
父
系
の
指
・
母
系
の
唇

―
―
松
本
清
張
の
原
形
質
を
も
と
め
て
―
―

横

井

孝

一

峯
太
郎
と
清
張

「
全
集
」
と
い
う
形
態
は
、
特
定
の
著
作
者
の
作
品
を
一
覧
す
る

便
宜
で
は
あ
る
が
、
同
一
規
格
の
な
か
に
押
し
込
め
ら
れ
て
、
初
出

な
い
し
単
行
本
に
あ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
失
う

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
さ
き
に
本
誌
に
お
い
て
、
谷
崎
潤
一
郎
が
自

ら
の
著
述
の
奥
付
に
施
す
「
検
印
」
に
、
そ
の
時
々
の
谷
崎
の
文
学

生
活
が
密
接
に
か
か
わ
り
合
う
こ
と
を
通
覧
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
注
１

。

こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
実
際
に
単
行
本
の
奥
付
に
あ
た
っ
て
み
な
け
れ

ば
気
づ
か
な
い
問
題
だ
っ
た
。「
全
集
」
の
類
が
便
宜
以
外
の
な
に

も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
る
事
実
で
あ
る
。
コ
レ
ク
タ

ー
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
別
個
に
、
研
究
と
い
う
場
に

お
い
て
初
出
・
単
行
本
な
ど
に
回
帰
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
場
合
な

し
と
し
な
い
。

松
本
清
張
の
よ
う
な
、
単
行
本
が
量
産
さ
れ
た
「
流
行
作
家
」
に

あ
っ
て
も
、
事
情
は
右
の
一
般
論
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
事
が
い
え
る
と

思
う
。
そ
の
一
例
に
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
に
文
藝
春
秋
か
ら
刊
行

さ
れ
た
『
史
観
・
宰
相
論
』
が
あ
る
。
該
書
は
、
そ
の
書
名
の
示
す

と
お
り
、
大
久
保
利
通
か
ら
吉
田
茂
ま
で
の
近
代
日
本
の
政
治
主
導

者
た
ち
の
群
像
を
描
く
政
治
史
論
で
あ
る
。
四
六
判
ハ
ー
ド
カ
バ
ー

函
装
で
刊
行
さ
れ
た
そ
れ
に
は
、
見
返
し
紙
の
次
の
、
い
わ
ゆ
る
ト

ビ
ラ
の
裏
中
央
に
、

―
―
明
治
大
正
の
政
治
談
を
好
ん
だ
亡
父
に
捧
ぐ

―５０―
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と
い
う
献
辞
が
あ
る
。
こ
の
献
辞
な
る
も
の
、
近
年
は
と
ん
と
見
か

け
な
い
し
、
も
と
も
と
目
立
た
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
著
者
の
思

い
入
れ
の
一
端
と
し
て
見
過
ご
し
が
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

『
松
本
清
張
全
集
』
に
は
も
ち
ろ
ん
記
載
さ
れ
な
い
し
、
所
収
の
当

該
巻
の
解
説
に
も
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
も
そ
も
一
部
の
作
家

―
―
た
と
え
ば
中
原
中
也
・
宮
澤
賢
治
な
ど
―
―
の
そ
れ
を
除
い
て
、

「
全
集
」
な
る
も
の
の
書
誌
情
報
は
貧
弱
の
ひ
と
こ
と
に
尽
き
る
の

が
通
例
だ
。

清
張
の
父
・
峯
太
郎
の
没
し
た
の
は
一
九
六
二
年
（
昭
和
三
七

年
）
三
月
。
実
に
『
史
観
・
宰
相
論
』
が
刊
行
さ
れ
る
一
八
年
前
と

い
う
こ
と
に
な
る
。『
半
生
の
記
注
２

』
に
「
父
は
政
治
記
事
に
興
味
を

も
っ
て
い
た
。
広
島
県
の
警
察
部
長
の
書
生
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て

い
た
こ
ろ
、
法
律
の
こ
と
を
か
じ
っ
て
い
た
名
残
り
か
も
し
れ
な
い

云
々
」
と
い
う
叙
述
と
合
わ
せ
鏡
に
し
て
、
こ
の
献
辞
の
も
つ
味
わ

い
も
ま
た
ひ
と
し
お
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
清
張
作
品
に
お
け
る
「
父
」
へ
の
思
い
―
―

ひ
い
て
は
「
父
と
子
」
の
関
係
の
物
語
は
、
初
期
か
ら
晩
期
に
い
た

る
ま
で
通
奏
低
音
の
よ
う
に
長
い
息
を
も
っ
て
交
響
す
る
。『
半
生

の
記
』
の
よ
う
な
自
叙
伝
、
ま
た
は
清
張
み
ず
か
ら
自
伝
的
小
説
と

み
と
め
る
『
父
系
の
指
』
な
ど
は
も
と
よ
り
だ
が
、
一
見
そ
の
よ
う

に
み
え
な
い
作
品
に
も
「
父
と
子
の
物
語
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。
丸
谷
才
一
は
、
松
本
が
長
い
雌
伏
の
期
間
を
経
、
上
京

し
て
は
じ
め
て
の
家
を
か
ま
え
た
の
ち
、
家
族
を
東
京
に
呼
び
寄
せ

た
こ
ろ
の
記
述
を
『
半
生
の
記
』
に
も
と
め
、「
東
京
の
各
地
に
興

味
を
も
ち
…
…
無
断
で
ひ
と
り
で
出
歩
い
て
い
た
」
と
い
う
、
清
張

の
描
く
父
親
の
姿
に
敷
衍
し
て
、

こ
の
「
ど
こ
ま
で
も
楽
天
家
」
で
あ
る
父
が
、
八
十
歳
を
越
え

て
ゐ
な
が
ら
一
人
で
勝
手
に
東
京
見
物
に
出
歩
く
姿
は
ま
こ
と

に
楽
し
い
。
そ
こ
に
は
…
…
単
に
息
子
の
努
力
に
よ
つ
て
生
活

が
安
定
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
お
そ
ら
く
終
生
の
念
願
で

あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
東
京
へ
の
移
住
が
か
な
つ
た
と
い
ふ
、

老
年
の
幸
福
が
は
つ
き
り
と
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
注
３

。

―
―
と
い
う
。
丸
谷
の
筆
も
、
こ
の
父
と
子
の
関
係
に
は
や
さ
し
い
。

そ
し
て
、
丸
谷
は
「
松
本
の
資
質
に
は
父
か
ら
受
け
つ
い
だ
も
の
が

か
な
り
色
濃
い
」
と
評
し
、
戦
後
ま
も
な
く
、
松
本
が
箒
の
行
商
を

し
な
が
ら
観
光
地
に
寄
り
道
し
た
こ
と
と
老
父
の
東
京
見
物
と
を
対

比
し
、「
親
子
二
代
に
わ
た
る
地
理
と
歴
史
へ
の
愛
着
」
を
見
い
だ

し
、「
時
間
を
さ
か
の
ぼ
る
た
め
に
空
間
を
歩
き
ま
は
る
、
生
命
力

の
旺
盛
な
家
系
」
と
捉
え
る
。
後
年
、
松
本
が
毎
年
の
よ
う
に
海
外

に
取
材
旅
行
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
五
〇
代
な
か
ば
以
降
（
最

後
の
海
外
旅
行
は
平
成
元
年
、
八
〇
歳
の
時
）
で
あ
る
こ
と
を
思
い

合
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
旺
盛
」
な
好
奇
心
と
「
生
命
力
」
と
を

―５１―



感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
丸
谷
は
、『
半
生
の
記
』
に
よ
る
事
実
関
係
の
把
握
に
と

ど
ま
ら
ず
、「
当
時
の
松
本
の
無
意
識
の
世
界
へ
と
降
り
て
行
」
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
伝
以
外
の
作
品
に
も
「
父
と
子
の
物
語
」
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
丸
谷
の
想
像
で
は
、
松
本
が
父
の

東
京
見
物
を
喜
び
、「
父
子
二
人
で
の
、
地
理
趣
味
、
歴
史
趣
味
の

旅
を
夢
み
て
ゐ
た
」、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
当
時
駆
け
出
し
の
新

進
作
家
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
生
活
を
支
え
る
た
め
に
旅
行
に
連
れ

て
ゆ
く
わ
け
に
い
か
な
い
現
実
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
夢
」
自
体
、

松
本
の
意
識
の
表
面
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、「
そ
の
夢
は
小
説
の
な
か
で
実
現
さ
れ
た
」
―
―
と
い
う
の

で
あ
る
。『

点
と
線
』
お
よ
び
そ
の
姉
妹
篇
『
時
間
の
習
俗
』
は
、
老

若
二
人
の
警
察
官
の
協
力
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
福
岡

署
の
、「
着
て
い
る
オ
ー
バ
ー
が
く
た
く
た
だ
っ
た
よ
う
に
、

洋
服
も
く
た
び
れ
て
い
」
て
、「
使
い
ふ
る
し
た
ネ
ク
タ
イ
が

撚
れ
て
い
る
」「
四
十
七
八
の
、
痩
せ
た
風
采
の
あ
が
ら
ぬ
」

「
鳥
居
重
太
郎
と
い
う
古
参
の
中
年
の
刑
事
」
が
父
で
あ
り
、

そ
し
て
、「
三
十
を
い
く
つ
も
出
て
い
な
い
」「
背
は
高
く
な
い

が
、
が
っ
し
り
し
た
体
格
で
、
な
ん
と
な
く
箱
を
連
想
さ
せ
」

「
だ
が
、
顔
は
血
色
の
い
い
童
顔
で
、
濃
い
眉
毛
と
ま
る
っ
こ

い
目
を
も
っ
て
い
」
る
、
警
視
庁
捜
査
二
課
の
警
部
補
、
三
原

紀
一
が
息
子
に
当
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
戦
後
日
本
の

最
も
高
名
な
推
理
小
説
は
父
と
子
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
右
の
よ
う
な
指
摘
は
、
丸
谷
自
身
が
「
当
時
の
松
本
の
無

意
識
の
世
界
へ
と
降
り
て
行
つ
」
た
結
果
で
あ
り
、「
ひ
よ
つ
と
す

る
と
意
識
の
表
面
に
浮
ば
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
夢
」
と
い
う
よ

う
に
、
当
否
の
判
別
の
つ
け
に
く
い
問
題
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―
と
い
う
か
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
と
い

う
べ
き
か
、『
点
と
線
』『
時
間
の
習
俗
』
へ
の
「
父
と
子
の
物
語
」

の
見
立
て
は
卓
見
と
評
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
父
と
子
の
連
帯
は
、
松

本
清
張
そ
の
人
に
と
っ
て
重
大
で
あ
る
以
上
に
、
作
品
群
に
お
け
る

父
系
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
太
い
地
下
茎
を
な
し
て
、
彼
の
作
家
生
活

の
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

二

「
父
」
へ
の
回
路

『
半
生
の
記
』
に
は
、
父
峯
太
郎
の
出
生
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

父
は
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
事
情
が
あ
っ
て
、
他
家
へ
養
子
に
や

ら
れ
た
。
父
の
実
母
は
妊
娠
し
た
ま
ま
一
時
、
離
縁
に
な
っ
た

―５２―



の
で
あ
る
。
父
が
養
子
に
や
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
だ
ろ
う

が
、
そ
の
へ
ん
の
く
わ
し
い
事
情
は
分
ら
な
い
。
何
か
暗
い
気

持
が
す
る
。

（
３４
巻
・
五
頁
）

峯
太
郎
の
母
親
は
同
郡
霞
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
福
田
家
か

ら
来
て
い
た
。
こ
こ
で
長
男
峯
太
郎
を
産
ん
だ
の
だ
が
、
い
か

な
る
理
由
か
ら
か
、
母
親
は
田
中
家
か
ら
一
時
離
縁
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
峯
太
郎
を
松
本
家
に
養
子
に
出
し
た
あ
と
復
縁
し
、

つ
づ
い
て
二
人
の
男
子
を
産
ん
で
い
る
。
こ
の
分
ら
な
い
理
由

に
想
像
を
つ
け
れ
ば
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

米
子
に
貰
わ
れ
て
い
っ
た
峯
太
郎
が
、
子
供
の
こ
ろ
、
矢
戸

の
実
家
に
た
び
た
び
帰
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
記
の
峯
太
郎
の

従
兄
に
当
る
田
中
老
人
の
言
葉
の
通
り
で
あ
る
。「
小
学
校
の

こ
ろ
に
は
よ
く
遊
び
に
来
よ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
、
い
つ
の
間

に
か
来
ん
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
田
中
家
の
ほ

う
で
峯
太
郎
を
忌
避
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
子
供
心
に
も
峯
太

郎
が
暗
い
出
生
の
事
情
を
察
し
て
足
を
踏
み
入
れ
な
く
な
っ
た

の
か
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
も
分
ら
な
い
。

（
同
・
六
頁
）

こ
の
、
し
き
り
と
詮
索
し
た
が
る
意
識
は
、
こ
と
が
「
父
」
の
出

自
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
な
の
か
、
親
族
の
血
に
対
す
る
興

味
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
な
の
か
、
清
張
自
身
に
も
判
別
の

つ
か
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
作
品
群
に
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い

る
。
私
小
説
を
嫌
っ
た
松
本
だ
が
、
み
ず
か
ら
が
「
私
小
説
ら
し
い

と
い
え
ば
、
こ
れ
が
一
ば
ん
そ
れ
に
近
い
」
と
い
う
『
父
系
の
指
』

に
は
、「
私
の
父
と
田
中
家
と
の
関
係
を
ほ
と
ん
ど
事
実
の
ま
ま
こ

れ
を
書
い
て
お
い
た
」
と
い
う
。

『
父
系
の
指
』
は
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
年
）
九
月
号
の
『
新

潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
ご
く
初
期
の
作
品
（
芥
川
賞
受
賞
が
一
九
五
三

年
）。
そ
の
概
要
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

―
―
「
私
」
の
父
は
伯
耆
の
山
村
に
生
ま
れ
た
。
幼
く
し
て
里
子

に
出
さ
れ
た
が
、
や
や
長
じ
て
故
郷
を
出
奔
し
、
学
歴
の
な
い
こ
と

も
あ
り
職
を
転
々
と
し
た
が
、
ど
れ
も
ま
と
も
に
な
ら
な
か
っ
た
。

幼
い
「
私
」
を
つ
か
ま
え
て
は
「
今
に
の
う
、
金
を
儲
け
た
ら
矢
戸

に
連
れ
て
い
っ
て
や
る
ぞ
い
」
と
い
う
。「
私
」
が
成
長
し
、
父
の

故
郷
矢
戸
へ
行
っ
て
み
る
と
、
一
族
み
な
栄
達
し
、
父
の
み
が
忘
れ

ら
れ
て
い
る
。
父
の
弟
の
家
を
訪
れ
る
と
、
一
族
は
み
な
歓
待
し
て

く
れ
た
。
叔
父
の
子＝

従
弟
が
リ
ン
ゴ
の
皮
を
む
い
て
い
る
の
を
ふ

と
見
る
と
、
そ
の
指
に
肉
親
の
血
を
感
じ
、
父
系
の
指
へ
の
嫌
悪
の

情
が
起
こ
る
の
を
「
私
」
は
押
さ
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
―
―

『
全
集
』
第
三
五
巻
（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
年
七
月
刊
）
の

「
あ
と
が
き
」
に
は
、
同
巻
所
収
の
小
説
の
一
篇
ご
と
に
コ
メ
ン
ト

を
付
し
て
お
り
、
こ
の
一
篇
に
つ
い
て
は
「
自
伝
的
な
も
の
の
、

も
っ
と
も
濃
い
小
説
」
で
あ
る
と
自
認
し
、「
小
説
は
自
分
を
ナ
マ

―５３―



の
か
た
ち
で
出
す
べ
き
で
な
い
」
と
い
う
持
論
か
ら
「
こ
の
小
説
で

も
全
体
の
半
分
ぐ
ら
い
は
事
実
だ
が
、
半
分
は
虚
構
」（
五
二
六

頁
）
と
い
う
。『
転
変
』（
一
九
五
四
年
）、『
情
死
傍
観
』（
同
）、

『
柳
生
一
族
』（
一
九
五
五
年
）
な
ど
「
出
来
の
い
い
も
の
と
は
思
っ

て
い
な
い
」
作
品
を
ふ
く
め
た
い
く
つ
か
と
と
も
に
、
か
な
り
そ
っ

け
な
い
叙
述
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
印
象
に
反
し
て
、「
父
」
へ

の
叙
述
は
『
半
生
の
記
』
の
証
言
と
そ
っ
く
り
対
応
す
る
。

一
体
に
、
松
本
に
は
、「
自
分
を
ナ
マ
の
か
た
ち
で
出
す
べ
き
で

な
い
」
と
い
う
頑
固
な
ま
で
の
意
志
が
あ
り
、
そ
れ
を
公
言
し
つ
づ

け
て
い
た
。
後
年
の
三
好
行
雄
と
の
対
談
で
も
「
小
説
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
が
本
道
だ
と
思
う
。
私
小
説
で
訴
え
る
も
の
を
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
効
果
的
に
訴
え
る
な
ら
、
自
己
の
乏
し
い
経
験
の
告
白
よ
り
も

ず
っ
と
効
果
が
あ
る
注
４

」
と
い
っ
て
い
た
し
、
ま
た
別
の
対
談
で
も
、

私
は
、
小
説
と
い
う
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
名
前
に
表

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
つ
く
り
ご
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
ん
だ
。
つ
く
り
ご
と
の
世
界
に
、
自
分
の
主

張
な
り
、
自
分
の
人
生
観
な
り
、
も
の
の
考
え
方
が
入
っ
て
い

る
、
そ
れ
が
小
説
だ
と
思
う
ん
だ
。

と
こ
ろ
が
私
小
説
が
入
っ
て
き
て
か
ら
は
、
つ
く
り
ご
と
が

極
力
排
斥
さ
れ
て
、
物
語
が
あ
っ
て
は
い
か
ん
と
い
う
ん
だ
。

そ
し
て
、
小
説
が
面
白
く
て
は
通
俗
に
な
る
と
い
う
ん
だ
。

じ
ゃ
、
残
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
随
筆
か
小
説
か
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
身
辺
雑
記
で
す
注
５

。

と
強
調
す
る
。
彼
の
主
張
は
初
期
か
ら
一
貫
し
て
い
て
、
微
動
だ
に

し
て
い
な
い
。
松
本
の
文
学
観
の
基
底
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
彼
の

小
説
観
の
根
幹
と
い
う
べ
き
も
の
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
同
時
に
、
実
父
の
身
辺
の
詮
索
あ
る
い
は
関
心
と

い
う
も
の
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
。
私
小
説
的
手
法
を
意
識
的

に
排
除
し
つ
つ
も
、
そ
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」＝

虚
構
世
界
が
彼
の

人
格
を
基
盤
に
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
清
張
作

品
に
お
け
る
「
父
」
の
重
み
も
ま
た
、
小
ゆ
る
ぎ
も
し
な
い
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
松
本
の
初
期
作
品
は
「
父
」
を
め
ぐ
る
回
路
上
に
見
い
だ

す
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
。『
父
系
の
指
』
よ
り
二
年
さ
か
の
ぼ
る

一
九
五
三
年
―
―
つ
ま
り
、
彼
の
デ
ビ
ュ
ー
の
年
の
一
〇
月
に
『
小

説
公
園
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
火
の
記
憶
』
も
ま
た
同
列
に
見
な
し
て

ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

『
火
の
記
憶
』
冒
頭
、
結
婚
を
目
前
に
ひ
か
え
た
頼
子
に
、
兄
貞

一
か
ら
、
相
手
の
高
村
泰
雄
の
父
が
失
踪
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
「
故
障
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
二
人
は
無
事
結
婚
す
る
が
、

泰
雄
は
新
婚
旅
行
の
予
定
を
変
更
し
て
、
房
州
の
寒
村
に
頼
子
を
さ

そ
っ
て
不
審
を
抱
か
せ
る
。
や
が
て
泰
雄
は
、
父
の
失
踪
は
母
の
不

倫
に
原
因
が
あ
る
こ
と
、
幼
時
か
ら
母
の
行
状
に
不
信
感
を
も
っ
て
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い
て
、
母
の
死
後
相
手
の
男
の
存
在
を
調
べ
た
こ
と
な
ど
を
告
白
す

る
。
―
―
そ
の
告
白
の
末
尾
、

僕
は
失
踪
し
た
父
が
可
哀
想
で
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
思
う
と
、

母
へ
の
不
信
は
憎
ん
で
も
憎
み
切
れ
ぬ
。

僕
は
自
分
の
体
内
ま
で
不
潔
な
血
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
て
、
時
々
、
狂
お
し
く
な
る
の
だ
。（

３５
巻
・
一
六
五
頁
）

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
、
さ
ら
に
頼
子
の
兄
貞
一
の

謎
解
き
に
よ
っ
て
、
ど
ん
で
ん
返
し
が
あ
る
の
だ
が
、
泰
雄
の
告
白

の
内
容
は
、『
半
生
の
記
』
の
な
か
で
、
父
峯
太
郎
が
田
中
家
か
ら

放
逐
さ
れ
た
の
に
「
そ
の
へ
ん
の
く
わ
し
い
事
情
は
分
ら
な
い
」

「
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
も
分
ら
な
い
」
と
松
本
が
く
り
返
し
、「
分
ら
な

い
理
由
に
想
像
を
つ
け
れ
ば
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
」
と

い
う
含
み
の
あ
る
言
と
並
置
す
る
と
よ
か
ろ
う
。「
想
像
」
を
つ
く

り
ご
と
に
置
換
し
た
ひ
と
つ
の
例
が
、
こ
の
『
火
の
記
憶
』
で
あ
っ

た
。こ

の
短
篇
を
お
さ
め
る
『
全
集
』
三
五
巻
の
解
説
に
桑
原
武
夫
が

説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、『
火
の
記
憶
』
は
、『
小
説
公
園
』
に
掲
載

さ
れ
る
さ
ら
に
二
年
前
、
つ
ま
り
『
週
刊
朝
日
』
の
懸
賞
小
説
『
西

郷
札
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
七
年
）、
す
す
め
ら

れ
て
『
三
田
文
学
』
に
書
い
た
習
作
『
記
憶
』
の
改
稿
版
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、「
こ
れ
は
加
筆
と
い
っ
た
程
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同

一
題
材
に
よ
る
改
作
注
６

」
で
あ
る
と
い
う
。
芥
川
賞
受
賞
直
前
の
時
代

の
松
本
に
と
っ
て
の
一
作
品
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
、
そ
の
「
同
一
題

材
」
な
る
も
の
が
、
か
け
だ
し
時
代
の
彼
に
改
作
を
う
な
が
す
意
欲

の
源
泉
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
父
系
の
指
』
の
後
に
も
同
様
に
見
な
し
う
る
作
品
を
見
い
だ
す

こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
一
九
六
三
年
一
月
『
サ
ン
デ

ー
毎
日
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
暗
線
』
で
あ
る
。

概
略
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

―
―
「
私
」
の
父
方
の
母
は
、
土
地
の
資
産
家
の
須
地
家
に
嫁
し

な
が
ら
、
一
時
離
縁
さ
れ
て
実
家
の
安
積
家
で
「
私
」
の
父
利
一
を

産
ん
だ
。
利
一
は
里
子
に
出
さ
れ
た
も
の
の
、
幼
時
は
母
の
実
家
に

遊
び
に
ゆ
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
も
ま
も
な
く
、
里
子
に
出
さ
れ

た
一
家
と
と
も
に
遠
国
に
わ
た
っ
た
た
め
、
実
家
と
は
縁
が
切
れ
て

し
ま
う
。「
私
」
の
祖
母
が
利
一
を
み
ご
も
っ
た
時
、
土
地
に
は
刀

剣
や
鉱
山
学
の
権
威
で
あ
る
三
浦
健
亮
博
士
が
調
査
の
た
め
に
訪
れ

て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
「
私
」
は
、
利
一
は
須
地
家
の
子
で
は
な
く
、

須
地
家
が
む
か
え
て
い
た
三
浦
博
士
が
「
私
」
の
祖
母
に
通
じ
て
で

き
た
子
と
推
測
す
る
。「
私
」
は
さ
り
げ
な
く
健
亮
の
孫
健
庸
に
会

い
、「
あ
る
感
慨
が
私
を
捉
え
て
放
さ
」
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
健

亮
の
墓
所
を
訪
れ
て
み
る
と
、
こ
の
人
の
た
め
に
父
が
故
郷
を
放
た
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れ
流
浪
し
た
の
だ
、
と
思
う
と
、
あ
ら
た
め
て
憎
悪
を
感
じ
る
の

だ
っ
た
。
―
―

こ
れ
も
ま
た
「
分
ら
な
い
理
由
に
想
像
を
つ
け
」「
い
ろ
い
ろ
考

え
た
」
ひ
と
つ
の
答
案
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
父
」
が
高
名
な
学
者
の

落
と
し
胤
と
い
う
の
は
ロ
マ
ン
的
な
幻
想
で
は
あ
る
が
、
と
く
に
こ

の
作
品
の
場
合
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
、
三
浦
博
士
の
墓
前
で
博
士
の
写

真
を
引
き
ち
ぎ
る
場
面
に
は
、「
父
を
放
た
し
め
た
も
の
へ
の
怨
念

／
復
讐
」
が
味
つ
け
さ
れ
て
い
る
。『
火
の
記
憶
』
の
高
村
泰
雄
の

独
白
に
「
僕
は
失
踪
し
た
父
が
可
哀
想
で
な
ら
ぬ
」
は
、
松
本
の
肉

声
を
帯
び
て
こ
こ
に
共
鳴
し
て
い
る
。「
父
伝
」
の
作
品
系
列
と
絡

ま
り
合
う
か
た
ち
で
「
父
を
放
た
し
め
た
も
の
へ
の
怨
念
／
復
讐
」

の
物
語
も
、
隣
り
あ
わ
せ
で
綴
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

三

怨
念
と
復
讐

『
全
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
松
本
作
品
は
少
な
く
な
い
。
ご

く
初
期
の
『「
静
雲
閣
」
覚
書
』
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。『
火
の
記

憶
』
と
同
年
一
九
五
三
年
の
九
月
『
週
刊
朝
日
』
の
別
冊
「
中
間
読

物
特
集
号
」
に
掲
載
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
六
月
刊
の
中
公
文
庫
『
五

十
四
万
石
の
嘘
』
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
、
久
し
く
放
置
さ
れ
、
忘
れ

ら
れ
て
い
た
短
篇
で
あ
る
。

―
―
旧
大
名
家
楢
尾
子
爵
邸
で
あ
っ
た
旅
館
「
静
雲
閣
」
が
売
却

さ
れ
、
宇
津
木
と
い
う
男
が
買
い
取
っ
た
。
文
字
ど
お
り
の
大
名
商

売
で
斜
陽
に
な
っ
た
子
爵
邸
を
素
性
の
知
れ
な
い
男
が
買
収
し
た
の

だ
。
宇
津
木
は
旧
大
名
の
家
臣
た
ち
に
根
ほ
り
葉
ほ
り
、
こ
の
邸
で

狂
死
し
た
滝
部
了
介
の
こ
と
を
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
が
、
み
な
不
快

げ
に
黙
し
て
し
ま
う
。
男
が
あ
る
ひ
と
り
の
女
中
に
問
わ
ず
語
り
す

る
に
は
、
現
在
の
当
主
の
祖
父
・
憲
明
が
、
家
臣
の
了
介
の
婚
約

者
・
雪
に
通
じ
、
雪
が
自
害
し
た
こ
と
、
了
介
が
そ
れ
を
知
り
憲
明

に
迫
っ
た
こ
と
、
憲
明
の
側
近
が
そ
の
事
実
を
隠
匿
す
る
た
め
に
了

介
を
狂
人
に
し
た
て
た
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
男
が
こ
の
邸

を
買
収
し
た
の
は
、
父
の
仇
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
―
―

ま
た
、
こ
れ
も
初
期
の
『
尊
厳
』
と
い
う
短
篇
。
こ
れ
は
『
父
系

の
指
』
と
同
じ
一
九
五
五
年
九
月
に
『
小
説
公
園
』
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。『
全
集
』
に
収
め
ら
れ
た
際
、
松
本
自
身
の
「
あ
と
が
き
」

で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
実
際
に
起
こ
っ
た
天
皇
行
幸
の
誤

導
事
件
」
を
題
材
と
し
た
も
の
で
、
小
説
で
は
宮
様
の
巡
察
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

―
―
宮
様
の
車
を
先
導
す
る
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
た
多
田
警
部
は
、

緊
張
の
余
り
コ
ー
ス
を
ま
ち
が
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
苦
に
し
て
自

殺
し
て
し
ま
う
。
終
戦
後
、
宮
様
は
臣
籍
降
下
し
て
室
町
氏
と
な
り

斜
陽
貴
族
に
な
り
は
て
て
い
た
。
警
部
の
息
子
貞
一
は
、
こ
の
元
宮

様
を
か
つ
ぎ
出
し
て
新
興
宗
教
を
ひ
ら
き
、
裏
で
は
麻
薬
の
密
輸
で

稼
い
だ
。
あ
る
日
、
警
察
が
貞
一
を
逮
捕
す
る
。
い
っ
た
ん
墜
ち
た
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宮
様
の
「
尊
厳
」
を
ふ
た
た
び
墜
と
す
た
め
の
貞
一
の
策
略
だ
っ
た

の
だ
。
し
か
し
、
皮
肉
に
も
、
宮
様
は
二
〇
余
年
前
の
事
件
に
つ
い

て
は
何
も
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
―
―

こ
こ
で
は
、
貞
一
の
た
く
ら
み
は
「
復
讐
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

『
尊
厳
』
も
ま
た
「
父
を
放
た
し
め
た
も
の
へ
の
怨
念
／
復
讐
」
の

物
語
に
数
え
る
べ
き
作
品
で
あ
る
。「
そ
れ
で
復
讐
で
き
た
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
／
室
町
氏
は
…
…
自
殺
し
た
警
部
の
こ
と
な
ど
、

聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
末
尾
の
一
節
は
、「
復
讐
」
を

空
回
り
さ
せ
た
、
小
説
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
の
暗
転
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。

事
件
後
五
〇
余
年
を
経
た
『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
五
年
（
昭
和
六

〇
）
一
月
四
日
付
朝
刊
・
社
会
面
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
そ
れ
ぞ
れ

の
昭
和
３
」
が
報
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、

昭
和
九
年
十
一
月
十
六
日
。
高
崎
練
兵
場
で
の
陸
軍
特
別
大

演
習
観
兵
式
の
後
、
天
皇
陛
下
が
群
馬
県
桐
生
市
内
を
視
察
さ

れ
た
。
県
警
察
部
衛
生
課
勤
務
の
本
多
重
平
警
部
（
当
時
四

二
）
ら
二
人
の
警
部
が
、
陛
下
の
お
車
を
先
導
し
た
。

視
察
順
路
は
「
桐
生
駅
↓
桐
生
西
小
↓
桐
生
高
工
」
と
さ
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
本
田
警
部
の
先
導
車
は
、
左
折
す
べ
き
末

広
町
交
差
点
を
間
違
え
て
、
直
進
し
て
し
ま
う
。
順
路
は
途
中

か
ら
「
桐
生
高
工
↓
桐
生
西
小
」
と
、
全
く
逆
に
な
っ
た
。

「
緊
張
の
あ
ま
り
の
過
失
」
と
は
い
え
、
前
代
未
聞
の
事
態

に
、
首
相
、
内
相
、
知
事
ら
は
陛
下
に
お
わ
び
し
、
関
係
者
の

処
分
に
発
展
し
た
。

二
日
後
、
視
察
を
す
ま
さ
れ
た
陛
下
の
お
召
し
列
車
が
、
前

橋
駅
を
た
っ
た
。
合
図
の
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
瞬

間
、
本
多
警
部
は
前
橋
市
内
の
自
宅
で
、
ノ
ド
を
日
本
刀
で
突

い
た
。

と
な
っ
て
い
る
。
清
張
作
品
で
は
先
導
役
の
「
多
田
警
部
」
は
「
自

殺
」
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、『
全
集
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
も

「
責
任
を
と
っ
て
自
殺
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
認
で
あ
る
ら

し
く
、
右
の
新
聞
記
事
は
つ
づ
け
て
、

し
か
し
、
警
部
は
一
命
を
と
り
と
め
た
。
ひ
と
月
後
に
退
院
し

た
記
事
が
、
小
さ
く
新
聞
に
出
て
い
る
。
そ
の
後
、
二
十
六
年

間
を
生
き
た
。

と
あ
り
、
警
部
の
「
世
捨
て
人
」
と
し
て
生
き
た
そ
の
後
の
す
が
た
、

そ
れ
を
見
届
け
た
娘
の
「
父
の
事
件
」
へ
の
思
い
が
記
事
の
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
「
父
と
娘
の
物
語
」
た
り
え
て
い
る

の
だ
が
、『
尊
厳
』
を
執
筆
し
た
こ
ろ
の
松
本
の
知
る
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
ろ
う
。
当
時
の
報
道
で
は
、
本
多
警
部
の
家
族
に
つ
い
て
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詮
索
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『「
静
雲
閣
」
覚
書
』
に
せ
よ
『
尊
厳
』
に
せ
よ
、
も
と
も
と
は

「
父
伝
」
の
か
か
わ
り
の
あ
る
題
材
で
は
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
こ
に
共
有
す
る
基
盤
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
く
り
返
し

描
か
れ
る
「
父
を
放
た
し
め
た
も
の
へ
の
怨
念
／
復
讐
」
へ
の
叙
述

は
、
私
小
説
を
嫌
悪
す
る
松
本
に
お
い
て
も
、
よ
り
な�

ま�

な
心
情
か

ら
噴
き
出
た
モ
チ
ー
フ
と
見
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

清
張
作
品
の
初
期
の
短
篇
に
は
、
低
階
層
者
の
あ
が
き
、
圧
迫
・

優
越
す
る
者
へ
の
反
発
・
復
讐
の
モ
チ
ー
フ
に
彩
ら
れ
た
も
の
が
す

く
な
く
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
に
衝
き
動
か
さ
れ
て

執
筆
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
様
相
が
あ
る
。

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』（
一
九
五
二
年
）

『
啾
々
吟
』（
旧
題
「
啾
啾
吟
」
一
九
五
三
年
）

『
断
碑
』（
旧
題
「
風
雪
断
碑
」
一
九
五
四
年
）

『
笛
壺
』（
一
九
五
五
年
）

『
石
の
骨
』（
一
九
五
五
年
）

『
廃
物
』（
一
九
五
五
年
）

な
ど
な
ど
。
芥
川
賞
受
賞
作
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
に
つ
い
て

は
贅
言
を
要
さ
な
い
だ
ろ
う
。『
啾
々
吟
』
は
、
鍋
島
藩
主
の
嫡

男
・
家
老
の
嫡
男
・
軽
輩
の
息
と
い
う
三
人
が
同
じ
場
所
で
同
年
同

月
同
日
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
身
分
立
場
を
異
に
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ

れ
の
道
を
あ
ゆ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
―
―
と
く
に
軽
輩
の
子
は
身
分
ゆ

え
に
世
に
む
か
え
ら
れ
ず
人
に
容
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
狷
介
な
性
格

を
助
長
さ
せ
、
つ
い
に
は
政
府
の
密
偵
と
な
っ
て
自
由
党
員
に
暗
殺

さ
れ
る
。
―
―
清
張
の
目
が
こ
の
軽
輩
の
子
・
石
内
嘉
門
に
ひ
と
き

わ
そ
そ
が
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
半
生
の
記
』
は
、
お
お
か
た
作
家
以
前
の
話
題
で
終
始
し
、「
あ

と
が
き
」
で
簡
略
に
そ
の
後
に
ふ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
松
本
は
火

野
葦
平
の
も
と
に
出
入
り
し
た
際
、「
北
九
州
の
文
学
好
き
」
の
取

り
ま
き
た
ち
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
い
い
、
木
々
高
太

郎
の
推
薦
で
『
三
田
文
学
』
の
同
人
に
な
り
な
が
ら
も
、
木
々
が
亡

く
な
る
と
同
人
を
や
め
た
、
と
い
う
。「
所
詮
、
ど
こ
で
も
よ�

そ�

者

に
す
ぎ
な
か
っ
た
」（
３４
巻
・
八
四
頁
）
と
い
う
松
本
の
詠
嘆
は
、

『
啾
々
吟
』
の
石
内
嘉
門
の
「
他
人
に
終
生
容
れ
ら
れ
な
い
宿
命
」

（
３５
巻
・
一
一
六
頁
）
に
転
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
断
碑
』『
笛
壺
』『
石
の
骨
』
は
、
松
本
の
こ
の
む
考
古
学
も
の

だ
が
、
中
央
の
学
界
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
る
者
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た

者
な
ど
、
孤
独
な
人
物
た
ち
が
主
人
公
と
し
て
え
ら
ば
れ
て
い
る
。

『
廃
物
』
は
、
皮
肉
で
一
徹
だ
っ
た
大
久
保
彦
左
衛
門
を
主
人
公
と

し
て
、
死
の
床
で
の
述
懐
に
「
そ
の
依
怙
地
は
年
を
と
っ
て
、
だ
ん

だ
ん
ひ
ど
く
な
っ
た
。
下
積
み
で
苛
め
ら
れ
て
い
る
者
の
反
抗
か
も

知
れ
ぬ
」（
傍
線
は
引
用
者
の
私
意
。
３５
巻
・
四
七
〇
頁
）
と
つ
ぶ

や
か
せ
て
い
る
。
評
論
的
な
も
の
い
い
で
い
う
な
ら
ば
、
松
本
の
内

な
る
怨
念
が
「
父
」
に
つ
な
が
る
「
血
」
や
「
歴
史
」
な
ど
を
借
り
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て
噴
出
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
か
。
松
本
は
、
み
ず
か
ら
の
小
説
観
、

―
―
つ
く
り
ご
と
の
世
界
に
、
自
分
の
主
張
な
り
、
自
分
の
人
生
観

な
り
、
も
の
の
考
え
方
が
入
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
小
説
だ
―
―
と
い

う
の
に
忠
実
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四

「
父
」
を
め
ぐ
る
不
合
理

こ
れ
ま
で
述
べ
き
た
っ
た
、
松
本
の
作
品
内
に
通
底
す
る
情
念
は
、

怨
念
だ
と
か
血
だ
と
か
い
う
よ
う
な
手
垢
の
つ
い
た
語
（
こ
と
ば
）

よ
り
も
も
っ
と
濃
く
て
深
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。
初
期
の
作
品

群
が
書
か
れ
、
読
者
に
む
か
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼
の

「
毒
お
ろ
し
」
が
済
ん
だ
の
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
の
後
の

清
張
作
品
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
わ
か
る
。『
半
生
の
記
』
か
ら

『
父
系
の
指
』『
暗
線
』
に
つ
な
が
る
「
父
伝
」
は
、
一
九
七
〇
年
一

月
『
潮
』
の
エ
ッ
セ
イ
『
碑
の
砂
』、
一
九
八
〇
年
一
月
『
新
潮
』

に
掲
載
さ
れ
た
『
骨
壺
の
風
景
』
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
晩
年
の
一

九
九
一
年
二
月
の
『
夜
が
怕
い
』
に
ま
で
お
よ
ぶ
の
だ
。

『
碑
の
砂
』
は
「
私
の
父
親
の
故
郷
は
…
…
」
と
説
き
起
こ
し
、

父
峯
太
郎
が
長
男
で
あ
り
な
が
ら
里
子
に
出
さ
れ
た
理
由
が
最
近
に

な
っ
て
親
戚
か
ら
の
手
紙
で
わ
か
っ
た
、
と
い
う
。

父
の
祖
母
に
当
る
ひ
と
が
嫁
と
折
合
い
が
悪
く
、
離
縁
さ
せ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
父
が
里
児
に
出
さ
れ
た
の
は
そ
の
た
め

だ
っ
た
。
一
応
離
縁
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
里
児
と
は
い
っ
て

も
事
実
上
は
も
ら
い
児
で
、
松
本
家
が
返
さ
な
か
っ
た
の
も
理

屈
に
合
う
。
父
の
母
の
復
縁
は
、
そ
の
姑
が
死
ん
で
か
ら
だ
っ

た
と
い
う
。
実
は
私
は
、
父
の
母
が
離
縁
さ
れ
た
こ
と
に
も
っ

と
悪
い
事
情
を
想
像
し
て
い
た
が
、
こ
れ
で
安
心
し
た
。
世
間

に
よ
く
あ
る
例
で
あ
る
。

（
３４
巻
・
二
三
一
頁
）

さ
ら
に
松
本
は
つ
づ
け
て
、

父
に
も
し
一
生
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
、

こ
の
真
相
を
打
ち
あ
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
た
め
に
ひ
と
り
で

空
想
し
た
「
出
生
の
秘
密
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
事
実
、

私
は
、
父
の
里
児
、
そ
の
母
の
離
縁
と
い
う
事
実
か
ら
、
父
の

出
生
に
関
し
て
暗
い
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
も
の
だ
。
し
か

し
、
田
舎
の
人
の
長
い
善
意
あ
る
沈
黙
を
う
ら
む
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
。

（
同
）

と
敷
衍
す
る
。「
暗
い
想
像
」
が
『
火
の
記
憶
』『
暗
線
』
な
ど
を
産

ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
『
火
の
記
憶
』

の
高
村
泰
雄
が
い
う
と
こ
ろ
「
母
へ
の
不
信
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
払

拭
さ
れ
た
、
だ
か
ら
「
安
心
し
た
」
と
松
本
は
い
う
。
し
か
し
、
高
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村
泰
雄
が
い
う
「
僕
は
失
踪
し
た
父
が
可
哀
想
で
な
ら
ぬ
」
と
い
う

情
念
は
、
そ
れ
で
も
消
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

『
半
生
の
記
』
か
ら
一
五
年
あ
ま
り
、
エ
ッ
セ
イ
『
碑
の
砂
』
か

ら
で
も
一
〇
年
後
、『
骨
壺
の
風
景
』
に
描
か
れ
る
松
本
の
一
族
、

こ
と
に
父
母
に
つ
い
て
は
先
行
の
作
品
と
変
わ
り
が
な
い
。
峯
太
郎

と
タ
ニ
が
よ
く
夫
婦
げ
ん
か
を
し
た
こ
と
、
峯
太
郎
が
「
政
治
談
義

で
、
そ
れ
も
明
治
・
大
正
の
有
名
な
政
治
家
の
挿
話
」
を
「
唾
を
飛

ば
し
な
が
ら
話
す
」
の
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
な
ど
も
『
半
生
の
記
』

と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
筆
を
つ
い
や
さ
れ
る
中
心
人
物
は
峯
太
郎

の
養
母
、
清
張
の
祖
母
で
あ
っ
て
、「
小
倉
の
寺
に
預
け
放
し
に

な
っ
て
い
る
祖
母
の
骨
壺
が
気
に
な
」
っ
た
松
本
が
、
遺
骨
を
ひ
き

と
っ
て
両
親
の
墓
に
合
葬
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
て
、
北
九
州
小
倉

を
訪
れ
た
日
の
前
後
を
随
想
ふ
う
に
画
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
話

柄
上
、
峯
太
郎
の
こ
と
を
省
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
に
し
て
も
、
く

り
返
し
「
父
」
を
説
い
て
倦
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
清
張
作
品
を

読
む
に
あ
た
っ
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
視
座
で
あ
ろ
う
。

松
本
が
没
す
る
前
々
年
（
一
九
九
〇
）
の
正
月
号
か
ら
『
文
藝
春

秋
』
に
「
草
の
径
」
の
連
作
を
掲
載
し
て
お
り
、
そ
の
最
後
が
年
を

越
え
て
平
成
三
年
の
二
月
号
に
載
っ
た
『
夜
が
怕
い
』
で
あ
る
。
こ

の
作
を
収
録
し
た
『
全
集
』
第
六
六
巻
の
月
報
（
一
九
九
六
年
三

月
）
に
は
原
稿
の
一
枚
目
の
影
印
が
掲
載
さ
れ
、「
山
口
啓
作
は
胃

潰
瘍
で
こ
の
綜
合
病
院
の
東
病
棟
に
二
カ
月
前
か
ら
入
院
し
て
い

る
」（「
綜
合
」
は
ミ
セ
ケ
チ
）
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
写
真

の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
、

初
出
時
の
「
山
口
啓
作
」
が
、
単
行
本
化
の
際
に
「
私
（
原

口
）」
と
改
め
ら
れ
、
自
伝
的
色
彩
が
強
ま
っ
た
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
入
院
し
て
い
る
「
私
」
は
、

医
者
か
ら
胃
潰
瘍
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
は
胃
癌
で
あ
る

こ
と
も
承
知
し
て
お
り
、
あ
る
種
の
達
観
の
境
地
に
あ
る
。
ベ
ッ
ド

に
横
た
わ
り
な
が
ら
眠
れ
な
い
夜
を
過
ご
し
、
身
辺
の
回
想
を
つ
づ

け
る
う
ち
に
「
父
」
の
思
い
出
に
ふ
け
る
こ
と
に
な
る
。

私
の
父
親
は
平
吉
と
い
っ
て
七
十
二
歳
で
死
ん
だ
。
母
親
は
シ

マ
と
い
っ
て
六
十
七
歳
で
死
ん
だ
。
父
は
脳
出
血
、
母
は
腎
不

全
だ
っ
た
。
母
は
晩
年
に
呆
け
て
し
ま
い
、「
あ
や
め
」
と
い

う
刻
み
莨
を
煙
管
で
吸
っ
て
い
た
が
、
マ
ッ
チ
の
燃
え
さ
し
の

軸
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
抛
り
出
す
の
で
、
い
つ
大
事
に
至
る
か

わ
か
ら
ず
、
油
断
が
で
き
な
か
っ
た
。
（
６６
巻
・
一
七
六
頁
）

と
い
う
挿
話
が
回
想
の
冒
頭
に
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
半
生
の
記
』
の

「
あ
と
が
き
」
に
紹
介
さ
れ
た
話
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
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父
が
ど
こ
ま
で
も
楽
天
家
で
あ
っ
た
一
方
、
母
の
悲
観
的
な
性

格
は
死
ぬ
ま
で
癒
ら
な
か
っ
た
。
…
…
煙
管
と
マ
ッ
チ
だ
け
は

手
ば
な
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
死
期
が
近
づ
い
た
こ
ろ
は
、

脳
も
お
か
し
く
な
っ
て
い
て
、
煙
管
に
つ
け
た
マ
ッ
チ
の
火
を
、

そ
の
燃
え
る
軸
の
ま
ま
、
枕
元
の
襖
の
破
れ
た
紙
に
移
し
た
。

く
わ

じ

父
が
見
つ
け
て
、「
火
事
じ
ゃ
」
と
叫
ん
だ
。
…
…

（
３４
巻
・
八
五
頁
）

―
―
と
す
れ
ば
、
筆
が
「
父
」
の
過
去
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
の

は
、
松
本
に
と
っ
て
必
然
で
あ
る
。「
父
だ
け
が
な
ぜ
嬰
児
で
里
子

に
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
」（
６６
巻
・
一
八
〇
頁
）
―
―
と
。
こ
こ

で
、
よ
う
や
く
エ
ッ
セ
イ
『
碑
の
砂
』
で
ひ
と
ま
ず
の
解
答
を
え
た

松
本
は
、
そ
れ
を
こ
こ
『
夜
が
怕
い
』
に
お
い
て
「
一
つ
の
想
像
」

と
し
て
使
う
こ
と
に
し
た
。「
高
井
家
か
ら
嫁
に
き
た
ユ
キ
は
木
下

家
の
姑
と
折
合
い
が
悪
く
な
っ
た
…
…
ユ
キ
は
耐
え
き
れ
ず
に
矢
上

の
家
を
出
奔
し
た
」
と
い
う
ふ
う
に
。

髪
を
ふ
り
乱
し
て
夜
の
山
を
登
り
、
野
を
走
る
。
怕
く
は
な

か
っ
た
。
婚
家
と
離
れ
た
い
と
の
一
心
に
燃
え
て
い
た
。
夫
も

彼
女
の
心
に
な
か
っ
た
。
舅
の
こ
と
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
四
時
間
の
夜
叉
行
だ
っ
た
。
星
の
下
か
、
夜
あ
け
の
薄

明
か
に
、
川
戸
村
を
と
り
巻
く
江
の
川
、
八
戸
川
の
合
流
を
見

お
ろ
し
た
と
き
は
そ
の
場
に
へ
た
り
こ
ん
だ
ろ
う
。

そ
の
ユ
キ
が
矢
上
の
家
に
悄
然
と
戻
っ
た
の
は
、
彼
女
は
気

が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
最
初
の
子
を
宿
し
て
い
た
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
か
。

そ
う
考
え
る
な
ら
、
生
れ
た
子
が
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
た

理
由
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
諍
い
の
さ
な
か
に
腹
に
入
っ
た
嫁

の
子
を
嫌
悪
し
た
の
は
姑
に
ち
が
い
な
い
。
…
…
強
引
に
里
子

に
出
し
た
の
は
姑
な
の
だ
。
ユ
キ
に
も
無
断
家
出
の
ひ
け
め
が

あ
っ
た
。
い
や
い
や
に
そ
れ
を
承
知
し
た
。

（
６６
巻
・
一
八
一
頁
）

松
本
の
一
生
を
つ
ら
ぬ
い
た
「
父
」
の
物
語
は
、
か
く
し
て
一
応

の
結
末
と
と
も
に
松
本
の
死
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
松

本
は
『
碑
の
砂
』
の
謎
解
き
で
納
得
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
夜

が
怕
い
』
の
い
う
よ
う
な
嫁
と
姑
の
確
執
で
あ
る
な
ら
ば
、
姑
は
憎

悪
の
対
象
は
嫁
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、
嫁
を
し
り
ぞ
け
て
跡
取
り
の

孫
の
ほ
う
を
と
る
の
が
「
世
間
に
よ
く
あ
る
例
」
な
の
で
は
な
い
か
。

「
諍
い
の
さ
な
か
に
腹
に
入
っ
た
嫁
の
子
を
嫌
悪
」
す
る
よ
り
も
、

「
子
」
は
あ
く
ま
で
も
跡
取
り
息
子
の
子
と
し
て
家
に
残
し
、
む
し

ろ
諍
い
の
的
で
あ
る
嫁
の
ほ
う
を
「
嫌
悪
」
す
る
も
の
で
は
な
い
の

か
。「
生
れ
た
子
が
す
ぐ
に
里
子
に
出
さ
れ
た
理
由
も
わ
か
る
」
と

は
合
理
的
で
は
な
い
。「
悪
い
事
情
」「
暗
い
想
像
」
の
ほ
う
に
こ
そ

―６１―



合
理
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
真
実
は
過
去
の
な
か
に
溶
暗
し
、
合

理
性
も
不
合
理
も
、
し
ょ
せ
ん
想
像
の
世
界
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
松
本
は
「
わ
か
る
」
と
し
て
妥
協
し
た
体
を
と
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。『
碑
の
砂
』
で
謎
解
き
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
骨
壺
の
風
景
』『
夜
が
怕
い
』
は
、
お
さ
ま
り
つ
か
な
い
松
本
の
情

念
が
書
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

五

水
脈
の
源
流

松
本
清
張
に
お
け
る
父
へ
の
思
い
は
、『
火
の
記
憶
』
の
「
僕
は

失
踪
し
た
父
が
可
哀
想
で
な
ら
ぬ
」、『
夜
が
怕
い
』
の
「
亡
父
を
追

想
し
て
い
る
と
、
な
ん
だ
か
夜
の
不
安
も
一
時
的
に
遠
の
き
、
気
持

が
沈
静
し
て
」
の
文
言
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

「
唾
を
飛
ば
し
な
が
ら
」
の
政
治
談
義
や
「
ふ
し
ぎ
に
詳
し
か
っ

た
」
歴
史
知
識
を
聞
き
つ
つ
成
長
し
た
松
本
に
と
っ
て
、
青
壮
年
時

の
鬱
屈
す
る
時
期
の
関
心
は
、
古
代
史
・
古
代
遺
跡
に
む
か
い
、

『
古
代
史
疑
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
刊
）、『
遊
古
疑
考
』

（
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
）、『
清
張
通
史
』
シ
リ
ー
ズ
五
冊
（
講
談

社
、
一
九
七
七
〜
一
九
七
九
年
）
を
経
て
『
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
か
ら
飛

鳥
へ
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
七
九
年
）
そ
の
他
の
一
群
の

古
代
史
も
の
へ
お
よ
び
、
さ
き
に
ふ
れ
た
『
断
碑
』『
笛
壺
』
な
ど

の
初
期
作
品
を
か
ら
め
て
『
火
の
路
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
六
年
）、

『
眩
人
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）
そ
の
他
の
長
篇
に
展
開
し

て
い
る
。

ち
な
み
に
、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
七
月
に
刊
行
さ
れ
た

『
十
万
分
の
一
の
偶
然
』（
文
藝
春
秋
）
は
前
年
三
月
か
ら
八
一
年
二

月
ま
で
『
週
刊
文
春
』
に
連
載
し
た
も
の
だ
が
、
連
載
中
の
ま
る
ま

る
一
号
分
注
７

す
べ
て
を
「
大
麻
の
季
節
」
と
題
し
て
、
大
麻
に
つ
い
て

の
知
識
を
開
陳
し
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。『
火
の
路
』『
ペ
ル
セ
ポ

リ
ス
か
ら
飛
鳥
へ
』
や
『
西
海
道
談
綺
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
七

年
刊
）、『
白
と
黒
の
革
命
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
九
年
刊
）
等
々

の
イ
ラ
ン
―
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
―
ハ
シ
ッ
シ
ュ
―
ハ
オ
マ
酒
―
飛
鳥

の
酒
船
石
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
関
心
の
経
路
を
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
、

右
の
古
代
史
も
の
へ
と
吸
収
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

本
稿
冒
頭
に
あ
げ
た
『
史
観
・
宰
相
論
』
も
ま
た
、
清
張
作
品
の

な
か
で
孤
立
し
た
分
野
で
な
い
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。『
昭
和
史
発

掘
』
全
一
三
冊
（
文
藝
春
秋
新
社
・
文
藝
春
秋
、
一
九
六
五
〜
一
九

七
二
年
刊
）
は
も
と
よ
り
、『
象
徴
の
設
計
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七

六
年
刊
）、『
北
一
輝
論
』（
講
談
社
、
同
年
刊
）、
初
期
に
も
『
日
本

の
黒
い
霧
』
全
三
冊
（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
六
〇
〜
六
一
年
刊
）、

『
現
代
官
僚
論
』（
同
、
一
九
六
三
年
刊
）
な
ど
を
た
だ
ち
に
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
清
張
作
品
の
質
量
は
、
全
六
六
巻
の
『
全
集
』
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
あ
ふ
れ
こ
ぼ
れ
た
作
品
も
半
端
な
数

―６２―



で
は
な
い
の
だ
が
、
複
雑
・
膨
大
に
み
え
る
水
脈
の
源
流
は
ひ
と
つ

な
の
だ
。

＊

と
こ
ろ
で
、「
父
」
へ
の
言
及
に
対
し
て
「
母
」
へ
の
そ
の
質
量

は
比
較
に
も
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
人
物
像
は
案
外
し
っ
か
り

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。『
半
生
の
記
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
楽
天

家
の
父
に
対
し
て
「
母
の
悲
観
的
な
性
格
は
死
ぬ
ま
で
癒
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
。

松
本
の
自
己
言
及
―
―
た
と
え
ば
、
火
野
葦
平
の
取
り
ま
き
に
も

『
三
田
文
学
』
の
グ
ル
ー
プ
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
懐

す
る
と
こ
ろ
に
も
、「
私
を
何
と
な
く
白
眼
視
し
て
い
る
様
子
が
見

え
た
の
で
（
私
の
錯
覚
だ
ろ
う
が
）」
と
書
い
て
い
る
、
そ
の
カ
ッ

コ
内
の
但
し
書
き
が
あ
る
だ
け
に
、
よ
け
い
彼
の
「
悲
観
的
な
性

格
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ッ
コ
内
を
書
か
せ
る
気
持
ち

の
な
か
に
、
松
本
自
身
が
自
覚
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ

よ
り
も
何
よ
り
も
、
松
本
の
身
体
に
刻
印
さ
れ
た
「
母
」
の
像
は
、

松
本
自
身
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
あ
の
独
特
の
風
貌
の
、

「
母
系
の
唇
」
で
あ
る
。

注
１

横
井
「
谷
崎
潤
一
郎

「
検
印
」
に
よ
る
略
年
譜
の
こ
こ
ろ
み
」

（『
実
践
国
文
学
』
第
六
九
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）、「
谷
崎
潤
一

郎

「
検
印
」
に
よ
る
略
年
譜
の
こ
こ
ろ
み
・
補
正
」（『
実
践
国

文
学
』
第
七
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）。

２

「
回
想
的
自
叙
伝
」
の
旧
題
で
『
文
芸
』
誌
に
一
九
六
三
年
八
月

〜
一
九
六
五
年
一
月
に
連
載
。『
半
生
の
記
』
と
改
題
し
て
河
出

書
房
新
社
よ
り
一
九
六
五
年
五
月
刊
。『
全
集
』
第
三
四
巻
（
文

藝
春
秋
、
一
九
七
四
年
二
月
刊
）
所
収
。
以
下
、
清
張
作
品
の
本

文
引
用
は
『
全
集
』
に
よ
る
。

３

丸
谷
才
一
「
父
と
子
」（『
星
め
が
ね
』
集
英
社
、
一
九
七
五
年

一
〇
月
刊
）。
以
下
、
丸
谷
の
引
用
は
本
論
に
よ
る
。

４

松
本
清
張
・
三
好
行
雄＝

対
談
「
社
会
派
推
理
小
説
へ
の
道

程
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
三
巻
第
六
号
、
一
九
七
八
年

六
月
）、
四
一
頁
。

５

田
村
栄
と
の
対
談
（
田
村
『
続
松
本
清
張
―
―
そ
の
人
生
と
文

学
』
清
山
社
、
一
九
七
八
年
刊
）、
二
二
八
頁
。

６

桑
原
武
夫
「
解
説
」（
松
本
清
張
全
集
・
第
三
五
巻
『
或
る
「
小

倉
日
記
」
伝
・
短
篇
１
』
文
藝
春
秋
、
一
九
七
二
年
七
月
刊
、
所

収
）、
五
三
三
頁
。

７

『
週
刊
文
春
』
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
）
一
月
一
五
日
号
。

（
よ
こ
い

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）
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