
「
鼻
」
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
陰
影

高
　
橋

龍
　
夫

は
じ
め
に

　
芥
川
龍
之
介
の
「
鼻
」
一
「
新
思
潮
」
大
正
5
・
2
一
の
論
考
は
、
既
に

膨
大
な
も
の
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
出
典
と
の
比
較
、
主
人
公

内
供
の
自
意
識
の
悲
喜
劇
の
意
味
づ
け
、
語
り
手
の
レ
ベ
ル
で
の
構
造
分

析
、
そ
し
て
草
稿
に
よ
る
創
作
過
程
の
検
討
な
ど
に
光
が
当
て
ら
れ
て
き

た
。
そ
の
中
で
明
瞭
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
「
鼻
」
の
創
作
過
程
に
お
い

て
、
語
り
手
の
レ
ベ
ル
で
の
〈
笑
い
〉
と
く
晒
い
V
と
の
意
識
的
な
使
い

分
け
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
、
「
鼻
」
の
解
釈
、
及
び
芥
川
の
創
作
意
識

を
探
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
ア
ン

リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
（
「
后
　
霞
轟
」
お
8
）
が
関
与
し
て
い
る

こ
と
を
考
慮
す
る
論
考
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
申
で
唯
一
、
同
書
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

関
連
を
指
摘
し
て
い
る
石
割
透
氏
の
推
論
は
畑
眼
生
言
う
べ
き
だ
が
、

「
鼻
」
に
用
い
ら
れ
る
く
笑
い
V
の
要
素
と
の
関
連
性
を
検
討
す
る
段
階

に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
「
鼻
」
と
『
笑
い
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

筆
者
も
既
に
考
察
の
一
部
を
拙
稿
に
て
指
摘
し
た
が
、
未
だ
『
笑
い
』
を

基
点
と
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
相
関
を
め
ぐ
る
詳
細
な
検
討
が
重
要

な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
鼻
」
に
よ
る
ベ

ル
ク
ソ
ン
受
容
は
、
単
な
る
一
作
品
の
創
作
上
の
ヒ
ン
ト
に
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
、
そ
の
哲
学
的
実
践
が
芥
川
文
学
を
新
た
に
照
射
す
る
一
契
機
を

内
包
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
「
鼻
」
を
評
価
し
た
夏
目
漱
石
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
強

い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
考
慮
し
つ
つ
、
「
鼻
」
に
よ
る
芥
川
の
芸

術
的
出
発
の
意
味
を
改
め
て
間
い
直
し
、
芥
川
文
学
の
創
作
意
識
と
方
法

を
再
検
討
す
る
新
た
な
視
座
を
提
起
し
て
み
た
い
。

芥
川
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
を
読
ん
だ
こ
と
は
、
親
友
の
丼
川

一
後
恒
藤
一
恭
宛
の
書
簡
の
文
面
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

此
間
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
笑
」
を
よ
ん
だ
　
理
屈
が
割
含
に
や
さ
し
か

つ
た
の
で
よ
く
わ
か
つ
た
　
よ
く
わ
か
つ
か
た
ら
面
自
か
つ
た
面

倒
く
さ
い
な
　
か
く
よ
り
あ
つ
て
話
し
を
し
た
方
が
遥
に
埼
が
あ
く

僕
は
君
に
語
す
事
が
沢
山
あ
る
一
臼
し
や
べ
つ
て
ゐ
て
も
つ
き
な
い
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程
沢
山
あ
る

残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

　
右
の
書
簡
は
大
正
三
年
十
二
月
二
一
日
付
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
「
鼻
」
の
本
格
的
な
執
筆
（
大
正
四
年
末
；
五
年
初
）
に
先
駆
け
て

『
笑
い
』
は
読
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
犬
正
三
年
に
は
既
に
広
瀬
哲
士
訳

『
笑
の
研
究
』
一
慶
応
義
塾
出
版
局
、
犬
3
・
4
一
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
松
岡
譲
に
よ
っ
て
第
三
次
「
新
思
潮
」
第
四
号
（
大
3
・
5
）
に

　
　
　
　
　
＾
4
一

「
芸
術
の
目
的
」
と
題
し
て
『
笑
い
』
の
一
部
が
翻
訳
さ
れ
て
も
い
る
。

し
か
し
、
芥
川
が
欧
米
の
知
識
の
大
半
を
英
訳
書
に
依
っ
て
い
た
こ
と
や
、

書
簡
で
「
笑
」
と
記
し
て
い
る
一
」
と
か
ら
、
芥
川
は
和
訳
書
で
は
な
く
や

は
り
英
訳
書
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ち
な
み
に
、
同
時
期
の
英

訳
書
と
し
て
は
Ω
◎
艮
霧
辱
じ
o
轟
轟
畔
竃
訳
「
曇
Ω
雪
由
婁
向
ω
弩

○
乞
畠
岡
竃
向
婁
婁
O
○
句
畠
向
O
O
竃
H
O
」
（
竃
零
邑
爵
貝
お
賞
）
の
現

　
　
　
　
　
　
一
5
一

存
が
確
認
で
き
る
。

　
な
お
、
芥
川
は
『
笑
い
』
以
外
に
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
を
、
少
な
く

と
も
、
『
時
間
と
自
由
意
志
』
『
形
而
上
学
入
門
』
及
び
『
創
造
的
進
化
』

の
三
点
は
読
ん
で
い
た
こ
と
が
芥
川
の
文
章
や
書
簡
な
ど
か
ら
確
認
で
き

る
。
し
か
し
現
存
す
る
の
は
『
時
間
と
白
由
意
志
』
と
『
形
而
上
学
入
門
』

の
二
点
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
日
本
近
代
文
学
館
の
芥
川
龍
之
介
文
庫
に

弓
一
§
③
竃
P
印
霧
ま
已
（
邑
ぽ
員
お
嵩
）
と
屋
序
時
◎
φ
竃
戌
◎
蟹
ぎ

竃
黒
葛
耳
ω
帥
易
」
（
竃
嵩
竃
嘗
農
仁
⑩
曽
）
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
芥
川
の
書
簡
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
先
の
も

の
を
含
め
て
三
通
（
犬
2
・
犯
・
3
、
犬
3
・
1
2
・
3
、
同
1
2
・
2
1
一
あ

る
が
、
い
ず
れ
も
井
川
一
恒
藤
一
恭
宛
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川

は
後
に
「
恒
藤
恭
氏
」
（
大
u
・
1
0
「
改
造
」
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
き

二
筒
に
ゐ
た
時
分
は
、
飯
を
食
ふ
に
も
、
散
歩
を
す
る
に
も
、
の
べ

つ
幕
な
し
に
議
論
し
た
り
。
し
か
も
議
論
問
題
と
な
る
も
の
は
純
粋

思
惟
と
か
、
西
田
幾
多
郎
と
か
、
白
由
意
志
と
か
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と

か
、
む
ず
か
し
い
事
ば
か
り
に
限
り
し
を
記
憶
す
一
傍
点
、
筆
者
。
一

　
芥
…
川
が
学
生
時
代
を
送
っ
て
い
た
犬
正
初
期
は
、
明
治
末
期
か
ら
流
行

し
始
め
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
日
本
で
〈
生
の
哲
学
〉
と
し
て
犬
正
生
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

主
義
に
至
る
一
思
潮
を
形
成
し
て
い
た
時
期
に
当
た
る
。
大
杉
栄
を
は
じ

め
、
金
子
筑
水
、
片
上
伸
な
ど
が
生
命
の
進
化
と
芸
術
・
哲
学
と
の
結
び

つ
き
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
時
期
と
相
前
後
し
て
、
「
鼻
」
は
夏
目
漱
石

を
第
一
の
読
者
に
想
定
し
つ
つ
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
特
に
、
「
鼻
」
を
第
四
次
「
新
思
潮
」
創
刊
号
一
大
5
・
2
一
に
掲
載

し
た
直
後
に
、
芥
川
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
核
を
な
す
〈
直
観
〉
と
〈
持

続
〉
の
原
理
を
論
じ
た
冒
ぎ
Φ
馨
創
時
需
ま
巳
を
読
了
し
、
随
所
に
ア

ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
入
れ
つ
つ
、
奥
付
に
次
の
よ
う
な
感
想
を
銘
記
し
て
い

る
の
は
注
目
に
値
す
る
。

哲
学
の
本
で
こ
ん
な
美
し
い
本
は
読
ん
だ
事
が
な
い
　
縞
麗
な
水
を

一
層
づ
つ
深
く
沈
ん
で
行
く
や
う
な
気
が
し
て
、
さ
う
し
て
い
く
ら

沈
ん
で
行
つ
て
も
明
る
さ
は
ち
つ
と
も
変
わ
ら
な
い
気
が
し
た
　
僧

越
だ
が
序
文
と
結
論
と
を
こ
の
本
を
読
ま
な
い
常
か
ら
ボ
ン
ヤ
リ
僕

も
考
へ
て
い
た
が
、
そ
の
間
の
精
巧
な
連
鎖
に
至
つ
て
は
感
服
の
外

は
な
い
。
　
千
九
百
ニ
ハ
年
三
月
　
犬
学
の
図
書
館
に
て
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本
書
と
芥
川
文
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
「
僧
越
だ
が
序
文
と
結
論
と
を
こ
の
本
を
読
ま
な
い
常
か
ら
ボ
ン

ヤ
リ
僕
も
考
へ
て
い
た
」
と
書
き
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
芥
川
は
「
鼻
」

に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
前
後
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
著
に

も
触
れ
、
そ
の
主
張
に
共
鳴
す
る
素
養
を
多
少
な
り
と
も
持
ち
得
て
い
た

点
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
「
鼻
」
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
の
影
響
が
指
摘
で

き
る
箇
所
を
確
認
し
て
お
く
。

　
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
周
囲
の
者
の
く
笑
い
V
と
内
供
の
〈
晒
い
〉

と
の
表
記
を
含
め
た
笑
い
の
扱
い
方
に
語
り
手
は
意
識
的
で
あ
っ
た
。
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
）

に
芹
澤
光
興
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
鼻
を
短
く
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

ま
で
の
前
半
に
は
〈
晒
い
〉
の
表
記
は
全
く
な
く
、
鼻
を
短
く
し
た
後
半

で
も
、
池
の
尾
の
者
た
ち
の
笑
い
の
描
写
に
は
噺
笑
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な

い
。
彼
ら
の
〈
笑
い
〉
は
「
可
笑
し
さ
う
な
」
「
可
笑
し
さ
」
「
ふ
っ
と
吹

き
出
し
て
し
ま
つ
た
」
「
く
す
く
す
笑
ひ
出
し
た
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
、

表
情
と
し
ぐ
さ
を
中
心
と
し
た
〈
笑
い
〉
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
語
ら

れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
供
の
内
部
で
は
「
　
前
に
は
あ
の
や
う

に
つ
け
つ
け
と
は
晒
は
な
ん
だ
て
。
」
と
受
け
取
ら
れ
、
噺
笑
の
意
味
を

伴
っ
た
く
晒
い
V
と
表
記
さ
れ
る
。
一
」
の
表
記
は
、
例
え
ば
内
供
の
内
面

に
沿
っ
て
焦
点
化
さ
れ
た
次
の
語
り
の
箇
所
で
も
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。

　
内
供
は
始
、
之
を
白
分
の
顔
が
は
り
が
し
た
せ
ゐ
だ
と
解
釈
し
た
。

し
か
し
ど
う
も
こ
の
解
釈
だ
け
で
は
十
分
に
説
明
が
つ
か
な
い
や
う

で
あ
る
。
　
　
勿
論
、
中
童
子
や
下
法
師
が
晒
ふ
原
因
は
、
そ
こ
に

あ
る
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
け
れ
ど
も
同
じ
晒
ふ
に
し
て
も
、
鼻
の
長

か
つ
た
昔
と
は
、
晒
ふ
の
に
ど
こ
と
な
く
容
子
が
ち
が
ふ
。
一
傍
点
、

筆
者
。
一

　
内
供
と
他
者
と
の
笑
い
を
め
ぐ
る
表
記
と
そ
の
内
実
の
差
異
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

は
、
松
沢
和
宏
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
周
囲
の
者
の
〈
笑
い
〉

を
内
供
が
潮
笑
と
し
て
の
く
晒
い
V
と
解
釈
す
る
よ
う
に
設
定
す
る
過
程

が
、
草
稿
に
よ
る
推
敲
段
階
で
次
第
に
明
瞭
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
執
筆
遇
程
に
お
い
て
作
者
自
身
が
〈
笑
い
〉
と
〈
晒
い
〉
と

の
差
異
、
つ
ま
り
は
笑
い
手
と
笑
わ
れ
る
当
人
と
の
認
識
の
差
異
に
つ
い

て
多
分
に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g
）

　
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
を
参
照
す
る
と
、
滑
稽
と
受
け
取
れ

る
人
物
に
対
し
て
の
他
者
の
目
と
笑
わ
れ
る
本
人
と
の
認
識
の
差
異
が
、

〈
笑
い
V
の
特
質
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
他
者
か
ら
笑
わ
れ
る
べ
き
具
体
的
要
素
と
し
て
、
精
神
的
な

「
放
心
」
や
身
体
的
「
こ
わ
ば
り
」
を
上
げ
、
そ
れ
ら
を
喜
劇
の
人
物
に

見
立
て
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

喜
劇
の
人
物
は
概
し
て
彼
が
自
ら
己
を
知
ら
ず
に
い
る
程
度
に
正
比

例
し
て
滑
稽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
で
十
分
だ
。
滑

稽
人
物
は
無
意
識
で
あ
る
。
あ
た
か
も
ギ
ゲ
ス
の
指
輪
を
逆
に
使
っ

た
か
の
よ
う
に
、
彼
は
み
ん
な
に
自
分
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
、
白
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分
に
は
自
分
を
見
え
な
く
す
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
笑
う
べ
き
欠

点
は
そ
れ
が
笑
う
べ
き
者
と
自
分
に
感
づ
く
や
否
や
、
少
な
く
と
も

人
前
で
な
り
と
も
自
分
を
修
正
し
よ
う
と
努
め
る
。
（
第
一
章
－
一
）

　
鼻
を
短
く
し
た
時
点
で
の
内
供
は
、
期
待
に
反
し
て
そ
れ
ま
で
以
上
に

周
囲
か
ら
笑
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
理
由
を
遼
巡
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
語
り
手
は
そ
の
よ
う
な
内
供
を
「
遺
憾
な
が
ら

こ
の
問
に
答
を
与
え
る
明
が
欠
け
て
ゐ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ち
な
み

に
「
鼻
」
の
草
稿
に
も
、
内
供
に
つ
い
て
「
自
身
の
顔
が
如
何
に
滑
稽
に

昆
え
る
か
と
云
ふ
事
実
を
　
商
量
す
る
暇
に
乏
し
か
つ
た
」
（
草
稿
4
1

　
　
一
1
0
一

2
，
8
）
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
滑
稽
人
物
は

無
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
状
況
に
ち
ょ
う
ど
対
応
し
て
い
る
。
し
か
も
笑

わ
れ
る
に
つ
れ
て
短
く
な
っ
た
鼻
を
「
か
え
つ
て
恨
め
し
く
」
思
う
内
供

の
心
境
は
、
「
笑
う
べ
き
欠
点
」
を
「
修
正
し
よ
う
と
努
め
る
」
と
い
う

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
に
な
ぞ
ら
れ
て
く
る
。

　
ま
た
『
笑
い
』
で
は
、
笑
う
者
は
そ
の
人
物
の
内
部
を
対
象
と
す
る
の

で
は
な
く
、
外
部
に
見
ら
れ
る
「
こ
わ
ば
り
」
を
笑
う
の
で
あ
り
、
そ
の

〈
笑
い
〉
は
「
屈
辱
を
与
え
て
、
縮
み
あ
が
ら
せ
る
こ
と
を
役
目
と
し
て

い
る
」
と
い
う
。
こ
れ
を
内
供
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
鼻
と
い
う
外
部

を
短
く
し
た
が
、
充
足
す
べ
き
内
面
を
無
視
さ
れ
た
形
で
周
囲
か
ら
か

え
っ
て
笑
わ
れ
、
そ
れ
を
〈
晒
い
〉
と
し
て
意
識
し
苛
立
た
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
心
境
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
事
態
と
一
致
す
る
。

　
さ
ら
に
『
笑
い
』
に
お
い
て
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
笑
い
手
に
よ

る
く
笑
い
V
の
中
に
無
意
識
の
「
底
意
」
が
潜
む
と
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

再
三
の
指
摘
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
が
上

げ
ら
れ
る
。

笑
い
は
現
実
の
あ
る
い
は
仮
想
の
他
の
笑
い
手
た
ち
と
の
或
合
意

の
、
殆
ど
共
犯
と
で
も
言
い
た
い
も
の
の
、
底
意
を
潜
め
て
い
る
。

（
第
一
章
－
一
）

　
そ
こ
（
笑
い
H
筆
者
注
）
に
は
、
我
々
自
身
が
持
っ
て
い
な
い
と

き
に
も
、
我
々
に
対
し
て
社
会
の
も
っ
て
い
る
一
つ
の
底
意
が
混

ざ
っ
て
い
る
。
そ
甲
」
に
は
口
に
出
し
て
言
わ
ぬ
が
、
面
目
を
失
わ
せ

て
や
ろ
う
と
い
う
意
向
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ

が
少
な
く
と
も
外
面
的
に
な
り
と
矯
正
し
て
や
ろ
う
と
い
う
意
向
が

入
っ
て
い
る
。
一
塑
二
章
1
こ
（
傍
点
、
筆
者
。
）

　
笑
い
に
「
底
意
」
が
潜
む
と
い
う
指
摘
は
、
「
鼻
」
の
語
り
手
が
読
者

に
解
説
す
る
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
を
容
易
に
妨
佛
さ
せ
る
。
「
傍
観

者
の
利
己
主
義
」
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。

少
し
誇
張
し
て
云
へ
ば
、
も
う
一
度
そ
の
人
を
、
同
じ
不
幸
に
陥
れ

て
み
た
い
や
う
な
気
に
さ
へ
な
る
。
さ
う
し
て
何
時
の
間
に
か
、
消

極
的
で
は
あ
る
が
、
或
敵
意
を
そ
の
人
に
対
し
て
抱
く
や
う
な
事
に

な
る
。
（
傍
点
、
筆
者
。
）

　
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
の
内
実
は
他
者
に
潜
む
「
或
敵
意
」
な
の
だ

が
、
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
す
る
「
底
意
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
（
前
出
の
広
瀬
哲
士
訳
『
笑
の
研
究
』
で
は
「
奥
意
」
と
訳
出
し

て
い
る
）
。
先
に
上
げ
た
英
訳
書
に
お
い
て
は
「
底
意
」
に
関
す
る
箇
所
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を
「
一
婁
智
畔
撃
穿
黛
巴
慶
昌
黎
β
。
爵
⑭
◎
冷
ω
⑦
9
阻
印
窪
冒
霧
8
曇
睾
撃
①
⑬

8
慶
忌
O
帥
膏
」
及
び
「
津
匙
事
碧
巴
竃
昌
Φ
ω
鯉
器
暮
阻
◎
哨
馨
8
屋
O
ぎ
易
ぎ
畔
窪
糾
」

と
英
訳
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
林
達
夫
訳
の
「
底
意
」
に
当
た
る
箇

所
は
、
い
わ
ば
、
〈
笑
わ
れ
る
当
人
に
向
け
ら
れ
た
笑
い
手
た
ち
の
半
無

意
識
的
に
悪
意
を
含
ん
だ
共
犯
意
識
〉
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

や
は
り
内
容
と
し
て
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
に
近
似
す
る
。
ち
な
み
に

『
笑
い
』
の
結
末
箇
所
で
は
、
笑
い
手
に
「
自
己
主
義
の
少
量
」
が
見
出

さ
れ
る
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
先
の
英
訳
書
で
は
「
ε
。
宗
頓
霧
艮
招
◎
げ
冒
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ア
」
の
こ
と
か
ら
、
芥
川
は
内
供
を
取
り
巻
く
池
の

尾
の
者
た
ち
の
笑
う
態
度
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
〈
笑
い
〉
に
潜
む
エ

ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
の
「
底
意
し
を
流
用
し
て
、
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

と
定
義
付
け
を
し
て
み
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
な
お
、
『
笑
い
』
に
お
い
て
、
肉
体
の
こ
わ
ば
り
や
歪
み
が
社
会
の
懸

念
の
種
に
な
る
と
指
摘
す
る
箇
所
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
鼻
の
曲
が
り
具

含
」
や
「
鼻
の
大
き
さ
」
を
そ
の
具
体
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
他
数
箇
所
で
も
「
鼻
」
を
〈
笑
い
〉
に
お
け
る
典
型
的
事
例
と
し
て

例
示
し
〈
笑
い
〉
の
特
質
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』

の
内
供
の
鼻
の
語
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
笑
い
〉
の
分
析
を
介
在
さ
せ
る
発

想
は
、
こ
の
点
で
も
芥
川
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
鼻
」
執
筆
過
程
で
既
に
読
了
し
て
い
た
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
『
笑
い
』
の
諸
指
摘
を
流
用
し
て
い
た
形
跡
は
、
「
鼻
」
の
各
場
面
に

少
な
か
ら
ず
点
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
鼻
」
執
筆
過
程
で
『
笑
い
』
を
介
在
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
『
笑
い
』

に
は
芥
川
の
創
作
意
識
を
探
る
上
で
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
諸
指
摘
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
〈
笑
い
〉
の
機
能
に
つ
い
て
社
会
的
矯
正
作
用
を
再
三

繰
り
返
し
て
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
箇
所
を
あ
げ
る
と
、
や
や
長

く
な
る
が
次
の
よ
う
で
あ
る
。

性
格
な
り
精
神
な
り
な
い
し
は
肉
体
な
り
の
こ
わ
ば
り
は
す
べ
て
社

会
の
懸
念
の
種
に
な
る
。
一
中
略
一
要
す
る
に
「
中
心
は
ず
れ
」

翼
o
窒
艮
o
序
し
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
し
る
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
社
会
は
そ
の
た
め
に
具
体
的
な
損
害
を
受
け
て

い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
際
、
具
体
的
な
取
り
締
ま
り
に
よ
っ

て
干
渉
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
社
会
は
自
分
に
不
安
を
感
じ
さ

せ
る
或
る
物
に
直
面
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
た
だ
徴
候
と

し
て
だ
け
の
こ
と
で
　
　
殆
ど
一
つ
の
脅
威
と
も
い
え
ぬ
も
の
、
せ

い
ぜ
い
一
つ
の
身
振
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
社
会
が
そ
れ
に
呼
応

す
る
に
も
、
一
つ
の
身
振
り
を
も
っ
て
す
る
の
だ
。
笑
い
は
こ
の
種

の
或
る
物
、
一
種
の
社
会
的
身
振
り
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
吹

き
込
む
懸
念
に
よ
っ
て
、
笑
い
は
「
中
心
は
ず
れ
」
を
矯
め
抑
え
る
。

（
第
一
章
－
二
）

　
〈
笑
い
〉
は
、
社
会
の
調
和
を
破
る
特
定
の
人
間
の
何
ら
か
の
〈
こ
わ

ば
り
〉
を
矯
正
す
る
た
め
の
社
会
的
身
振
り
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
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い
わ
ば
〈
笑
い
〉
は
、
あ
る
集
団
が
社
会
的
安
定
度
を
高
め
る
た
め
に
個

人
の
突
出
し
た
部
分
一
肉
体
的
・
精
神
的
・
性
格
的
一
に
対
し
て
無
意
識

に
発
動
し
て
し
ま
う
矯
正
機
能
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
鼻
」
の
冒
頭
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

禅
智
内
供
の
鼻
と
云
へ
ば
、

点
、
筆
者
。
一

池
の
尾
で
知
ら
な
い
者
は
な
い

一
傍

　
こ
の
誇
張
的
な
否
定
表
現
は
、
「
池
の
尾
」
と
い
う
共
同
体
が
い
か
に

内
供
の
鼻
一
の
噂
語
一
を
巡
っ
て
密
着
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
田

中
実
氏
も
「
同
じ
反
応
（
噂
）
を
す
る
同
質
性
、
均
質
性
を
要
求
す
る
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
一

同
体
が
前
提
と
な
っ
て
成
立
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
「
池
の
尾
」
と

い
う
一
つ
の
共
同
体
の
中
で
、
内
供
の
長
い
鼻
の
語
題
は
町
の
住
人
に

よ
っ
て
様
々
に
噂
さ
れ
る
こ
と
が
作
品
の
前
提
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の

一
方
で
、
「
五
十
歳
を
越
え
た
内
供
」
は
「
僧
供
講
説
な
ど
屡
行
は
れ
る
」

よ
う
な
繁
栄
を
誇
る
寺
で
「
内
遺
場
供
奉
の
職
」
に
就
く
僧
侶
で
あ
る
。

寺
社
が
地
域
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
当
時
、
「
沙
弥
」
の
時
代
か
ら
高

徳
の
僧
侶
に
昇
進
す
る
ま
で
の
長
年
に
わ
た
る
内
供
の
鼻
の
噂
語
に
は
、

単
な
る
話
題
提
供
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
町
の
者
に
共
同

体
的
安
定
度
を
与
え
る
社
会
的
意
昧
を
も
重
ね
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

池
の
尾
の
町
の
者
は
高
徳
の
僧
侶
の
滑
稽
な
側
面
を
噂
す
る
こ
と
で
、
逆

に
彼
ら
同
士
の
間
で
の
世
俗
的
人
間
関
係
の
安
定
が
保
持
さ
れ
て
き
た
と

し
た
ら
、
内
供
の
長
い
鼻
は
、
内
供
の
意
に
反
し
て
池
の
尾
の
町
の
者
に
、

ユ
i
モ
ア
と
共
存
意
識
を
与
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
共
有
さ
れ
、
池
の
尾

と
い
う
社
会
に
お
け
る
集
約
的
役
割
を
潜
在
的
に
担
っ
て
い
た
と
言
え

る
。
実
際
、
語
り
手
は
作
晶
全
体
を
通
し
て
地
域
性
を
表
す
「
池
の
尾
」

と
い
う
語
に
こ
だ
わ
り
、
そ
の
範
晴
で
の
内
供
と
他
者
と
の
ド
ラ
マ
を
展

開
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
芥
川
自
身
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
喚
起
さ

れ
た
〈
笑
い
〉
の
社
会
的
意
昧
に
意
識
的
だ
っ
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
そ
れ
だ
け
に
、
内
供
が
鼻
を
短
く
し
た
こ
と
は
、
池
の
尾
の
町
の
者
に

と
っ
て
関
心
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
見
逃
せ
な
い
新
た
な
相
貌
と
し
て
不

調
和
を
示
唆
し
て
し
ま
う
。
長
年
の
話
題
提
供
者
と
し
て
の
内
供
の
鼻
が

収
縮
す
れ
ば
、
池
の
尾
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
「
中
心
は
ず
れ
」
が
生
じ

る
わ
け
で
、
池
の
尾
の
者
の
く
笑
い
V
に
は
社
会
的
矯
正
作
用
が
自
ず
か

ら
発
動
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ

に
は
〈
笑
い
〉
の
性
質
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
す
る
「
底
意
」
、
「
鼻
」

に
お
け
る
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
内

供
に
と
っ
て
は
潮
笑
と
し
て
の
〈
晒
い
〉
に
相
当
し
て
し
ま
う
。

　
草
稿
を
推
敲
し
て
い
く
過
程
で
、
芥
川
が
〈
笑
い
〉
と
く
晒
い
V
と
の

差
異
を
内
供
が
鼻
を
短
く
し
た
直
後
か
ら
意
図
的
に
使
い
分
け
よ
う
と
し

た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
し
た
「
中
心
は
ず
れ
」
と

そ
れ
に
対
す
る
社
会
的
矯
正
作
用
を
作
品
内
に
布
置
し
よ
う
と
し
た
た
め

だ
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
自
尊
心
の
駿
損
回
復
を
目
的
と
し
て
内
供
が
鼻
を
短
く
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
自
身
、
「
「
鼻
」

自
解
」
一
芥
川
未
発
表
メ
モ
一
の
申
で
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
た
。

　
僕
は
鼻
で
身
体
的
欠
陥
の
た
め
に
た
え
ず
＜
竃
茸
に
な
や
ま
さ
れ

て
ゐ
る
苦
し
さ
を
書
か
う
と
し
た
（
中
略
一
実
際
に
身
体
的
欠
陥
の

あ
る
人
は
幾
分
で
も
内
供
の
心
持
ち
に
同
感
し
て
く
れ
る
だ
ら
う
と
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思
ふ
。

　
友
人
宛
書
簡
の
下
書
き
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
メ
モ
に
お
い
て
、

「
鼻
」
執
筆
動
機
の
一
つ
に
「
た
え
ず
く
竃
茸
に
な
や
ま
さ
れ
て
ゐ
る
苦

し
さ
を
書
か
う
と
し
た
」
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
興
味
深
い
。

内
供
が
自
尊
心
回
復
を
企
図
し
た
の
は
、
そ
こ
に
＜
§
茸
一
虚
栄
心
一
が

働
い
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
個
人
が
虚
栄
心
を
抱
く
と

き
、
そ
れ
は
他
者
か
ら
見
れ
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
一
精
神
的
な
一
「
こ

わ
ば
り
」
に
過
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
、
特
定
人
物
が
虚
栄
心
に
固
執
す
る
こ

と
は
、
他
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
共
同
体
の
単
位
に
と
っ
て
調
和
を
乱
す

者
と
し
て
映
っ
て
し
ま
う
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
門
笑
い
』
の
結
末
で
、
実
は
虚
栄
心
に
つ
い
て
も
周
到

に
言
及
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
虚
栄
心
を
「
社
会
生
活
の
白
然
的
所

産
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
た
だ
反
省
に
よ
っ
て
の
み
」
解
消
出
来
る
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
顕
著
な
社
会
的
欠
点
を
「
虚
栄
心
く
竃
箒
で
あ
る
」

と
断
言
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

人
は
笑
い
が
規
則
正
し
く
そ
の
主
要
役
目
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
放
心

し
て
い
る
う
ぬ
ぼ
れ
を
完
全
な
自
意
識
の
境
に
引
き
戻
し
、
か
く
し

て
性
格
の
で
き
る
だ
け
最
大
の
社
交
性
を
獲
得
さ
せ
る
と
い
う
役
目

を
果
た
す
の
を
そ
こ
に
見
る
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
笑
い
は
絶
え
ず
こ

の
種
の
仕
事
を
成
就
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
虚
栄
心
の
特

効
薬
は
笑
い
で
あ
り
、
そ
し
て
本
質
的
に
笑
う
べ
き
欠
点
は
虚
栄
心

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
第
三
章
－
二
）

　
内
供
は
鼻
を
短
く
す
る
こ
と
で
「
満
足
そ
う
に
眼
を
し
ば
た
た
」
く
の

で
あ
る
が
、
作
品
冒
頭
の
動
機
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
「
満
足
」
は
肉
体

的
不
満
か
ら
の
解
放
を
意
昧
す
る
の
で
は
な
く
、
自
尊
心
駿
損
の
回
復
願

望
を
意
図
す
る
虚
栄
心
の
充
足
を
意
昧
し
て
い
た
。
語
り
手
は
鼻
の
短
く

な
っ
た
内
供
の
和
み
を
「
幾
年
に
も
な
く
、
法
華
経
書
写
の
功
を
積
ん
だ

時
の
や
う
な
、
の
び
の
び
と
し
た
気
分
に
な
つ
た
」
と
彼
の
心
情
に
沿
っ

て
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
は
裏
腹
に
、
池
の
尾
と
い
う
共
同
体

的
視
点
か
ら
見
る
と
、
内
供
の
自
尊
心
製
損
の
回
復
は
な
に
よ
り
も
虚
栄

心
拡
張
の
シ
グ
ナ
ル
と
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
昧
で
、
作

晶
後
半
の
場
面
に
短
い
鼻
に
対
す
る
池
の
尾
の
者
の
笑
い
を
対
置
さ
せ
る

と
い
う
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
芥
川
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
設
定
が
付
与
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
指
摘
す
る
「
虚

栄
心
の
特
効
薬
は
笑
い
」
だ
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
生
か
さ
れ
た
か
ら
で
は
な

か
っ
た
か
。
ち
な
み
に
、
草
稿
を
昆
る
と
、
内
供
の
鼻
が
短
く
な
っ
た
場

面
以
降
で
再
三
に
わ
た
る
書
き
換
え
を
行
っ
て
い
る
。
鼻
の
短
く
な
っ
た

場
面
以
降
に
、
こ
甲
」
ま
で
比
較
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
〈
笑
い
〉
の
機
能

を
介
在
さ
せ
な
が
ら
作
品
を
完
成
さ
せ
る
作
業
に
芥
川
は
苦
心
し
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
」
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
を
通
し
て
「
鼻
」
を
検
討
す
る

と
き
、
内
供
の
鼻
が
結
果
的
に
元
に
戻
る
結
末
に
向
け
て
の
場
面
設
定
に

は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
が
付
帯
し
て
く
る
。

　
従
来
、
再
び
鼻
の
長
く
な
っ
た
内
供
に
つ
い
て
は
、
長
い
鼻
に
悩
ん
で
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い
た
以
前
の
内
供
と
の
客
観
的
な
状
態
比
較
か
ら
内
供
を
相
対
化
し
て
論

じ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
「
明
ら
か
に
錯
覚
で
あ
る
。
明
日
か
ら
は
ま
た
笑

　
　
｛
蘭
〕

わ
れ
る
」
と
い
う
三
好
行
雄
氏
の
指
摘
に
始
ま
り
、
宮
坂
費
氏
の
「
内
供

に
と
っ
て
異
形
な
も
の
は
、
鼻
で
は
な
く
、
実
は
心
の
裡
に
あ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
螂
）

れ
に
内
供
は
気
づ
い
た
」
と
い
う
内
面
分
析
、
海
老
升
英
次
氏
の
「
状
態

は
旧
に
復
し
た
も
の
の
、
深
い
喪
失
感
を
伴
う
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒋
一

た
の
で
あ
り
、
内
供
の
悲
喜
劇
は
終
わ
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
新
た
な

〈
自
我
〉
喪
失
の
ド
ラ
マ
を
見
る
論
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
読
み
は
、
内
供
の
心
的
状
況
（
心
理
や
心
情
と
は
違
う
）
に
立
ち

入
っ
て
い
な
い
。
内
供
の
心
的
状
況
を
作
品
の
前
後
で
等
質
的
な
も
の
と

前
提
し
、
そ
の
比
較
検
討
か
ら
分
析
的
に
内
供
の
人
物
像
を
捉
え
て
い

る
。
一
」
れ
ら
の
論
議
の
中
で
、
再
び
鼻
が
長
く
な
る
内
供
の
、
そ
の
瞬
間

の
心
的
状
況
を
あ
く
ま
で
も
唯
一
無
二
な
質
的
把
握
と
し
て
読
む
こ
と
が

従
来
は
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
芥
川
は
、
「
新
思
潮
」
創
刊
の
為
に
「
鼻
」
を
再
執
筆
し
は
じ
め
た
時

期
、
大
正
四
年
二
一
月
三
日
付
書
簡
で
、
次
の
よ
う
な
文
面
を
井
川
恭
宛

に
送
っ
て
い
る
。

外
面
的
事
象
の
内
面
化
だ
　
そ
の
上
で
そ
れ
に
あ
る
統
一
を
作
つ
て

個
々
の
事
実
を
或
纏
つ
た
有
機
体
的
な
も
の
に
む
す
び
つ
け
る

　
そ
の
統
一
を
何
に
よ
つ
て
つ
く
る
か
が
さ
し
当
り
の
間
題
だ
が

　
こ
こ
に
は
、
外
的
事
象
と
内
面
と
の
有
機
的
統
一
に
意
識
的
で
あ
っ
た

芥
川
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
鼻
」
の
結
末
は
、
確
か
に
諸
条

件
の
有
機
的
統
一
の
下
に
描
出
さ
れ
た
と
言
え
る
。
既
に
平
岡
敏
夫
氏
を

は
じ
め
諸
氏
に
よ
っ
て
作
品
結
末
に
描
か
れ
る
唯
一
の
風
景
描
写
の
存
在

　
　
　
　
　
　
蘂
一

が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
の
結
末
は
内
供
を
取
り
巻
く
外
界
の

状
況
抜
き
に
は
把
握
で
き
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
は
短
く
し

た
鼻
が
二
、
三
日
中
に
す
ぐ
に
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
と
い
う
設
定
で
あ
っ

た
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
或
夜
」
か
ら
「
翌
朝
」
に
か
け
て
の
自
然
描
写
に

連
動
さ
せ
て
あ
た
か
も
奇
跡
が
生
じ
た
か
の
よ
う
に
描
出
す
る
結
末
は
、

芥
川
の
独
自
性
が
も
っ
と
も
発
揮
さ
れ
た
箇
所
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
末
の
場
面
に
内
供
の
心
理
を
翻
弄
す
る
他
者
が
不
在
な
の
は
偶
然
で

は
な
い
。
「
羅
生
門
」
（
犬
4
・
1
1
「
帝
国
文
学
」
）
の
前
半
の
場
面
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

様
に
他
者
不
在
↑
自
意
識
不
要
一
の
中
で
、
予
兆
的
な
前
夜
と
象
徴
的

な
翌
朝
の
自
然
現
象
が
内
供
の
肉
体
的
変
化
と
不
可
分
に
作
用
し
、
奇
蹟

と
さ
え
受
け
取
れ
る
唯
一
無
二
の
美
的
瞬
間
の
到
来
が
内
供
を
「
は
れ
ば

れ
と
し
た
心
も
ち
」
に
導
い
て
い
る
。
黄
金
に
輝
く
庭
、
ま
ば
ゆ
く
光
る

九
輪
な
ど
、
こ
プ
」
に
は
美
的
瞬
間
を
彩
る
舞
台
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
よ
う
な
瞬
間
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
一
夜
に
し
て
短
く
な
っ

た
鼻
に
、
彼
は
何
の
疑
い
も
な
く
「
は
れ
ば
れ
と
し
た
心
も
ち
」
が
「
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
帰
つ
て
来
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ど

こ
か
ら
と
も
な
く
」
と
い
う
表
現
は
、
内
供
の
自
意
識
や
心
理
で
は
な
く

外
界
と
照
応
し
た
心
的
状
況
全
体
を
表
す
も
の
と
し
て
、
緊
密
で
か
つ
至

福
な
瞬
間
の
到
来
に
包
ま
れ
て
い
る
状
況
を
描
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
こ
の
瞬
間
は
、
長
年
悩
ん
で
き
た
内
供
に
と
っ
て
恐
ら
く
か
け
が

え
の
な
い
内
的
時
間
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
弛
緩
し
た
時
間
経
過
と
は
質

的
に
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
供
の
心
理
や
自
我
意
識

と
い
っ
た
客
観
的
分
析
と
い
う
尺
度
で
「
鼻
」
の
結
末
を
は
か
る
だ
け
で

は
不
十
分
な
は
ず
で
あ
る
。
語
り
手
が
内
供
の
内
面
に
寄
り
添
う
よ
う
に
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語
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
場
の
そ
の
状
況
に
身
を
お
い
て
み
な
い
限
り
内

供
の
は
れ
ば
れ
と
し
た
美
的
瞬
間
が
体
現
で
き
な
い
た
め
で
あ
り
、
そ
の

唯
一
無
二
の
心
的
状
況
を
芥
川
は
有
機
的
統
一
と
し
て
創
出
す
る
の
に
一

応
の
手
応
え
を
得
た
、
と
言
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
結
末
描
写
は
、
『
笑
い
』
の
中
で
展
開
さ
れ
る
芸
術

論
の
次
の
箇
所
を
実
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

詩
人
が
う
た
う
も
の
は
、
彼
自
身
の
も
の
、
そ
し
て
た
だ
ひ
た
す
ら

彼
白
身
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
も
や
は
決
し
て
二
度
と
帰
っ
て

来
な
い
ひ
と
つ
の
精
神
状
態
で
あ
る
。
劇
作
家
が
我
々
の
目
の
前
に

昆
せ
て
く
れ
る
も
の
は
、
一
箇
の
精
神
の
絵
巻
物
で
あ
り
、
感
情
と

事
件
と
の
生
き
た
織
物
で
あ
り
、
つ
ま
り
一
度
現
れ
て
決
し
て
も
う

二
度
と
反
復
さ
れ
る
ツ
」
と
の
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ

ら
の
感
情
に
一
般
的
な
名
称
を
与
え
て
も
そ
の
甲
斐
は
な
か
ろ
う
。

ほ
か
の
精
神
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
も
は
や
同
一
物
で
は
な
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
個
性
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
と

り
わ
け
、
そ
れ
ら
は
芸
術
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
（
塑
二
章
－
一
）

　
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
は
、
さ
ら
に
『
時
間
と
自
由
意
志
』
の
思

想
的
核
と
も
言
え
る
〈
持
続
〉
の
原
理
に
通
底
し
て
く
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
、
物
理
的
時
間
概
念
が
我
々
に
等
質
的
空
間
意
識
を
生
じ
さ
せ
日
常
体

験
を
習
慣
的
な
連
続
し
た
均
質
的
展
開
で
あ
る
と
思
い
こ
ま
せ
る
の
だ

が
、
実
際
に
は
常
に
瞬
間
瞬
間
が
唯
一
無
二
の
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
質
的
に
重
複
し
な
い
も
の
と
し
て
内
的
に
持
続
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
の
〈
緊
張
〉
し
た
〈
持
続
〉
だ
け
が

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
出
来
事
と
し
て
把
握
さ
れ
、
し
か
も
各
人
各
様
の
諸

瞬
間
が
全
て
質
的
に
異
な
る
ゆ
え
、
そ
れ
ら
瞬
間
の
心
的
状
態
が
わ
れ
わ

れ
の
実
存
を
意
昧
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
と
す
る
。
「
私
の
内
部
で
は
、

意
識
の
諸
事
象
の
有
機
化
や
相
互
浸
透
の
過
程
が
す
す
み
、
そ
れ
が
真
の

持
続
を
つ
く
る
」
と
述
べ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
対
象
は
、
あ
く
ま
で

も
こ
の
「
私
」
の
意
識
の
持
続
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
一
般
の
統
計
的
、

計
量
的
な
客
観
的
観
察
分
析
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
と
す
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
鼻
」
執
筆
直
後
に
『
時
間
と
自

由
意
志
』
を
読
了
す
る
芥
川
は
、
「
僧
越
だ
が
序
文
と
結
論
と
を
こ
の
本

を
読
ま
な
い
常
か
ら
ボ
ン
ヤ
リ
僕
も
考
へ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
た
よ
う

に
、
〈
持
続
〉
に
通
じ
る
芥
川
自
身
の
直
感
的
美
的
感
性
と
で
も
い
う
べ

き
観
点
を
、
既
に
「
鼻
」
の
結
末
に
も
反
映
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
「
鼻
」
を
激
賞
し
た
夏
目
漱
石
も
『
時
間
と

自
由
意
志
』
を
明
治
四
四
年
六
月
下
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
読
み
、
審
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

的
観
点
か
ら
そ
の
感
動
を
次
の
よ
う
に
銘
記
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

文
学
書
ノ
面
自
イ
モ
ノ
ヲ
読
ン
デ
美
シ
イ
感
ジ
ノ
ス
ル
ノ
ハ
珍
シ
ク

ナ
イ
ガ
哲
理
科
学
ノ
書
ヲ
読
ン
デ
美
シ
イ
ト
思
フ
ノ
ハ
殆
ン
ド
ナ

イ
。
此
書
ハ
此
殆
ド
ナ
イ
モ
ノ
㌧
ウ
チ
ノ
一
ツ
デ
ア
ル
。
第
二
篇
ノ

時
間
空
間
論
ヲ
読
ン
ダ
時
余
ハ
真
二
美
シ
イ
論
文
ダ
ト
思
ツ
タ
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
共
鳴
す
る
漱
石
の
審
美
的
観
点
は
、

「
鼻
」
の
評
価
に
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
一

ち
な
み
に
、
既
に
赤
羽
学
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
鼻
」
が
漱
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石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
登
場
人
物
鼻
子
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
連
想
さ
せ
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
漱
石
と
「
鼻
」
と
の
関
連
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
一
2
0
）

は
別
稿
に
譲
る
が
、
第
四
次
「
新
思
潮
」
創
刊
に
お
い
て
漱
石
を
第
一
の

読
者
に
想
定
し
て
い
た
経
緯
も
考
慮
す
れ
ば
、
「
鼻
」
を
読
ん
だ
漱
石
が

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
連
想
し
、
芥
川
の
手
腕
に
関
心
を
深
め
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
漱
石
と
通
底
す
る
よ
う
な
美

的
感
性
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
「
鼻
」
に
対
し
、
審
美
的
観
点
か
ら

「
上
晶
な
趣
」
を
見
出
す
漱
石
の
評
価
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
「
鼻
」
の
結
末
を
先
の
〈
笑
い
〉
の
特
質
に
よ
っ
て
再
び
照

射
し
て
み
れ
ば
、
「
中
心
は
ず
れ
」
で
あ
っ
た
内
供
の
短
い
鼻
が
自
然
に

も
と
に
戻
る
こ
と
で
、
杜
会
的
懸
念
は
解
除
さ
れ
池
の
尾
の
社
会
的
調
和

は
復
活
す
る
こ
と
と
な
る
。
〈
笑
い
〉
の
機
能
が
自
然
作
用
と
結
び
つ
く

こ
と
で
、
虚
栄
心
に
こ
だ
わ
る
内
供
と
町
の
噂
に
集
団
的
安
定
を
無
意
識

に
願
う
池
の
尾
の
町
の
者
と
の
直
接
的
な
衝
突
は
回
避
さ
れ
、
両
者
の
対

立
は
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
結
末
に
お
け
る
前
夜
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
の
自

然
作
用
は
、
内
供
の
心
的
状
況
に
美
的
瞬
間
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
池

の
尾
の
杜
会
的
安
定
も
回
復
す
る
と
い
う
二
重
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ

と
と
な
る
。

　
ヂ
」
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
個
人
の
感
情
と
社
会
と
の
相
関
に
お
い
て
、

杜
会
的
安
定
度
を
前
提
と
し
た
調
和
を
優
先
さ
せ
る
指
向
性
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
『
笑
い
』
の
中
で
、
「
も

し
人
間
が
そ
の
感
性
的
白
然
の
衝
動
の
ま
ま
に
任
せ
て
い
た
と
し
た
ら

一
中
略
一
激
し
い
感
情
の
爆
発
は
日
常
茶
飯
の
こ
と
と
な
る
」
と
し
、
「
次

第
次
第
に
平
穏
化
さ
れ
る
社
会
生
活
へ
向
っ
て
の
人
類
の
緩
慢
な
進
歩
」

を
「
善
」
と
し
て
、
笑
い
の
考
察
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

社
会
は
そ
れ
（
善
H
筆
者
注
）
が
完
全
の
域
に
進
む
に
つ
れ
て
ま
す

ま
す
大
い
な
る
適
応
の
し
な
や
か
さ
を
そ
の
成
員
か
ら
要
求
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
根
栂
に
お
い
て
ま
す
ま
す
う
ま
い
具
合
に

平
衡
化
し
よ
う
と
目
指
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
そ
の
表

面
か
ら
か
よ
う
な
大
集
団
に
は
附
き
物
の
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
一
掃

す
る
こ
と
、
そ
し
て
笑
い
は
そ
れ
ら
の
波
立
ち
の
形
態
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
有
用
な
役
目
を
栗
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
第
三
章
－
五
）

　
芥
川
が
一
」
の
点
を
踏
ま
え
て
い
た
な
ら
ば
、
「
鼻
」
は
、
個
人
の
伸
張

と
社
会
と
の
相
関
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
笑
い
〉
の
機
能
を
配
置
し
て
、
虚

栄
心
を
抱
く
個
人
の
内
的
安
定
と
無
意
識
的
矯
正
作
用
に
よ
る
共
同
体
的

調
和
を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
方
法
を
意
識
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
自
然
作

用
に
託
し
て
審
美
的
に
描
い
て
み
せ
た
作
品
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
両

者
の
醜
悪
な
部
分
の
あ
か
ら
さ
ま
な
対
立
や
衝
突
を
〈
笑
い
〉
と
自
然
作

用
が
緩
和
す
る
と
い
う
構
図
に
は
、
「
芋
粥
」
（
大
5
・
9
「
新
小
説
」
）

に
も
通
ず
る
優
情
や
美
意
識
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。

　
但
し
こ
こ
に
は
、
鼻
の
噂
を
払
拭
す
る
た
め
の
杜
会
的
既
成
事
態
へ
の

打
開
や
内
供
と
他
者
と
の
関
係
性
に
お
け
る
根
本
的
な
和
解
な
ど
が
問
わ

れ
て
い
な
い
点
で
、
そ
の
不
徹
底
な
態
度
に
「
そ
れ
で
は
〈
私
〉
の
く
自
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＾
別
）

閉
〉
か
ら
な
ん
ら
脱
出
し
て
い
な
い
」
と
い
う
田
中
実
氏
の
批
判
が
提
示

さ
れ
る
の
も
当
然
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
支

柱
は
あ
く
ま
で
も
一
」
の
「
私
」
の
意
識
を
中
心
に
据
え
た
議
論
で
あ
り
、

同
時
に
そ
う
い
っ
た
個
々
の
「
私
」
が
構
成
す
る
社
会
全
体
の
進
歩
を
標

構
す
る
考
察
で
も
あ
っ
た
。
作
晶
の
構
造
的
把
握
に
「
鼻
」
が
ど
こ
ま
で

耐
え
う
る
か
は
友
田
悦
生
氏
が
既
に
卓
論
を
展
開
し
て
お
り
、
「
「
鼻
」
の

ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
内
供
と
池
の
尾
の
僧
俗
と
を
、
互
い
に
恐
る
べ
き
他
者

と
し
て
直
面
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
立
を
演
ず
る
共
演
者
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
）

係
に
還
元
す
る
機
能
で
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
そ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
支
え

る
高
次
の
意
味
体
系
が
、
こ
こ
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
で
あ
っ
た
と
言
え

よ
う
。
ち
な
み
に
友
田
氏
は
、
芥
川
に
意
味
体
系
の
普
遍
牲
の
崩
壊
を
見

出
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
そ
の
点
が
晩
年
の
「
歯
車
」
に
描
か
れ
る
「
僕
」

の
心
境
に
ま
で
引
き
ず
ら
れ
て
い
く
作
者
の
課
題
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
哲
学
を
視
座
に
芥
川
文
学
全
般
を
問
い
直
す
契
機
は
そ
の
点
と
も
関

わ
っ
て
く
る
間
題
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
考
察
結
果
か
ら
は
、
従

来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
芥
川
自
身
の
失
恋
体
験
と
の
相
関
に
遡
行
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
自
我
拡
張
が
養
家
の
旧
弊
な
封
建
的
雰
囲
気

に
妥
協
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
実
体
験
的
経
緯
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
笑

い
〉
の
理
論
に
一
時
的
に
投
影
さ
せ
て
自
ら
を
滑
稽
な
存
在
と
し
て
相
対

化
し
、
自
身
の
存
在
の
あ
る
種
の
断
念
と
合
理
化
を
内
包
さ
せ
な
が
ら
も

危
機
を
退
避
し
よ
う
と
し
た
個
人
的
問
題
に
帰
着
さ
せ
る
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
白
己
と
他
者
の
関
係
性
の
問
題
に
力
点
を
置
く
観
点
だ
け
が
芥

川
文
学
を
考
察
す
る
唯
一
の
バ
ロ
メ
ー
タ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

「
私
」
の
意
識
の
状
況
と
自
然
現
象
を
含
め
た
外
界
と
の
有
機
的
連
関
の

現
象
を
実
存
的
に
捉
え
、
そ
の
審
美
的
瞬
間
や
そ
れ
に
纏
わ
る
記
憶
の
蘇

生
な
ど
を
作
品
世
界
の
中
心
に
掘
え
る
と
い
う
、
い
わ
ば
表
現
方
法
と
し

て
の
象
徴
主
義
的
な
創
作
意
識
の
萌
芽
を
「
鼻
」
に
見
る
こ
と
も
可
能
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
確
か
に
、
友
田
氏
の
指
摘
す
る
「
超
越

論
的
自
己
」
を
欠
い
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
表
現
の

間
題
を
「
鼻
」
以
降
の
作
晶
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
課
題
は
未
だ
に
残

さ
れ
て
い
る
。
世
紀
末
芸
術
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
共
鳴
し
た
芥
川
の
創

作
意
識
と
方
法
の
再
検
討
の
発
端
を
「
鼻
」
は
示
唆
し
て
い
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
か
ら
滑
稽
人
物
と
も
い
え
る
内
供
を
登
場
さ
せ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
笑
い
〉
の
機
能
を
介
在
さ
せ
つ
つ
個
人
と
他
者
と
の
関

係
性
を
調
和
的
に
展
開
さ
せ
た
「
鼻
」
は
、
あ
た
か
も
非
人
為
的
な
力
の

介
在
に
よ
っ
て
鼻
が
も
と
に
戻
る
よ
う
設
定
を
施
し
た
こ
と
も
含
め
て
、

一
種
の
特
異
さ
を
備
え
た
作
品
と
し
て
漱
石
の
前
に
提
示
さ
れ
た
サ
」
と
は

間
違
い
な
い
。

　
芥
川
の
表
現
を
中
心
と
し
た
芸
術
的
出
発
は
こ
こ
に
始
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

↓注32
↑
一

「
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
鼻
」
1
《
鱒
》
《
笑
い
》
に
焦
点
を
あ
て
て
－
」
一
平

5
・
6
「
早
稲
田
犬
学
　
国
語
教
育
研
究
」
）
及
び
「
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』
を

読
ん
で
」
（
平
8
・
4
「
國
文
学
」
）

拙
稿
「
『
鼻
』
調
和
へ
の
志
向
」
一
平
成
u
・
1
1
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
）

平
成
七
年
版
門
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
七
巻
一
岩
波
書
店
、
平
9
・
3
）
で
は

「
（
年
次
推
定
一
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
後
記
」
に
も
付
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
昭
和
五
十
二
年
版
全
集
で
「
犬
正
四
年
」
と
し
た
誤
り
を
内
容
的
に
吟
昧
し

て
配
列
の
訂
正
を
し
て
い
る
。

松
岡
譲
は
末
文
の
「
お
断
り
」
で
、
「
こ
の
講
は
二
年
程
前
の
蕾
稿
で
も
あ
る
」

と
記
述
し
て
お
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
笑
い
』
の
英
訳
書
は
少
な
く
と
も
明
治
四

十
玉
（
犬
正
こ
年
に
は
第
三
次
「
新
思
潮
」
同
人
の
申
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
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一
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）
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一
7
一

（
8
）

一
9
一
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一
1
2
一

15 豆4 13

た
サ
」
と
が
わ
か
る
。

石
割
透
氏
も
「
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
鼻
」
－
《
噂
》
《
笑
い
》
に
焦
点
を
あ
て

て
ー
」
一
平
5
・
6
「
早
稲
田
犬
学
　
国
語
教
育
研
究
」
一
に
お
い
て
、
同
書
を

例
示
し
て
い
る
。

一
」
の
点
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貞
実
氏
の
『
「
生
命
」
で
読
む
臼
本
近
代
』
一
平
8
・

2
、
日
本
放
送
出
版
協
会
）
及
ぴ
同
氏
編
『
犬
正
生
命
主
義
と
現
代
』
（
平
7
・

3
、
河
出
書
房
新
社
）
に
詳
し
い
。

芹
澤
光
興
氏
は
「
鼻
〔
解
説
〕
」
一
『
作
晶
と
資
料
　
芥
川
龍
之
介
』
昭
5
9
・
3
、

双
文
杜
出
版
一
の
中
で
「
鼻
が
長
か
っ
た
と
き
の
内
供
を
周
麗
が
晒
笑
し
た
こ
と

の
確
た
る
描
写
は
ど
サ
」
に
も
見
当
ら
ず
、
弟
予
僧
の
〈
同
惰
〉
と
い
う
明
自
な
作

晶
要
素
を
鑑
み
れ
ば
、
一
」
れ
が
内
供
の
特
徴
た
る
過
度
な
他
者
意
識
の
所
産
－

被
害
妄
想
で
あ
っ
た
可
能
僅
が
出
て
来
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

松
沢
和
宏
氏
は
「
鏡
の
物
語
1
『
鼻
』
の
草
稿
を
読
む
－
」
（
平
8
・
1
「
文

学
」
一
の
中
で
「
『
鼻
』
の
捷
敲
過
程
は
、
内
供
の
解
釈
に
よ
る
錯
迷
を
浮
き
彫
り

に
す
る
方
向
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
周
囲
の
笑
い
を
晒
い
に
解
釈
し
て
し

ま
う
内
供
の
悲
喜
劇
は
ま
さ
に
音
と
し
て
は
聞
き
取
れ
な
い
こ
の
同
音
異
義
の

差
異
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

『
笑
ど
の
引
用
は
、
以
後
全
て
林
達
夫
訳
『
笑
い
』
一
初
版
昭
1
3
・
2
、
改
版
昭

5
1
・
u
、
岩
波
文
庫
一
に
よ
る
。

『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
　
図
版
1
』
一
平
5
・
1
1
、
山
梨
県
立
文
学
館
一

石
割
透
氏
は
、
前
出
「
芥
川
龍
之
介
の
小
説
「
鼻
」
－
《
噂
》
《
笑
い
》
に
焦
点

を
あ
て
て
－
」
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
『
笑
い
』
の
英
訳
書
に
お
け
る
「
象
①

ぎ
ω
蟹
8
0
｛
浄
①
茅
㈹
」
（
邦
訳
「
無
感
動
」
一
の
鐘
所
を
「
傍
観
者
の
利
コ
u
主
義
」

と
対
応
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
夢
①
ぎ
ω
窒
8
良
浄
9
握
」
は
、
笑
い
手
が
笑

わ
れ
る
当
人
の
内
都
に
立
ち
入
ら
ず
、
情
緒
に
無
関
係
に
当
人
の
外
部
を
笑
う
と

い
う
特
質
の
説
明
に
用
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

「
芥
川
文
学
研
究
ノ
i
ト
③
　
『
鼻
』
と
『
龍
』
」
（
平
6
・
3
「
都
留
文
科
犬
学
研

究
紀
要
」
↓
『
日
本
文
学
研
究
犬
成
　
芥
川
龍
之
介
皿
』
平
7
・
9
、
国
書
刹
行
会
一

「
負
け
犬
－
「
芋
粥
」
の
構
造
1
」
（
『
芥
川
龍
之
介
論
』
昭
5
1
・
9
、
筑
摩
書
房
）

『
ω
宮
津
芥
川
龍
之
介
《
作
家
と
作
晶
》
』
一
有
精
堂
、
平
2
・
4
）

「
「
鼻
」
i
〈
自
尊
心
〉
の
悲
喜
劇
」
一
「
月
刊
国
語
教
育
」
昭
5
8
・
2
↓
『
芥
川
龍

（
1
6
一

一
1
7
一

一
1
8
）

20 1922 21

之
介
論
孜
－
自
己
覚
醒
か
ら
解
体
へ
－
－
』
桜
楓
社
、
昭
6
3
・
2
）

平
岡
敏
夫
氏
は
、
「
日
本
的
な
自
然
の
風
景
」
で
あ
る
と
し
、
「
芥
川
が
創
っ
た
そ

れ
自
体
と
し
て
自
立
し
た
風
景
で
あ
り
つ
つ
、
い
ま
内
傑
が
発
見
し
よ
う
と
す
る

「
は
れ
ば
れ
と
し
た
心
も
ち
」
に
通
う
も
の
で
あ
る
」
（
「
鼻
」
昭
5
4
・
7
「
稿
本

近
代
文
学
」
↓
『
芥
川
龍
之
介
　
掃
惰
の
美
学
』
犬
集
館
書
店
、
昭
研
・
u
）
と

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
澤
次
郎
氏
の
「
芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
に
屍
る
潜
在
的

〈
他
者
性
〉
の
考
察
」
（
平
7
・
9
「
論
樹
」
一
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

拙
稿
「
『
羅
生
門
』
論
－
感
性
か
ら
論
理
へ
－
」
一
「
日
本
語
と
日
本
文
学
」
平
8
・

8
↓
『
芥
川
龍
之
介
作
晶
論
集
成
第
－
巻
』
翰
林
書
房
、
平
1
2
・
3
一
に
お
い
て
、

前
半
の
下
人
の
行
動
は
、
他
者
不
在
に
よ
っ
て
自
意
識
不
要
の
感
情
の
赴
く
ま
ま

に
振
る
舞
っ
て
い
た
事
態
を
指
摘
し
た
。
下
人
が
し
か
し
老
婆
に
よ
っ
て
論
理
的

営
み
を
強
要
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
「
鼻
」
の
内
傑
は
そ
こ
か
ら
後
退
し
て
い
る
と

も
言
え
る
。

夏
目
漱
石
は
明
治
四
四
年
の
日
記
に
お
い
て
、
六
月
二
十
八
B
に
「
昨
日
ベ
ル
グ

ソ
ン
を
読
み
出
し
て
「
数
」
の
篇
に
至
つ
た
ら
六
づ
か
し
い
が
面
自
い
、
も
つ
と

読
み
た
い
が
今
日
は
講
演
の
頭
を
と
・
の
へ
る
都
合
が
あ
つ
て
屍
合
せ
る
。
」
、
七

月
一
日
に
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
時
間
」
と
「
空
間
」
の
論
を
よ
む
」
と
書
き
記
し

て
い
る
。
ま
た
、
引
用
し
た
漱
石
の
書
き
込
み
は
、
日
記
の
記
述
に
対
応
す
る

膏
ぎ
①
墨
α
筆
窪
オ
巨
二
九
一
〇
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
漱
石
文
庫
所

蔵
）
の
前
扉
に
兇
ら
れ
、
さ
ら
に
刷
ぺ
ー
ジ
に
は
「
余
ハ
常
に
シ
カ
考
へ
居
タ

リ
、
ケ
レ
ド
モ
斯
ウ
シ
ス
テ
ム
ヲ
立
テ
㌧
遼
イ
処
カ
ラ
出
立
シ
此
処
へ
落
チ
テ
来

ヤ
ウ
ト
ハ
思
ハ
ザ
リ
シ
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。

「
芥
川
龍
之
介
の
「
鼻
」
に
お
け
る
治
療
の
間
魑
」
一
平
4
・
5
「
文
芸
研
究
」
）

拙
稿
「
芥
川
に
お
け
る
漱
石
継
承
へ
の
一
視
点
i
「
鼻
」
に
よ
る
〈
本
歌
取
り
〉

の
手
法
か
ら
1
」
一
平
1
3
・
1
「
香
川
犬
学
国
文
研
究
」
一

（
皿
一
に
同
じ
。

「
「
鼻
し
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
－
趨
越
論
的
主
観
の
出
自
と
ゆ
く
え
ー
」
一
平
6
・

m
「
日
本
近
代
文
学
」
↓
『
初
期
芥
川
龍
之
介
論
』
翰
林
書
房
、
平
6
・
n
）

（
た
か
は
し
　
た
つ
お

香
川
大
学
教
育
学
部
一

一36一


