聞
く
と
︑
私
は
子
供
の
や
う
に
悲
し
く

な
つ
て
来
て
︑
遠
く
明
る
い
廓
の
女
郎
達
が
ふ
つ
と
羨
ま
し
く
な

つ
て
き
た
︒
私
は
い
ま
飢
ゑ
て
ゐ
る
の
だ
︒

生
き
る
事
が
実
際
退
屈
に
な
つ
た
︒
こ
ん
な
処
で
働
い
て
ゐ
る

と
︑
荒
さ
ん
で
︑
荒
さ
ん
で
︑
私
は
万
引
で
も
し
た
く
な
る
︒
女

馬
賊
に
で
も
な
り
た
く
な
る
︒ 決

定
版
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理
由
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
︑
女
馬
賊
と
並
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
自
身
の
移
り
気
と
冒
険
心
と
い
う
性
情
に
起
因
し
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
こ
ま
で

述
べ
て
来
た
男
性
遍
歴
の
奔
放
さ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑
㉕
の
加
筆
に
顕
著
な
よ
う
に
︑
男
性
へ
の
積
極
性
が
消
去
さ
れ

た
決
定
版
で
は
︑
淫
売
婦
は
︑
食
べ
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
の
最
悪
の
選
択
肢
で
あ
る
と
い
え
る
︒

３
．時
代
性
の
消
去

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
︑
決
定
版
の
本
文
で
は
︑﹃
放
浪
記
﹄
が
世
に
出
る
や
否
や
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
理
由
と
も
い
え
る
特
徴
が
︑

悉
く
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
そ
の
最
た
る
も
の
が
︑
労
働
者
の
当
事
者
性
︑
と
く
に
﹁
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
﹂
と

い
う
自
称
の
消
去
で
あ
る
︒

　

神
近
市
子
が
﹁
氏
の
文
学
が
何
故
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
圏
内
に
お
い
て
余
り
重
く
見
ら
れ
な
い
か
は
︑
そ
の
文
学
が
現
す
ル
ン
ペ
ン
性
の
た

め
に
外
な
ら
な
い
﹂︵﹁
女
流
作
家
の
近
況
︵
三
︶﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
〇
年
八
月
一
二
日
︶
と
述
べ
︑
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
﹁
ル
ン
ペ
ン
﹂
だ
が
︑
初
刊
に
お
い
て
は
時
宜
を
得
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒﹁
ル
ン
ペ
ン
﹂
の
語
は
︑
下
村
千
秋

﹁
街
の
ル
ン
ペ
ン
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
〇
年
一
一
月
八
日
～
一
二
月
二
八
日
︶
な
ど
︑
一
九
三
〇
年
前
後
に
流
行
を
み
る
が3

︑
マ
ル
ク
ス
主

義
的
傾
向
の
論
者
か
ら
︑
そ
の
浮
動
性
が
革
命
の
敵
対
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た4

一
方
︑
新
た
な
階
級
と
し
て
と
ら
え
返
さ
れ
よ
う
と
も
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒

　

例
え
ば
︑
大
宅
壮
一
は
︑﹁
ル
ン
ペ
ン
と
ル
ン
ペ
ン
性
と
は
は
つ
き
り
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
述
べ
る
︒﹁
ル
ン
ペ
ン
﹂
は
︑﹁
長
期
の

失
業
に
よ
つ
て
衣
食
住
の
基
礎
を
完
全
に
失
つ
て
街
頭
に
投
げ
出
さ
れ
﹂︑﹁
真
面
目
に
働
き
た
い
が
仕
事
が
な
い
﹂
も
の
︑
現
在
の
経
済
状
況
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
新
た
な
階
級
で
あ
り
︑﹁
問
題
は
ど
う
す
れ
ば
現
在
の
莫
大
な
ル
ン
ペ
ン
が
そ
の
ル
ン
ペ
ン
的
な
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
る

か
と
い
ふ
こ
と
﹂
だ
と
結
論
づ
け
る
︒
ル
ン
ペ
ン
を
︑
産
業
構
造
の
進
化
や
不
況
の
拡
大
に
伴
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
延
長
と
み
な
し
︑﹁
性
来
怠

け
も
の
で
勤
労
生
活
を
嫌
つ
て
浮
浪
の
群
に
投
じ
た
﹂
も
の
＝
﹁
ル
ン
ペ
ン
性
﹂
と
区
別
し
た
点
で
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
陣
営
の
ル
ン
ペ
ン
観
と

対
立
す
る
も
の
と
い
え
る
︵﹁
不
良
少
年
の
商
品
価
値
﹂﹃
若
草
﹄
一
九
三
一
年
七
月
︶︒
ル
ン
ペ
ン
は
︑
個
人
の
気
質
で
は
な
く
︑
社
会
的
な
労
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働
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
を
︑
自
ら
の
方
法
意
識
と
す
れ
ば
︑
伊
福
部
隆
輝
の
よ
う
に
な
る
︒
彼
は
︑
流
布
し
て
い
る
﹁
ル
ン
ペ
ン
文
学
﹂
を
三
つ
に
わ
け
る
︒
す

な
わ
ち
︑﹁
ル
ン
ペ
ン
を
そ
の
文
学
作
品
の
素
材
に
す
る
﹂
も
の
︑﹁
失
業
文
学
で
あ
つ
て
︑
当
然
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
導
理

論
と
す
る
現
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
一
支
派
﹂︑
そ
し
て
﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
一
支
派
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
は
強
権
的
政
治
的
な
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
を
指
導
理
論
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
を
否
定
す
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
﹂
で
︑
真
の
ル
ン
ペ
ン
文
学
は
︑
第
三
の
も
の

と
し
︑﹁
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
社
会
改
造
の
観
念
﹂
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
新
た
な
階
級
を
主
張
し
て
い
る
︵﹁
ル
ン
ペ
ン
文
学
と
は
何
か
﹂﹃
若
草
﹄

一
九
三
一
年
七
月
︶︒

　

周
知
の
通
り
︑﹃
放
浪
記
﹄
に
描
か
れ
た
時
期
︑
芙
美
子
は
南
天
堂
二
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
出
入
り
し
︑
萩
原
恭
次
郎
︑
小
野
十
三
郎
︑
壺
井

繁
治
︑
野
村
吉
哉
︑
岡
本
潤
︑
辻
潤
︑
都
崎
友
雄
な
ど
多
く
は
ア
ナ
キ
ス
ト
︑
ダ
ダ
イ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
詩
人
た
ち
と
知
り
合
い
︑
詩
に
は
そ
の

影
響
が
感
じ
ら
れ
る
︒
伊
福
部
隆
輝
も
︑
そ
の
一
人
で
あ
り
︑
ル
ン
ペ
ン
が
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
に
対
抗
す
る
旗
印
と
な
り
得
た
わ
け
で
あ

る5

︒
た
だ
し
︑
伊
福
部
も
先
ほ
ど
の
文
章
で
︑
ル
ン
ペ
ン
を
ア
ナ
キ
ズ
ム
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
は
い
い
な
が
ら
︑
独
自
性
を
積
極
的
に
定
義
も
し

て
い
な
い
の
は
︑
そ
れ
が
イ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
の
党
派
性
そ
の
も
の
の
破
壊
と
い
う
側
面
が
あ
る

か
ら
で
も
あ
る6

︒

　

そ
の
こ
と
は
︑
批
判
さ
れ
な
が
ら
も
﹁
ル
ン
ペ
ン
と
は
ル
ン
ペ
ン
性
を
も
つ
存
在
だ
﹂
と
言
い
張
る
新
居
格
の
よ
う
な
論
者
も
あ
る
こ
と
で
証

さ
れ
る
︵﹁
ル
ン
ペ
ン
に
対
す
る
再
考
察
﹂﹃
若
草
﹄
一
九
三
一
年
七
月
︶︒
そ
も
そ
も
︑
働
く
意
欲
や
努
力
が
あ
る
ル
ン
ペ
ン
は
︑
そ
の
時
々
の

個
別
的
就
業
︵
失
業
︶
状
態
に
お
い
て
し
か
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
一
般
と
区
別
で
き
な
い
た
め
に
︑
あ
る
い
は
︑
上
記
の
よ
う
な
党
派
性
へ
の

反
抗
の
た
め
に
︑
ル
ン
ペ
ン
表
象
は
区
別
の
た
め
の
徴
と
し
て
﹁
ル
ン
ペ
ン
性
﹂
を
必
要
と
し
て
し
ま
う
の
だ
と
い
え
る
︒
そ
の
よ
う
な
ル
ン
ペ

ン
定
義
の
複
数
性
の
中
で
こ
そ
︑
あ
る
種
楽
観
的
・
享
楽
的
な
﹁
ル
ン
ペ
ン
性
﹂
を
体
現
し
た
﹃
放
浪
記
﹄
が
︑︿
考
え
る
べ
き
重
要
な
問
題
﹀

で
あ
る
こ
と
が
両
立
す
る
︒

　

こ
れ
ら
は
︑
ル
ン
ペ
ン
の
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
︑
批
判
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
︑
そ
れ
だ
け
に
︑
ル
ン
ペ
ン
性
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の
象
徴
と
な
る
享
楽
性
・
無
思
想
性
が
︑
特
に
女
性
の
場
合
︑
初
刊
に
存
在
し
た
積
極
的
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︑
娼
婦
性
と
し
て
表
さ
れ
れ
ば
︑

そ
の
ま
ま
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
の
表
徴
と
な
り
︑
広
範
な
読
者
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
と
な
る
︒
ル
ン
ペ
ン
と
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
の
一
致
は
︑
そ
れ

だ
け
見
れ
ば
突
飛
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
︒
当
時
の
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
表
象
は
︑
バ
ス
ガ
ー
ル
や
シ
ョ
ッ
プ
ガ
ー
ル
な
ど

特
定
の
職
業
や
︑
断
髪
と
い
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
以
上
に
︑
女
性
の
意
識
の
あ
り
方
の
変
化
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

典
型
的
な
も
の
は
︑
か
つ
て
の
︿
新
し
い
女
﹀
と
対
照
し
︑︿
新
し
い
女
﹀
の
意
識
偏
重
に
対
し
︑
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
自

由
さ
に
進
化
を
み
る
も
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
よ
く
引
か
れ
る
片
岡
鉄
兵
は
︑
現
代
の
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
を
﹁
感
覚
的
︑
享
楽
︑
肉
体
的
刺
激
の
追

及
﹂
と
い
っ
た
﹁
比
較
的
自
由
な
物
の
考
へ
方
を
し
て
居
る
女
の
型
﹂︑﹁
勿
論
自
覚
も
し
て
居
る
が
︑
そ
の
自
覚
は
知
識
的
で
あ
る
よ
り
生
活

的
﹂︑﹁
生
活
気
分
の
ま
に
ま
に
動
い
て
い
る
自
然
の
姿
﹂
と
し
︑
恋
愛
に
心
を
求
め
ず
︑
肉
体
的
な
彼
女
達
を
﹁
娼
婦
型
﹂
と
呼
ぶ
︒
一
方
︑
か

つ
て
の
︿
新
し
い
女
﹀
は
﹁
思
想
的
に
目
醒
め
た
の
で
は
あ
る
が
︑
生
れ
つ
き
の
﹃
新
し
い
女
﹄
で
は
な
か
つ
た
﹂︑﹁
型
に
は
ま
つ
た
女
ら
し
さ

か
ら
︑
脱
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
云
ふ
意
識
が
強
く
︑︵
中
略
︶
男
と
同
等
の
権
利
を
要
求
す
る
た
め
に
︑
男
と
同
様
の
振
舞
ひ
を
し
や
う

と
︑
意
識
的
に
努
力
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
︵
片
岡
鉄
兵
﹃
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
の
研
究
﹄
金
星
堂
︑
一
九
二
七
年
︶︒︿
自
然
﹀
の
語
で
女

性
の
︿
意
識
﹀
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
実
は
︿
新
し
い
女
﹀
の
時
代
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
言
説
パ
タ
ー
ン
に
過
ぎ
な
く
も
あ
る
が
︑

﹃
放
浪
記
﹄
の
︿
思
想
の
な
さ
﹀
や
娼
婦
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
こ
の
︿
自
由
﹀︿
自
然
﹀
に
合
致
す
る
︒

　

も
ち
ろ
ん
︑
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
に
職
業
婦
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
つ
き
も
の
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
が
男
性
に
都
合
の
よ
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
れ
ば7

不
思
議
で
は
な
い
が
︑
都
市
文
化
と
同
時
進
行
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
盛
り
上
が
り
と
と
も
に
︑
そ
う
し
た
男
性
の
志
向
を
理
解
し
て
く
れ
る

モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
や
︑
左
傾
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
も
多
く
描
か
れ
た8

︒
当
時
の
小
説
に
も
︑
男
性
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
思
考
に

目
覚
め
る
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
の
小
説
が
多
く
現
れ
る9

︒
女
性
の
側
の
︑﹁
正
し
い
意
味
に
於
け
る
新
し
い
女
﹂
は
︑﹁
あ
ら
ゆ
る
虐
げ
ら
れ
辱
め
ら

れ
た
無
産
大
衆
の
解
放
﹂
を
知
る
者
だ
︑
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
︵
江
馬
三
枝
子
﹁
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
と
新
し
い
女
﹂﹃
若
草
﹄
一
九
二
八
年
一

月
︶︑
額
面
通
り
に
受
け
取
ら
れ
た
か
は
さ
て
お
き
︑
こ
れ
を
後
押
し
す
る
︒
コ
ロ
ン
タ
イ
の
﹃
赤
い
恋
﹄︵
松
尾
史
郎
訳
︑
一
九
二
七
年
︶
や

﹃
三
代
の
恋
﹄︵
林
房
雄
訳
︑﹃
恋
愛
の
道
﹄
一
九
二
八
年
所
収
︶
が
︑
内
容
以
上
に
︑
風
俗
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
よ
い
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だ
ろ
う10

︒
コ
ロ
ン
タ
イ
に
は
︑
女
性
た
ち
の
様
々
な
批
判
が
あ
っ
た
の
は
い
わ
ず
も
が
な
だ
が
︑﹃
放
浪
記
﹄
に
は
実
は
﹁
赤
﹂
と
い
う
色
が
多

用
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
初
刊
で
は
娼
婦
性
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る11

︒﹃
放
浪
記
﹄
の
︿
思
想
の
な
い
﹀
主
人
公
は
︑
著
者
が
ど
う
思
お
う
と
︑

コ
ロ
ン
タ
イ
よ
り
も
一
層
︑
こ
う
し
た
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
表
象
に
最
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒﹃
放
浪
記
﹄
の
主
人
公
は
︑
ル
ン
ペ
ン
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
な
の
で
あ
り
︑
芙
美
子
は
︑
洋
装
が
で
き
る
社
会
的
・
経
済
的
位
置
を
得
て
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
と
し
て
開
花

し
た
わ
け
で
は
な
い
︒

４
．小
説
家
へ
の
転
身
と
抒
情
の
転
倒

　

そ
う
で
あ
れ
ば
︑
一
九
三
七
年
の
選
集
︑
一
九
三
九
年
の
決
定
版
は
︑
ル
ン
ペ
ン
・
ア
ナ
キ
ズ
ム
を
支
え
る
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
停
滞
︑
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
壊
滅
︑
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
流
行
の
下
降
な
ど
︑
複
合
的
な
変
化
へ
の
対
応
で
あ
ろ
う
︒
す
で
に
﹁
ル
ン
ペ
ン
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
﹂
の
語
を
削
除
し
た
選
集
で
は
﹁
あ
と
が
き
﹂
が
つ
け
加
え
ら
れ
︑﹁
え
ら
い
方
達
の
云
ふ
﹁
思
想
﹂
も
大
切
で
は
あ
る
け
れ
ど
︑
生
活
あ
つ

て
こ
そ
の
思
想
で
︑
思
想
と
は
高
邁
な
も
の
ば
か
り
し
か
口
に
し
な
い
人
達
の
も
の
で
も
な
い
と
思
ひ
ま
す
﹂
と
︑
放
浪
は
﹁
生
活
﹂
と
し
て
括

ら
れ
る
︒
そ
の
と
き
す
で
に
︑﹃
放
浪
記
﹄
の
﹁
思
想
﹂
と
の
対
立
は
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
対
立
で
は
な
く
な
り
︑﹁
生
活
﹂
の
語
が
︑
そ
の
時

代
時
代
で
意
味
内
容
を
違
え
て
流
行
す
る
︑
そ
の
い
ず
れ
に
も
寄
り
添
う
こ
と
の
で
き
る
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
芙
美
子
の
状

況
へ
の
適
応
能
力
に
は
︑
卓
越
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
︒

　

同
時
に
︑
こ
の
間
︑
芙
美
子
は
︑
詩
か
ら
小
説
へ
と
書
く
ジ
ャ
ン
ル
を
変
え
て
い
る
︒
多
く
の
短
編
や
﹃
泣
蟲
小
僧
﹄
の
連
載
を
経
て
︑
一
九

三
五
年
九
月
の
﹃
牡
蠣
﹄
で
︑
客
観
小
説
の
書
き
手
と
し
て
立
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
は
︑
２
節
ま
で
で

指
摘
し
た
改
変
に
加
え
︑
決
定
版
﹃
放
浪
記
﹄
で
は
︑
テ
ク
ス
ト
中
に
現
れ
る
﹁
芙
美
子
﹂
と
い
う
名
前
が
多
く
消
去
さ
れ
︑
森
英
一
が
指
摘
し

た
よ
う
に12

︑
初
刊
に
は
あ
っ
た
︑
主
人
公
が
︿
書
く
﹀
こ
と
へ
の
言
及
が
︑
か
な
り
多
く
消
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
作
家
の
自
己
言
及

的
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
的
な
要
素
は
影
を
潜
め
︑
貧
し
い
境
遇
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
︑
け
な
げ
に
生
き
る
市
井
の
一
人
物
の
︿
物
語
﹀
と
し
て
の

側
面
が
極
め
て
強
い
と
言
え
る
︒
そ
の
意
味
で
芙
美
子
は
︑
自
身
の
創
作
の
背
景
を
う
ち
あ
け
る
詩
人
で
は
な
く
︑
物
語
内
容
を
読
ま
せ
る
小
説
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家
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う13

︒

　

た
だ
し
︑
決
定
版
で
よ
り
多
く
︑
現
在
の
﹃
放
浪
記
﹄
の
原
型
が
整
え
ら
れ
て
お
り
︑
体
験
し
た
出
来
事
か
ら
﹁
十
年
﹂
経
っ
た
︵
選
集
あ
と

が
き
︶︑
と
い
う
時
間
的
距
離
だ
け
で
は
︑
一
九
三
七
年
の
選
集
と
接
近
し
た
一
九
三
九
年
の
決
定
版
の
差
異
を
説
明
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
決
定

版
で
の
主
人
公
が
︑
み
て
き
た
よ
う
に
同
情
を
誘
う
物
語
に
調
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
︑
疑
問
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
詩
人
か
ら

小
説
家
に
転
じ
た
芙
美
子
が
常
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
の
は
︑
抒
情
性
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
で
あ
る
︒
ル
ン
ペ
ン
・
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
と
い
う
特
定
の
時
期
の
看
板
を
下
ろ
す
こ
と
は
︑
む
し
ろ
抒
情
批
判
に
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
︒

　

と
い
う
の
は
︑
詩
性
・
抒
情
性
の
指
摘
は
︑﹃
放
浪
記
﹄
発
表
前
後
か
ら
多
い
が
︑
そ
れ
は
﹃
放
浪
記
﹄
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
︿
思
想
﹀
と

の
対
立
の
構
図
と
関
係
し
て
お
り
︑
抒
情
は
︑︿
思
想
﹀
は
な
い
が
抒
情
は
あ
る
︑
と
い
う
形
で
︑
評
者
が
︿
思
想
﹀
に
重
き
を
置
か
な
い
場
合

に
相
対
的
に
浮
上
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
評
価
す
る
も
の
と
し
て
は
︑
例
え
ば
既
に
あ
げ
た
神
近
市
子
は
︑
芙
美
子
を
ル
ン
ペ
ン
と
述
べ
る

の
は
﹁
け
な
し
て
ゐ
る
﹂
の
で
は
な
く
︑﹁
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
し
て
は
第
二
位
﹂
だ
が
︑﹁
珠
玉
の
や
う
に
光
る
詩
が
ち
り
ば
め
ら
れ
﹂︑﹁
素

朴
で
楽
し
い
﹂︑
と
評
価
し
て
い
る
︵﹁
林
芙
美
子
論
﹂﹃
若
草
﹄
一
九
三
一
年
五
月
︶︒
板
垣
直
子
も
ま
た
︑﹃
放
浪
記
﹄
の
文
章
を
﹁
そ
れ
〴
〵

に
お
も
し
ろ
い
い
ゝ
も
の
許
り
で
あ
る
﹂︑﹁
抒
情
詩
才
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
﹂︑
詩
の
挿
入
が
﹁
文
学
的
効
果
を
増
す
の
に
役
立
つ
て
ゐ
る
﹂
と
文

学
性
を
評
価
す
る
︵﹁
新
興
女
流
作
家
﹂﹃
女
人
芸
術
﹄
一
九
三
〇
年
九
月
︶︒

　

批
判
と
し
て
は
︑﹁
所
謂
詩
韻
を
持
つ
た
う
ま
い
小
品
だ
︒
だ
が
ダ
ニ
の
や
う
に
く
つ
ゝ
い
て
離
れ
な
い
こ
の
ル
ン
ペ
ン
性
と
ロ
マ
ネ
ス
ク
と

自
我
的
真
実
と
の
吐
露
は
︑
や
が
て
文
学
と
し
て
の
効
力
を
失
墜
す
る
で
あ
ら
う
﹂︵
加
藤
信
也
﹁
文
芸
時
評
そ
の
他
︵
四
︶﹂﹃
や
ま
と
新
聞
﹄

一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
二
日
︶
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

　

抒
情
性
の
高
評
価
が
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
対
抗
と
し
て
の
ル
ン
ペ
ン
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
構
図
に
お
い
て
︑
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
壊

滅
︑
そ
れ
に
従
っ
て
ル
ン
ペ
ン
の
語
が
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
︑
抒
情
性
が
社
会
問
題
・
思
想
問
題
と
い
う
広
が
り
を
失
い
︑
感
情
的
な
文
学

に
矮
小
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
同
時
期
に
小
説
に
転
じ
た
こ
と
で
︑
芙
美
子
の
抒
情
は
︑
ジ
ャ
ン
ル
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
︑
女
性
で
あ
る
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こ
と
と
も
関
連
づ
け
て
語
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
定
着
す
る
︒
抒
情
性
の
価
値
は
大
幅
に
下
落
す
る
︒
代
表
例
が
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

﹃
魚
の
序
文
﹄
の
林
芙
美
子
は
相
変
は
ら
ず
の
抒
情
詩
人
で
は
あ
る
︒
こ
れ
で
抜
け
き
れ
ゝ
れ
ば
そ
れ
も
よ
か
ら
う
が
︑
ど
う
や
ら
少
し
溺

れ
気
味
に
見
え
る
︒
女
で
も
年
を
と
れ
ば
皺
が
寄
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
─
抒
情
詩
人
と
い
へ
ど
も
例
外
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
︒

 

︵
木
村
毅
﹁
四
月
文
壇
の
印
象
﹂﹃
九
州
日
報
﹄
一
九
三
三
年
四
月
一
三
日
︶

︵
注
・﹁
鷲
﹂
に
つ
い
て
︶
だ
が
作
者
は
現
在
の
と
こ
ろ
骨
の
髄
ま
で
詩
人
で
あ
る
︒
叙
情
詩
人
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
結
構
な
事
で

は
あ
る
が
︑
時
々
散
文
小
説
家
の
う
ち
に
は
︑
余
り
に
涙
と
い
ふ
文
字
の
多
い
此
の
作
品
に
︑
好
意
あ
る
苦
笑
を
禁
じ
得
な
い
人
も
あ
る
で

あ
ら
う
︒ 

︵
明
石
鉄
也
﹁
文
芸
時
評
﹂﹃
文
芸
首
都
﹄
一
九
三
三
年
七
月
︶

　

こ
の
よ
う
な
評
は
︑
こ
の
頃
芙
美
子
の
小
説
作
品
が
次
々
と
発
表
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
︑
連
綿
と
続
い
て
い
く
︒
叙
情
性
を
評
価
す
る
も
の
が

一
定
程
度
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
そ
れ
が
︑
自
分
の
体
験
を
書
い
た
も
の
に
強
く
現
れ
る
の
は
︑
初
期
﹃
放
浪
記
﹄
の
通
り
の
フ
レ

ッ
シ
ュ
さ
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
︑
も
っ
と
大
局
的
な
視
点
が
必
要
な
は
ず
の
︿
小
説
﹀
に
は
未
だ
到
達
し
な
い
も
の
と
い

う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
に
裏
返
る
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
作
品
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
褒
貶
を
み
れ
ば
明
か
で
あ
る
︵
い
ず
れ
も
﹁
散
文
家
の
日

記
﹂
に
つ
い
て
︶︒

こ
れ
は
作
者
自
身
で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
る
女
主
人
公
が
病
を
得
て
︑
夫
と
海
浜
に
暫
く
暮
し
て
ゐ
る
間
の
こ
と
を
日
記
風
に
書
か
れ
た

も
の
だ
が
︑
繊
細
な
心
持
に
豊
か
な
詩
情
が
溢
れ
て
ゐ
る
︒︵
古
木
鉄
太
郎
﹁
三
月
作
品
評
﹂﹃
帝
国
大
学
新
聞
﹄
一
九
三
四
年
二
月
二
六
日
︶

之
と
い
ふ
テ
ー
マ
も
な
く
従
つ
て
作
者
が
構
成
的
な
苦
心
を
払
ふ
必
要
も
な
く
︑
其
日
其
日
の
出
来
事
や
感
想
を
書
き
綴
つ
た
も
の
で
︑
小

説
的
の
内
容
は
盛
ら
れ
て
ゐ
な
い
︒
だ
か
ら
創
作
と
し
て
は
受
け
と
り
が
た
い
︒

 

︵
保
高
徳
蔵
・
篠
原
文
雄
﹁
三
月
号
の
作
品
評
﹂﹃
信
濃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
三
四
年
三
月
二
日
︶
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先
ほ
ど
︑
決
定
版
で
の
哀
れ
さ
へ
の
調
律
へ
疑
問
を
呈
し
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
に
照
ら
し
て
で
あ
る
︒﹃
放
浪
記
﹄
が
よ
り
小
説
化
さ

れ
た
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
︑
抒
情
と
も
み
ら
れ
る
哀
れ
な
︿
物
語
﹀
は
︑
芙
美
子
の
作
家
と
し
て
の
評
価
を
悪
く
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は

さ
ら
な
る
挑
発
な
の
だ
ろ
う
か
︒
芙
美
子
自
身
が
︑
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
決
定
版
に
手
を
入
れ
た
の
か
は
︑
わ
か
ら
な
い
︒
た
だ
し
︑
こ

の
改
変
が
︑
悪
評
に
あ
え
て
挑
戦
す
る
反
抗
心
だ
と
も
言
い
切
れ
な
い
状
況
の
変
化
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
選
集
と
決
定
版
の
間
に
あ
る

の
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑
武
漢
作
戦
へ
の
随
行
と
︑﹃
戦
線
﹄︵
一
九
三
八
年
一
二
月
︶︑﹃
北
岸
部
隊
﹄︵
中
央
公
論
社
︑
一
九
三
九
年
一
月
︶

の
上
梓
だ
か
ら
で
あ
る
︒

た
と
へ
ば
︑
林
芙
美
子
氏
の
﹁
北
岸
部
隊
﹂︑
こ
れ
を
﹁
小
説
﹂﹁
創
作
﹂
な
ど
の
名
で
呼
ん
で
批
評
す
る
こ
と
は
林
氏
の
望
む
と
こ
ろ
で
は

な
い
で
あ
ら
う
︒
日
記
の
形
の
ま
ま
で
︑
北
岸
部
隊
に
従
つ
て
行
つ
た
何
日
か
の
見
聞
が
呈
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
︑
そ
の
感
動
︑
感

傷
︑
よ
ろ
こ
び
︑
苦
し
み
は
︑
生
の
ま
ま
で
投
げ
出
さ
れ
︑
極
言
す
れ
ば
︑
彼
女
が
現
実
か
ら
受
け
た
感
銘
や
︑
そ
れ
に
対
す
る
思
想
は
︑

前
後
矛
盾
さ
へ
も
し
て
ゐ
る
︒
つ
ま
り
︑
大
き
な
現
実
に
体
ご
と
ぶ
つ
か
つ
た
と
き
の
︑
感
情
の
動
揺
が
そ
の
ま
ま
に
出
て
ゐ
る
こ
と
に
︑

林
芙
美
子
な
る
文
学
者
の
面
目
が
横
溢
し
︑
そ
こ
に
こ
そ
こ
の
一
篇
の
深
い
魅
力
が
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
︒

 

︵
阿
部
知
二
﹁
文
芸
時
評
︵
三
︶
素
材
と
詩
と
文
学
﹂﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
八
年
一
二
月
二
九
日
︶

　

小
説
と
︑︿
そ
れ
以
外
﹀
の
ジ
ャ
ン
ル
の
位
階
関
係
は
︑
戦
争
に
よ
る
報
告
文
学
の
浮
上
で
︑
逆
転
す
る
︒
こ
の
引
用
の
後
半
が
︑﹃
放
浪
記
﹄

に
向
け
ら
れ
た
評
価
と
見
ま
が
う
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒﹃
放
浪
記
﹄
が
再
評
価
さ
れ
る
土
壌
は
整
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
至
っ

て
︑
選
集
か
ら
決
定
版
と
い
う
矢
継
ぎ
早
な
出
版
が
機
を
摑
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
︑
も
ち
ろ
ん
︑
問
題
は
︑
報
告
・
実
録
と

抒
情
と
の
関
係
で
あ
る
︒
例
え
ば
中
條
百
合
子
が
︑
こ
の
時
期
の
芙
美
子
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
評
価
を
し
て
い
る
の
を
合
わ
せ
て
み
た
い
︒
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ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
あ
る
社
会
的
時
期
に
示
す
危
険
性
と
い
ふ
も
の
が
人
々
の
注
目
を
ひ
く
や
う
に
な
つ
た
の
は
一
二
年
来
の
こ
と
で
あ
る

が
︑
時
局
が
紛
糾
し
た
と
き
︑
作
家
ら
し
く
な
い
作
家
的
面
を
露
出
す
る
の
が
か
へ
つ
て
日
頃
︑
い
は
ゆ
る
抒
情
的
な
作
風
で
買
は
れ
て
ゐ

る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
︑
意
味
深
い
一
つ
の
警
告
で
あ
る
と
思
ふ
︒
た
と
へ
ば
岡
本
か
の
子
氏
︑
林
芙
美
子
氏
の
あ
る
種
の
文
章
が
そ
う
で

あ
る
︒ 

︵
中
條
百
合
子
﹁
文
芸
時
評
︵
一
︶　

時
局
と
作
家
﹂﹃
報
知
新
聞
﹄
一
九
三
七
年
八
月
二
五
日
︶

　

す
で
に
時
局
と
の
か
か
わ
り
で
︑
全
体
に
明
確
さ
を
欠
い
た
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
が
︑
当
然
国
策
と
同
調
す
る
作
家
の
高
揚
感
に
不
快
を
示

し
︑
こ
の
時
期
の
芙
美
子
の
実
録
・
報
告
的
な
仕
事
に
︑︿
抒
情
﹀
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
︑
阿
部
知
二
の
先
ほ
ど
の

文
章
で
は
︑
こ
れ
ま
で
な
ら
現
実
を
冷
徹
に
み
つ
め
る
は
ず
の
︿
小
説
﹀
に
は
数
え
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
︿
抒
情
﹀
が
︑
逆
に
虚
構
で
な
い
︿
リ

ア
ル
﹀
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
転
倒
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
戦
争
状
況
は
︑︿
リ
ア
ル
﹀
と
︿
抒
情
﹀
の
関
係
を
一
変
さ
せ
る
︒
理

想
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
︑
状
況
に
悲
憤
慷
慨
す
る
高
揚
が
︑
現
実
ら
し
く
み
え
る
と
き
︑
現
実
が
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹃
放
浪
記
﹄
決
定

版
は
︑
繰
り
返
す
が
︑
体
験
当
時
の
語
彙
を
変
え
て
︑
よ
り
悲
惨
に
な
り
︑
ユ
ー
モ
ア
と
い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
の
視
点
が
失
わ
れ
︑
主
人
公
の
生
活

に
同
情
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
改
変
さ
れ
て
い
る
︒
主
人
公
の
哀
れ
さ
へ
の
共
感
と
い
う
意
味
で
は
︑
抒
情
性
を
高
め
な
が
ら
も
︑
し
か
し
︑

自
己
の
体
験
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
︑
再
構
成
し
た
と
い
う
意
味
で
︑
芙
美
子
は
こ
の
と
き
︑
確
か
に
小
説
家
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
う
だ
と
す
れ

ば
︑
阿
部
知
二
の
よ
う
な
﹃
放
浪
記
﹄
作
者
へ
の
評
価
が
︑
か
つ
て
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
む
し
ろ
﹃
放
浪
記
﹄

を
書
き
か
え
た
作
者
の
変
節
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
も
︑
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

　
﹃
放
浪
記
﹄
の
出
版
が
度
重
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
こ
の
決
定
版
自
体
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
の
批
評
は
︑
残
念
な
が
ら
︑
あ
ま
り

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
そ
の
後
の
﹃
放
浪
記
﹄
評
の
多
く
が
︑
こ
の
戦
前
の
決
定
版
を
第
一
部
・
第
二
部
と
し
て
ほ
ぼ
踏
襲
し
て

ゆ
く
新
潮
社
の
版
を
用
い
て
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑﹃
放
浪
記
﹄
が
芙
美
子
の
赤
裸
々
な
記
録
と
み
な
さ
れ
る
の
に
︑
こ
の
戦
前
の
決
定
版
の
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影
響
が
小
さ
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
複
雑
な
戦
後
版
に
つ
い
て
は
︑
改
め
て
の
調
査
が
必
要
だ
が
︑﹃
放
浪
記
﹄
の
度
重
な
る
書
き
換
え

に
よ
っ
て
︑
ど
の
時
期
に
お
い
て
も
支
配
的
な
思
潮
に
そ
れ
ぞ
れ
寄
り
添
っ
て
み
え
る
こ
と
は
︑
芙
美
子
が
戦
後
ま
で
主
要
な
作
家
の
位
置
を
保

ち
続
け
た
並
大
抵
で
な
い
努
力
を
物
語
る
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
行
為
は
︑
そ
の
時
々
に
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
問
題
に
対
し
︑
芙
美
子
が
真
摯
に

対
応
し
た
か
ら
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
︑
事
後
的
に
簡
単
に
断
罪
で
き
る
も
の
で
も
な
い
︒﹃
放
浪
記
﹄
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
さ
ら
に
微
分
し
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
︒
そ
う
し
て
初
め
て
︑
こ
の
難
し
い
評
価
の
糸
口
が
つ
か
め
る
の
だ
と
考
え
る
︒

註1 

森
英
一
﹁﹃
放
浪
記
﹄
論　

そ
の
基
礎
的
研
究
﹂︵﹃
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
﹄
一
九
八
四
年
二
月
︶︑
尾
形
明
子
﹃
作
家
の
自
伝
17
林
芙
美
子
﹄︵
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
四
年
︶︑
廣
畑
研
二
校
訂
﹃
林
芙
美
子　

放
浪
記
︵
復
元
版
︶﹄︵
論
創
社
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
姜
銓
鎬
﹁
林
芙
美
子
﹃
放
浪

記
﹄
の
成
立
過
程　

改
造
社
版
か
ら
新
潮
社
版
ま
で
﹂︵﹃
研
究
論
集
﹄
二
〇
一
三
年
一
二
月
︶︒

2 

注
1
森
英
一
に
同
じ
︒

3 

小
関
和
弘
﹁
モ
ダ
ン
都
市
の
浮
浪
者
と
下
層
社
会
﹂︵﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化　

第
２
期　

第
35
巻　

浮
浪
者
と
下
層
社
会
﹄
ゆ
ま
に
書

房
︑
二
〇
〇
八
年
︶︒

4 

金
井
景
子
﹁
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
﹂︵﹃
日
本
文
学
﹄
一
九
八
三
年
四
月
︶︒

5 

ア
ナ
キ
ス
ト
の
ル
ン
ペ
ン
へ
の
同
情
に
つ
い
て
は
︑
新
居
格
﹁
ル
ン
ペ
ン
文
学
の
指
標
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
三
一
年
五
月
︶
も
述
べ
て
い
る
︒

6 

伊
福
部
自
身
は
︑﹁
放
浪
記
﹂
は
本
当
の
ル
ン
ペ
ン
文
学
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
は
︑﹃
放
浪
記
﹄
の
ル
ン
ペ
ン
性
の
ゆ
え
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑

林
芙
美
子
も
ま
た
︑
思
想
と
し
て
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
否
定
し
て
お
り
︵
平
林
た
い
子
﹃
林
芙
美
子
﹄
新
潮
社
︑
一
九
六
九
年
︶︑
共
通
す
る
思
想
傾

向
を
認
め
た
が
ら
な
い
こ
と
自
体
が
彼
ら
の
主
張
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒

7 

佐
光
美
穂
﹁
新
し
く
あ
る
こ
と
︑
新
し
さ
を
書
く
こ
と
︑
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
を
書
く
こ
と
─
大
正
一
〇
年
代
の
文
学
的
状
況
の
中
の
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
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ル
﹂︵﹃
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
﹄
一
九
九
八
年
一
二
月
︶︒

8 
山
下
悦
子
﹁
コ
ロ
ン
タ
イ
の
恋
愛
論
と
転
向
作
家
達
─
一
九
二
〇
年
代
後
半
の
恋
愛
遊
戯
﹂︵﹃
日
本
研
究
﹄ 

一
九
九
〇
年
三
月
︶︒

9 
片
岡
鉄
兵
の
﹁
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
論
﹂
を
掲
載
し
た
雑
誌
﹃
若
草
﹄
を
︑
流
行
の
目
安
と
し
て
み
る
な
ら
︑
藤
沢
桓
夫
﹁
彼
女
﹂︵﹃
若
草
﹄
一
九
二
八

年
三
月
︶︑
江
馬
修
﹁
三
様
の
恋
態
﹂︵﹃
若
草
﹄
一
九
二
八
年
一
〇
月
︶
な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
推
薦
小
説
の
澤
野
章
﹁
真
赤
な
太
陽
﹂︵﹃
若
草
﹄
一

九
二
八
年
八
月
︶
は
︑﹃
放
浪
記
﹄
と
類
似
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
︒

10 

秋
山
洋
子
﹁﹃
赤
い
恋
﹄
の
衝
撃
─
コ
ロ
ン
タ
イ
の
受
容
と
誤
解
﹂︵﹃︿
大
衆
﹀
の
登
場
─
ヒ
ー
ロ
ー
と
読
者
の
二
〇
～
三
〇
年
代　

文
学
史
を
読

み
か
え
る
②
﹄
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
︑
一
九
九
八
年
︶︒

11 

山
川
菊
栄
﹁
婦
人
界
見
た
ま
ま
─
コ
ロ
ン
タ
イ
の
恋
愛
論
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
八
年
九
月
︶
で
は
︑
コ
ロ
ン
タ
イ
に
つ
い
て
﹁
性
的
放
浪
生
活
﹂
と

述
べ
て
い
る
︒

12 

注
1
森
英
一
に
同
じ
︒

13 

さ
ま
ざ
ま
な
例
が
あ
り
︑
一
元
化
は
で
き
な
い
の
だ
が
︑
決
定
版
で
は
︑
も
と
も
と
過
去
形
だ
っ
た
文
末
の
現
在
形
へ
の
書
き
改
め
が
み
ら
れ
る
︒
自

身
の
体
験
と
し
て
は
時
間
的
距
離
が
隔
た
っ
て
し
ま
っ
て
も
︑
逆
に
物
語
世
界
の
現
前
性
は
強
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

＊
授
業
に
お
い
て
﹃
放
浪
記
﹄
を
共
に
考
え
て
く
だ
さ
っ
た
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
生
の
み
な
さ
ん
︑
日
本
大
学
文
理
学
部
大
学
院
生
の

み
な
さ
ん
に
感
謝
い
た
し
ま
す
︒


