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「
…
…
私
は
、
此
の
牢
屋
の
や
う
な
暗
い
処
で
蠢
い
て
ゐ
る
人
間
の
た
め
に
一
つ
の
窓
を
明
け
て
、
人
間

の
貴
さ
を
見
せ
て
や
る
、
そ
れ
が
芸
術
家
の
仕
事
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
る
。
真
暗
な
牢
屋
の
壁
に
一

つ
の
穴
を
あ
け
て
、
明
る
い
世
の
中
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
が
獣
で
も
な
け
れ
ば
、
神
様
で
も
な
い
、

人
間
は
人
間
で
あ
つ
て
同
時
に
超
人
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
見
せ
て
貰
ひ
た
い
」

「
私
の
標
準
は
甚
だ
狭
い
か
も
知
れ
な
い
。
人
道
主
義
的
だ
と
云
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、

若
し
劇
と
い
ふ
も
の
が
、
単
に
芸
術
家
の
為
め
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
な
く
好
事
家
の
為
め
に
の
み
存

在
す
る
も
の
で
な
く
、
一
般
公
衆
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
一
般
公
衆
の
意
志
に
力
を
与
へ

感
情
を
浄
化
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
さ
う
い
ふ
脚
本
で
な
け
れ
ば
価
値
は
な
い
と
思
ふ
」

　
そ
れ
が
小
山
内
君
の
都
紙
上
九
月
雑
誌
戯
曲
評
の
う
ち
で
漏
ら
さ
れ
た
戯
曲
論
の
一
節
で
あ
る
。

　
小
山
内
君
が
、
独
り
で
さ
う
思
は
れ
る
こ
と
は
御
勝
手
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
物
差
で
他
人
の
作
品
を
計

り
、
こ
れ
は
尺
足
ら
ず
だ
と
云
は
れ
る
の
も
御
勝
手
で
あ
る
。
然
し
、
何
も
、
そ
れ
が
意
外
の
こ
と
の
や

う
に
驚
か
れ
る
に
は
当
ら
な
い
と
思
ふ
。

　
汁
粉
屋
に
は
ひ
つ
て
、
鰻
を
注
文
し
、
お
生
憎
さ
ま
と
云
は
れ
て
、
汁
粉
屋
の
不
都
合
で
ゝ
も
あ
る
か

の
や
う
な
驚
き
方
を
さ
れ
て
は
、
汁
粉
屋
た
る
も
の
、
恐
縮
ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て
、
驚
く
で
あ
ら
う
。
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小
山
内
君
の
戯
曲
論
を
　
　
実
は
芸
術
論
を
、
今
更
反
駁
す
る
の
は
気
が
ひ
け
る
が
　
　
た
ゞ
、
念
の

為
め
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
は
云
つ
て
置
き
た
い
。

　
劇
に
限
ら
ず
、
一
切
の
芸
術
は
、
理
想
と
し
て
一
般
公
衆
の
為
め
に
存
在
す
る
と
い
ふ
議
論
は
、
あ
ん

ま
り
わ
か
り
き
つ
た
議
論
で
あ
る
。

　
然
し
、
い
く
ら
一
般
公
衆
の
為
め
に
も
の
さ
れ
た
芸
術
品
で
も
、
彼
ら
の
或
る
も
の
に
は
興
味
が
あ
り
、

或
る
も
の
に
は
興
味
が
無
い
　
　
さ
う
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
興
味
が
無
い
と
い
ふ
理
由
　
　
そ
れ
は
様
々

あ
ら
う
。
然
し
、
或
る
芸
術
的
作
品
に
対
し
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
で
興
味
の
も
て
な
い
人
間
よ
り
も
、

そ
れ
が
わ
か
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
求
め
る
人
間
の
方
に
、
誰
し
も
敬
意
を
払
ふ
に
違
ひ

な
い
。
芸
術
家
の
目
ざ
す
相
手
は
、
正
に
、
か
く
の
如
き
公
衆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
わ
か
つ
て
ゐ
れ
ば
、
ど
ん
な
小
数
者
の
為
め
の
芸
術
も
立
派
に
存
在
の
理
由
が
あ

る
で
は
な
い
か
。

　
現
に
小
山
内
君
ら
の
経
営
さ
れ
る
築
地
小
劇
場
は
天
下
幾
人
の
た
め
に
存
在
し
て
ゐ
る
か
。
そ
れ
で
な

ほ
且
、
立
派
に
存
在
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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小
数
者
の
為
め
の
芸
術
を
滅
す
こ
と
が
、
必
ず
し
も
多
数
者
の
為
め
の
芸
術
を
栄
え
し
む
る
動
機
と
は

な
ら
な
い
。

　
一
般
公
衆
の
意
志
に
力
を
与
へ
、
感
情
を
浄
化
す
る
や
う
な
芸
術
家
は
、
な
る
ほ
ど
、
あ
つ
た
こ
と
は

あ
つ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
一
世
紀
に
一
人
か
二
人
は
世
の
中
に
現
は
れ
て
来
る
だ
ら
う
。
彼
等
は
、
先
づ

偉
大
な
人
格
の
所
有
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
偉
大
な
芸
術
家
と
、
多
く
は
呼
ん
で
ゐ
る
。

　
借
問
す
、
偉
大
な
哲
学
者
、
偉
大
な
宗
教
家
、
偉
大
な
政
治
家
が
、
芸
術
家
と
　
　
偉
大
な
芸
術
家
と

呼
ば
れ
な
か
つ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

　
総
て
の
芸
術
家
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
程
度
以
上
に
、
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
総
て
の
芸
術
家
に
偉
大
た
れ
と
望
む
批
評
家
に
は
、
総
て
の
我
が
児
に
幸
あ
れ
と
望
む
親
心
以
外
に
、

果
し
て
、
我
児
は
み
な
偉
大
た
り
得
る
と
信
ず
る
世
間
の
親
馬
鹿
ち
や
ん
り
ん
に
似
た
も
の
は
な
い
か
。

　
芸
術
家
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
特
殊
な
天
分
が
あ
る
。
然
し
、
さ
う
い
ふ
天
分
を
も
ち
な
が
ら
、
自
ら
芸

術
家
と
名
乗
ら
な
い
、
幾
千
幾
万
の
人
が
、
世
間
に
ゐ
る
こ
と
を
御
存
じ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
し
て
、
芸

術
家
に
均
し
い
想
像
力
と
感
受
性
を
も
ち
、
少
く
と
も
、
そ
れ
と
均
し
い
明
知
と
思
慮
を
備
へ
た
人
が
、

芸
術
家
と
自
称
す
る
も
の
ゝ
周
囲
に
、
鋭
い
眼
を
向
け
て
ゐ
る
こ
と
を
御
存
じ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
か
う
い

ふ
人
た
ち
は
、
人
と
し
て
、
ど
れ
だ
け
芸
術
家
に
劣
つ
て
ゐ
る
か
。
彼
ら
の
生
活
は
、
芸
術
家
の
生
活
に
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比
し
て
、
ど
れ
だ
け
貧
し
く
、
ど
れ
だ
け
暗
い
か
。
彼
ら
は
、
幾
度
、
自
称
芸
術
家
に
対
し
て
、
わ
れ
ら

の
求
む
る
も
の
は
他
に
在
り
と
云
つ
た
か
。

　
芸
術
は
、
果
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
と
没
交
渉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
人
に
、
芸
術
は
何

を
教
ふ
べ
き
か
。
何
を
学
ぶ
べ
き
か
。

　
一
般
公
衆
を
目
し
て
牢
獄
に
呻
吟
す
る
も
の
な
り
と
す
る
芸
術
家
よ
、
卿
ら
は
、
果
し
て
窓
外
の
光
を

家
と
す
る
幸
福
人
類
な
の
か
。
果
た
ま
た
、
壁
の
彼
方
に
明
る
き
世
界
あ
る
こ
と
を
感
知
し
て
、
第
一
に

そ
の
壁
に
孔
を
穿
つ
明
智
と
勇
気
の
独
専
者
な
の
か
。

　
卿
ら
が
、
た
と
へ
、
そ
の
壁
に
一
つ
の
孔
を
穿
ち
得
た
り
と
せ
よ
、
卿
ら
が
、
穿
ち
得
た
り
と
す
る
孔

は
、
既
に
彼
ら
の
穿
ち
た
る
孔
の
隣
に
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
こ

の
孔
よ
り
外
を
見
よ
、
そ
は
汝
ら
の
見
知
ら
ざ
る
世
界
な
り
、
な
ど
ゝ
喚
く
こ
と
は
慎
ん
で
ほ
し
い
。

　
芸
術
家
が
、
仮
に
公
衆
と
区
別
さ
る
べ
き
も
の
と
し
よ
う
。
芸
術
家
が
、
仮
に
、
さ
う
い
ふ
小
窓
を
明

け
得
る
も
の
と
し
よ
う
。

　
芸
術
家
は
、
さ
も
そ
の
窓
が
、
ひ
と
り
で
に
明
い
た
や
う
に
、
公
衆
と
共
に
、
そ
の
窓
を
指
し
て
叫
べ

　
　
「
お
ゝ
、
美
し
き
光
よ
」
と
。

　
芸
術
家
は
、
一
般
公
衆
と
共
に
、
自
然
と
人
生
と
を
観
れ
ば
い
い
。
一
層
注
意
し
て
観
れ
ば
い
ゝ
。
絶

6小山内君の戯曲論



え
ず
眼
を
離
さ
ず
に
そ
れ
を
観
て
ゐ
れ
ば
い
ゝ
。
そ
し
て
、
自
ら
胸
に
浮
ぶ
想
念
を
、
感
興
を
、
情
懐
を
、

た
ゞ
正
直
に
述
べ
れ
ば
い
ゝ
　
　
友
と
語
る
が
如
く
。

　
そ
の
観
方
が
、
他
の
も
の
よ
り
も
少
し
深
く
、
そ
の
述
べ
方
が
、
他
の
も
の
よ
り
も
少
し
光
彩
に
富
ん

で
ゐ
る
と
き
、
彼
は
、
少
し
彼
ら
よ
り
も
芸
術
家
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
凡
そ
、
人
間
を
、
芸
術
家
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
に
二
分
に
し
よ
う
と
す
る
が
如
き
は
、
嗤
ふ
べ
き
妄
想

で
あ
る
。

　
芸
術
家
を
以
て
自
任
す
る
も
の
は
、
そ
の
道
に
於
て
、
不
明
と
慢
心
に
よ
つ
て
何
人
を
も
退
屈
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。
う
る
さ
が
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　
或
る
聴
き
手
に
取
つ
て
、
そ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
は
、
殊
に
平
凡
な
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

何
も
教
へ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
し
か
た
が
な
い
。
そ
れ
で
満
足
す
る
外
は
な
い
　
　
そ
の
聴
手

を
微
笑
ま
し
め
、
ま
た
は
、
快
よ
き
涙
を
誘
ふ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
　
　
ま
し
て
、
そ
の
胸
を
、
ほ
ん

の
少
し
で
も
撃
つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
　
　
。

　
小
山
内
君
は
「
劇
場
の
中
に
人
生
を
観
た
戯
曲
」
と
し
て
或
る
脚
本
を
斥
け
、
あ
ま
つ
さ
へ
、
そ
れ
を

読
ん
で
、
そ
の
作
者
の
落
度
で
も
あ
る
か
の
如
く
「
驚
い
て
」
を
ら
れ
る
。
（
読
者
よ
、
許
し
給
へ
、
そ

れ
は
僕
の
作
「
チ
ロ
ル
の
秋
」
で
あ
る
）
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「
芝
居
と
い
ふ
建
物
の
中
で
は
、
ど
う
に
か
葉
が
茂
り
花
も
咲
く
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
吾
々
が
現
在

吾
々
の
周
囲
に
見
て
ゐ
る
人
生
と
い
ふ
も
の
ゝ
中
に
持
ち
出
し
た
ら
、
恰
度
、
温
室
か
ら
冬
出
さ
れ
た
夏

の
花
の
や
う
に
、
忽
ち
萎
ん
で
了
ふ
だ
ら
う
」

　
批
難
と
い
ふ
も
の
が
、
こ
れ
ほ
ど
讃
辞
と
一
致
す
る
例
た
め
しを
、
僕
は
未
だ
嘗
て
知
ら
な
い
。

　
僕
は
、
僕
の
戯
曲
を
、
夢
に
も
芝
居
と
い
ふ
世
界
か
ら
外
へ
持
ち
出
す
野
心
は
な
い
。
野
心
が
な
い
ど

こ
ろ
か
、
そ
ん
な
事
を
さ
れ
て
は
迷
惑
至
極
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
僕
は
、
自
分
の
書
く
戯
曲
が
、
果
し
て
、
温
室
へ
入
れ
て
ま
で
、
葉
を
茂
ら
せ
、
花

を
咲
か
せ
る
ほ
ど
の
植
物
で
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
点
で
、
既
に
大
き
な
疑
ひ
を
も
つ
て
ゐ
る
。

　
日
本
演
劇
界
の
耆
宿
小
山
内
君
か
ら
、
さ
う
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
は
つ
き
り
し
た
こ
と
を

云
つ
て
頂
き
た
か
つ
た
。
た
ゞ
、
「
舞
台
は
人
生
の
温
室
な
り
」
と
い
ふ
美
し
い
定
義
は
、
こ
れ
か
ら
、

僕
の
も
の
と
し
て
取
つ
て
置
き
た
い
。

　
わ
が
見
す
ぼ
ら
し
き
在
る
か
無
き
か
の
花
よ
　
　
花
と
呼
ば
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
か
く
は
今
汝
を
呼
ぶ
な

れ
　
　
わ
が
愛
す
る
室
咲
む
ろ
ざ
き
の
花
よ
　
　

　
希
く
ば
、
此
の
寒
空
に
、
汝
の
温
か
き
住
家
す
み
か
を
出
づ
る
勿
れ
。
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