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芥
川
龍
之
介｢

鼻｣

論

　
　
―
揺
ら
ぐ
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
―

岡
崎
直
也

　
　
　

一
、〈
暗
い
〉
結
末
と
〈
明
る
い
〉
結
末

　

芥
川
龍
之
介
文
学
の
研
究
は
、
作
者
の
自
裁
と
い
う
伝
記
的
事
実
か
ら

逆
照
射
す
る
よ
う
に
世
紀
末
的
憂
愁
や
虚
無
主
義
を
、
ご
く
初
期
の
作
品

に
ま
で
一
貫
し
て
探
り
つ
づ
け
て
き
た
。「
鼻
」
に
関
し
て
は
、「
な
る
可

く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
つ
た
」
が
、
書
き
終
え
て
「
一
向
愉
快
と
も

何
と
も
思
は
れ
な
か
つ
た（

（
（

」
と
の
心
境
を
芥
川
自
身
が
明
か
し
て
い
る
こ

と
も
あ
っ
て
、「
人
生
に
対
す
る
懐
疑
的
な
精
神
」
や
「
利
己
的
な
人
間

性
に
対
す
る
諦
観
」
の
な
か
「
他
人
の
眼
に
う
つ
る
自
分
の
姿
に
始
終
注

意
を
ひ
か
れ
る
ば
か
り
で
、自
己
を
絶
対
的
に
生
か
し
得
な
い
鼻
長
内
供
」

こ
そ
「
人
間
性
の
本
然
の
相
」
だ
、
と
の
吉
田
精
一
の
評
価（

2
（

が
多
く
の
研

究
者
に
、
ほ
ぼ
共
有
さ
れ
て
き
た
。
内
供
の
〈
自
尊
心
〉
と
周
囲
の
〈
傍

観
者
の
利
己
主
義
〉
と
の
両
者
の
心
理
が
「
鼻
」
に
は
並
存
す
る
と
い
う

理
解
が
、
そ
の
前
提
で
あ
る
。「
作
品
の
出
来
栄
え
は
さ
ほ
ど
で
も
な
」

く
「〈
傍
観
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
〉
を
い
う
作
者
の
説
明
が
、
主
題
の
奥
行

き
を
消
し
た
憾
み
も
あ
る
」
と
の
三
好
行
雄
の
「
鼻
」
批
判（

（
（

に
も
、
こ
れ

は
継
承
さ
れ
た
。「
傍
観
者
の
嘲
笑
に
傷
つ
く
被
害
者
と
し
て
の
内
供
を

描
く
後
半
」
と
「
長
鼻
ゆ
え
に
傷
つ
く
自
尊
心
や
偽
善
を
あ
ば
か
れ
る
前

半
」
と
の
あ
い
だ
の
「
微
妙
な
差
」
を
三
好
は
論
難
す
る（

（
（

。
ま
た
同
論
で
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は
、
鼻
が
再
び
長
く
な
っ
た
内
供
の
「
―
―
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂

ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」と
の
囁
き
は「
錯
覚
」で
あ
る
と
さ
れ
、

救
い
の
な
い
〈
暗
い
〉
結
末
が
、
以
後
長
く
読
み
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
印
象
と
は
大
き
く
異
な
る
著
名
な
芥
川
龍
之
介
宛

夏
目
漱
石
書
簡
の
「
自
然
其
儘
の
可
笑
味
が
お
つ
と
り
出
て
ゐ
る
所
に
上

品
な
趣
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
「
鼻
」
評（

（
（

を
踏
ま
え
て
か
、〈
明
る
い
〉

結
末
を
読
も
う
と
の
「
鼻
」
論
が
、
昭
和
の
終
わ
り
か
ら
平
成
に
か
け
て

続
々
と
発
表
さ
れ
た（

（
（

。

　

さ
て
〈
明
る
い
〉「
鼻
」
論
は
、「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
を
そ
れ
と
な

く
知
り
え
た
内
供
が
次
の
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、
自
ら
の
〈
過
剰
な
自
尊
心
〉

に
こ
そ
笑
わ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
自
覚
し
、「
他
人
の
目
か
ら
解
放
」

さ
れ
る
、
と
の
共
通
理
解
を
も
つ
。
そ
の
論
拠
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の

三
点
に
な
る
よ
う
だ
。

　

第
一
に
、
弟
子
た
ち
に
笑
わ
れ
、
か
ら
か
わ
れ
た
内
供
が
「
鼻
の
短
く

な
つ
た
の
が
、
反
て
恨
め
し
く
な
」
り
、
む
ず
痒
く
な
っ
た
鼻
を
「
―
―

無
理
に
短
う
し
た
で
、
病
が
起
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。」
と
「
恭
し
い
手

つ
き
で
、
鼻
を
抑
へ
な
が
ら
」「
呟
い
た
」
の
を
、
後
悔
、
反
省
と
捉
え
、

み
ず
か
ら
の
〈
過
剰
な
自
尊
心
〉
の
非
を
内
供
が
認
識
し
た
と
解
釈
す
る

た
め（

7
（

。

　

第
二
に
、そ
の
翌
朝
、長
い
鼻
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
直
前
に
、

内
供
が
見
た
「
庭
は
黄
金
を
敷
い
た
や
う
に
明
」
る
く
、「
ま
だ
う
す
い

朝
日
に
、
九
輪
が
ま
ば
ゆ
く
光
つ
て
ゐ
る
」
風
景
と
、
思
わ
ず
深
呼
吸
し

た
内
供
の
「
は
れ
ば
れ
し
た
心
も
ち
」
と
が
内
供
の
〈
明
る
い
〉
前
途
を

予
兆
す
る
と
解
釈
す
る
た
め（

8
（

。

　

第
三
に
、
結
末
の
「
鼻
が
短
く
な
つ
た
時
と
同
じ
や
う
な
、
は
れ
ば
れ

し
た
心
も
ち
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
帰
つ
て
来
る
の
を
感
じ
た
」
内
供

の
「
―
―
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」

と
の
囁
き
が
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
時
の
そ
れ
や
「
の
び
の
び
し
た
気
分
」

と
は
異
な
る
と
解
釈
す
る
た
め
。
つ
ま
り
、「
―
―
鏡
の
中
に
あ
る
内
供

の
顔
は
、鏡
の
外
に
あ
る
内
供
の
顔
を
見
て
、満
足
さ
う
に
眼
を
し
ば
た
ゝ

い
た
。」
に
認
め
ら
れ
た
、
虚
像
と
実
像
と
の
転
倒
は
長
鼻
に
戻
っ
た
際

に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
内
供
が
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
受
け
入
れ
た

と
解
釈
す
る
た
め（

（
（

。

　

し
か
し
、〈
明
る
い
〉「
鼻
」
論
の
こ
れ
ら
三
つ
の
論
拠
は
、
充
分
な
説

得
力
を
も
つ
と
は
い
え
ま
い
。「
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感

づ
い
た
」
内
供
は
「
日
毎
に
機
嫌
が
悪
く
な
」
り
、「
二
言
目
に
は
、
誰

で
も
意
地
悪
く
叱
り
つ
け
る
」
と
本
文
に
あ
り
、
内
供
を
か
ら
か
う
中
童

子
の
顔
を
「
鼻
持
上
げ
の
木
」
で
打
っ
た
内
供
は
、
い
っ
そ
う
混
迷
を
深

め
て
い
る
よ
う
だ（

（1
（

。
す
ぐ
後
の
鼻
を
短
く
し
た
後
悔
や
反
省
を
自
己
認
識
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の
変
革
と
解
釈
す
る
た
め
に
は
飛
躍
が
あ
り
、
い
さ
さ
か
根
拠
が
不
足
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。明
る
い
庭
の
光
景
は
、こ
の
直
後
、長
鼻
に
戻
っ

た
こ
と
を
知
る
と
き
の
内
供
の
心
境
・
解
放
感
に
見
合
っ
た
程
の
も
の
、

と
も
思
え
る（

（（
（

し
、「
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が

ひ
な
い
。」
と
繰
り
返
し
囁
く
の
も
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
と
き
の
「
鏡
の

中
に
あ
る
内
供
の
顔
は
、
鏡
の
外
に
あ
る
内
供
の
顔
を
見
て
」
と
、
長
鼻

に
戻
っ
た
と
き
の
「
心
の
中
で
」
と
が
異
な
る
と
本
当
に
い
え
る
の
か
疑

問
で
あ
る（

（1
（

。
結
末
で
内
供
は
「
長
い
鼻
を
あ
け
方
の
秋
風
に
ぶ
ら
つ
か
せ
」

る
が
、「
秋
風
」
の
な
か
で
あ
る
こ
と
も
見
落
と
せ
な
い（

（1
（

。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、「
他
人
の
目
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
己
認
識
を
変

革
し
え
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
須
田
千
里（

（1
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
か
う
な

れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。」
と
「
他
人
の
目
」

を
気
に
す
る
意
識
を
内
供
が
作
品
末
で
未
だ
に
抱
く
こ
と
に
は
整
合
性
が

な
い
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
一
方
で
、作
品
冒
頭
の
第
二
段
落
の
記
述
―
―
内
供
が
長
鼻
を「
今

で
も
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
や
う
な
顔
を
し
て
す
ま
し
て
ゐ
る
。」
に
つ

い
て
、「
或
年
の
秋
」
鼻
が
一
旦
は
短
く
な
り
、
再
び
長
鼻
に
戻
っ
た
内

供
が
、
そ
の
経
緯
の
後
の
「
今
で
も
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
や
う
な
顔
を

し
て
す
ま
し
て
ゐ
る
」
と
、
長
鼻
に
戻
っ
た
後
も
内
供
が
自
ら
の
非
に
気

づ
か
ぬ
根
拠
に
解
釈
す
る
複
数
の
先
行
論
が
あ
る（

（1
（

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は

松
澤
和
宏
が
説
く
よ
う
に
「
今
」
や
「
今
日
」
な
ど
の
「
現
在
時
制
の
使

用
が
、
過
去
の
あ
る
事
件
を
語
る
に
あ
た
っ
て
物
語
世
界
へ
読
者
を
誘
う

レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
」
と
捉
え
る
の
が
「
穏
当
で
あ
ろ
う（

（1
（

」
し
、
あ
る
い

は
ま
た
、「
今
」
を
「
沙
弥
の
昔
か
ら
内
道
場
供
奉
の
職
に
陞
つ
た
今
日
」

と
等
し
く
数
年
の
期
間
で
捉
え
、
そ
の
後
の
「
或
年
の
秋
」
に
鼻
の
療
治

を
お
こ
な
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
長
鼻
に
戻
っ

た
後
も
「
他
人
の
目
か
ら
解
放
」
さ
れ
て
い
な
い
確
か
な
根
拠
に
は
挙
げ

ら
れ
な
い
よ
う
だ
。

　
　
　

二
、
宙
吊
り
に
さ
れ
る
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉

　

さ
て
「
鼻
」
は
、
内
供
の
「
他
人
の
目
か
ら
の
解
放
」
に
よ
る
〈
明
る

い
〉
結
末
と
、
解
放
さ
れ
え
ぬ
〈
暗
い
〉
結
末
と
、
論
者
に
よ
っ
て
正
反

対
と
い
っ
て
も
よ
い
読
解
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、

こ
れ
は
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
が
作
中
に
明
示
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え

る
の
と
異
な
り
、
結
末
で
内
供
の
「
は
れ
ば
れ
し
た
心
も
ち
」
は
明
か
さ

れ
な
が
ら
「
他
人
の
目
か
ら
の
解
放
」
な
る
も
の
、
内
供
の
精
神
的
成
長

と
思
し
き
自
己
認
識
の
変
革
の
有
無
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
も
う
ひ
と
つ
の
人
間
心
理
〈
傍
観
者
の
利
己
主

義
〉
は
作
中
に
明
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
か
。
近
年
は
こ
の
点
も
見
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直
さ
れ
て
い
る
。

　

透
徹
し
た
意
識
に
貫
か
れ
た
緻
密
な
計
算
が
重
ね
ら
れ
る
芥
川
の
小
説

に
お
い
て
は
、
現
実
の
裏
面
に
隠
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
〈
真
実
〉
と
い
わ
れ

る
も
の
を
特
権
的
な
全
知
全
能
の
語
り
手
が
鮮
や
か
に
分
析
・
提
示
す
る
、

と
い
っ
た
方
法
が
広
く
認
知
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
。
た
と
え
ば
佐
伯
彰
一

は
、「
作
中
で
直
接
読
者
に
よ
び
か
け
る
こ
と
も
辞
さ
」
ぬ
「
い
わ
ば
全

知
全
能
」
に
近
い
「
語
り
手
」
が
「
羅
生
門
」
や
「
鼻
」
な
ど
に
認
め
ら

れ
る
と
し
、「
藪
の
中
」
な
ど
の
「
劇
的
な
独
白
の
組
合
せ
」
を
経
て
「
蜃

気
楼
」「
歯
車
」
な
ど
で
「
語
り
手
た
る
こ
と
の
根
拠
と
理
由
が
、
語
り

手
自
身
に
よ
っ
て
一
き
ょ
に
疑
わ
れ
、
問
わ
れ
始
め
た
」
と
主
張
す
る（

（1
（

。

で
は
、「
鼻
」
に
お
け
る
語
り
手
は
、
本
当
に
全
知
全
能
に
近
い
と
い
え

る
の
か
、
物
語
の
外
か
ら
の
超
越
的
な
註
釈
と
も
思
え
る
〈
傍
観
者
の
利

己
主
義
〉
の
提
示
の
仕
方
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉と
は
作
者
の
認
識
に
よ
っ
て
事
態
の「
不
可
視
」

の
部
分
が
「
顕
在
化
」
さ
れ
た
も
の
、
と
す
る
清
水
康
次（

（1
（

ら
従
来
の
理
解

の
延
長
線
上
に
、「
鼻
」
全
篇
で
支
配
的
な
の
は
「
焦
点
化
ゼ
ロ
」
の
叙

法
で
、
語
り
が
内
供
に
焦
点
化
さ
れ
る
場
面
は
「
支
配
的
な
コ
ー
ド
に
対

す
る
一
時
的
な
侵
犯
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
友
田
悦
生
の
論（

（1
（

が
あ
る
。「
内

供
に
と
っ
て
の
こ
の
謎
は
」「
物
語
世
界
の
外
部
に
位
置
す
る
語
り
手
の

支
配
下
に
あ
り
」「
す
で
に
解
答
が
準
備
さ
れ
て
い
る
擬
似
的
な
問
題
に

す
ぎ
な
い
」
と
す
る
友
田
は
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
こ
そ
、
人
々
が

前
よ
り「
つ
け
つ
け
と
」「
哂
ふ
」謎
の
答
え
と
し
て
明
示
さ
れ
る
と
説
く
。

　

そ
れ
ら
と
立
場
を
本
質
的
に
違
え
る
山
崎
甲
一（

11
（

、
戸
松 

泉（
1（
（

、
松
澤
和

宏（
11
（

の
各
論
は
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
は
内
供
の
思
い
込
み
で
あ
っ
て
、

超
越
的
な
語
り
手
に
よ
る
註
釈
で
は
な
い
、と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
を
肯
う
な
ら
、
内
供
は
責
任
を
周
囲
に
追
及
す
る
ば
か
り
で

何
ひ
と
つ
正
し
い
認
識
に
到
達
で
き
ず
、そ
の
不
明
は
一
層
露
わ
に
な
り
、

だ
か
ら
結
末
の
自
己
認
識
の
変
革
が
期
待
し
づ
ら
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、「
鼻
」
の
草
稿（

11
（

を
掲
げ
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
を
内
供
の

周
囲
に
認
め
な
い
立
場
か
ら
草
稿
と
初
出
・
初
刊
本
文（

11
（

と
を
比
較
検
討
し

た
松
澤
論（

11
（

の
概
要
を
紹
介
し
、
検
討
す
る
。

　
　

 

鼻
の
長
い
の
を
苦
に
し
て
ゐ
た
内
供
は　

そ
の
鼻
が
急
に
短
く
な
つ

た
時
に　

彼
自
身
の
顔
が　

如
何
に
滑
稽
に
見
え
る
か
と
云
ふ
問
題

を　

商
量
す
る
暇
に
乏
し
か
つ
た
と
云
ふ
理
由
も
あ
ら
う　

し
か
し 

内
供
の
心
を
苦
し
め
た
も
の
は　

単
に
池
の
尾
の
僧
俗
が
哂
ふ
と
云

ふ
事
実
ば
か
り
で
は
な
い　

前
に
は
人
が
可
笑
し
さ
う
な
顔
を
し
て

も
内
供
は
必
そ
の
中
に
幾
分
か
自
分
に
対
す
る
同
情
を
看
取
す
る
事

が
出
来
た
（
時
と
し
て
は　

そ
の
同
情
が
一
種
の
侮
辱
の
や
う
に
思

は
れ
る
事
も
あ
つ
た
が
）
所
が
今　

中
童
子
や
下
法
師
が
哂
ふ
の
を
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見
る
と　

そ
こ
に
は
殆
一
点
の
憐
憫
さ
へ
も
動
い
て
ゐ
な
い
―
―
神

経
質
な
内
供
は
す
ぐ
に
こ
の
事
実
に
気
が
つ
い
た

（「
鼻
」
草
稿
Ⅴ
―
ａ
）

　

ま
ず
、
こ
の
草
稿
で
は
「
鼻
が
急
に
短
く
な
つ
た
時
に　

彼
自
身
の
顔

が　

如
何
に
滑
稽
に
見
え
る
か
と
云
ふ
」
こ
と
を
「
商
量
す
る
暇
に
乏
し

か
つ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
語
り
手
が
そ
の
超
越
的
な
全
知
性
を
発
揮
し

て
内
供
の
洞
察
力
の
限
界
を
冷
徹
に
批
評
し
、
さ
ら
に
「
池
の
尾
の
僧
俗

が
哂
ふ
と
云
ふ
事
実
」
を
客
観
的
な
現
実
と
し
て
認
め
て
い
た
と
松
澤
は

指
摘
す
る
。

　
　

 　

愛
す
可
き
内
供
に
と
つ
て　

之
は
全
然　

予
想
外
な
結
果
で
あ
つ

た　

何
故
と
云
へ
ば　

造
次
に
も
顚
沛
に
も　

鼻
の
長
い
の
を
苦
に

し
て
ゐ
た
内
供
は　

そ
の
鼻
が
急
に
短
く
な
つ
た
時
に　

彼
自
身
の

顔
が
如
何
に
滑
稽
に
見
え
る
か
と
云
ふ
事
実
を　

商
量
す
る
暇
に
乏

し
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
―
―
内
供
は
鼻
が
短
く
な
つ
て
か
ら　

前
よ

り
も
一
層　

そ
の
鼻
の
為
に
煩
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た

　
　

 　

し
か
し　

内
供
を
苦
し
め
た
も
の
は　

単
に
周
囲
の
人
々
の
顔
に

現
れ
た
可
笑
し
さ
う
な
容
子
だ
け
で
は
な
い　

神
経
質
な
内
供
に
と

つ
て　

何
よ
り
も
苦
に
な
つ
た
も
の
は　

実
に
そ
の
可
笑
し
さ
う
な

容
子
の
下
に
潜
ん
で
ゐ
る
或
種
類
の
敵
意
で
あ
つ
た（「

鼻
」
草
稿
Ⅵ
）

　

松
澤
は
、
草
稿
の
次
の
こ
の
箇
所
で
、
周
囲
の
反
応
に
関
す
る
語
り
手

の
記
述
か
ら
内
供
を
「
哂
ふ
と
云
ふ
事
実
」
が
消
え
、
周
囲
の
「
可
笑
し

さ
う
な
容
子
」
と
、
内
供
が
直
覚
す
る
「
或
種
類
の
敵
意
」
と
の
間
に
は
、

〈
微
妙
だ
が
決
定
的
な
差
異
が
発
生
し
て
い
る
〉
と
説
く
。

　
　

 　

す
べ
て
の
人
の
心
に
は　

互
に
矛
盾
し
た
感
情
が
あ
る
―
―
人
は

或
不
幸
な
状
態
に
あ
る
同
族
を
憐
む
と
同
時
に
そ
の
同
族
が
一
朝
そ

の
不
幸
な
状
態
か
ら
脱
出
し
た
時
に
は
（
た
と
へ
そ
れ
が
自
己
と
は

直
接
に
何
等
の
利
害
関
係
が
な
い
場
合
で
も
）
そ
の
変
化
に
対
し
て

一
種
の
不
満
を
抱
く
事
を
禁
ず
る
事
が
出
来
な
い　

内
供
が
そ
の
理

由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も　

何
と
な
く
不
快
に
感
じ
た
の
は　

こ
の

模
糊
と
し
た
周
囲
の
不
満
だ
つ
た
の
で
あ
る　
　
　
（「
鼻
」草
稿
Ⅵ
）

　
　

 　

内
供
は
始
、之
を
自
分
の
顔
が
は
り
が
し
た
せ
い
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
哂
ふ
原
因
は
、
そ
こ
に

あ
る
の
に
ち
が
ひ
な
い
。
け
れ
ど
も
同
じ
哂
ふ
に
し
て
も
、
鼻
の
長
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か
つ
た
昔
と
は
、
哂
ふ
の
に
ど
こ
と
な
く
容
子
が
ち
が
ふ
。
見
慣
れ

た
長
い
鼻
よ
り
、
見
慣
れ
な
い
短
い
鼻
の
方
が
滑
稽
に
見
え
る
と
云

へ
ば
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
が
、
そ
こ
に
は
ま
だ
何
か
あ
る
ら
し
い
。

　
　
　

―
―
前
に
は
あ
の
や
う
に
つ
け
つ
け
と
は
哂
は
な
ん
だ
て
。

　
　

 　

内
供
は
、誦
し
か
け
た
経
文
を
や
め
て
、禿
げ
頭
を
傾
け
な
が
ら
、

時
々
か
う
呟
く
事
が
あ
つ
た
。
愛
す
べ
き
内
供
は
、
さ
う
云
ふ
時
に

な
る
と
、必
ぼ
ん
や
り
、傍
に
か
け
た
普
賢
の
画
像
を
眺
め
な
が
ら
、

鼻
の
長
か
つ
た
四
五
日
前
の
事
を
憶
ひ
出
し
て
、「
今
は
む
げ
に
い

や
し
く
な
り
さ
が
れ
る
人
の
、
さ
か
え
た
る
昔
を
し
の
ぶ
ご
と
く
」

ふ
さ
ぎ
こ
ん
で
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
―
―
内
供
に
は
、
遺
憾
な
が
ら

こ
の
問
に
答
を
与
へ
る
明
が
欠
け
て
ゐ
た
。

　
　

 　

―
―
人
間
の
心
に
は
互
に
矛
盾
し
た
二
つ
の
感
情
が
あ
る
。勿
論
、

他
人
の
不
幸
に
同
情
し
な
い
者
は
な
い
。
所
が
そ
の
人
が
そ
の
不
幸

を
ど
う
に
か
し
て
切
り
ぬ
け
る
事
が
出
来
る
と
、
今
度
は
こ
つ
ち
で

何
と
な
く
物
足
り
な
い
や
う
な
心
も
ち
が
す
る
。
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
見
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
。
―
―
内
供

が
、理
由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、何
と
な
く
不
快
に
思
つ
た
の
は
、

池
の
尾
の
僧
俗
の
態
度
に
、
こ
の
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な

く
感
づ
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

（「
鼻
」
初
刊
本
文
）

　
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
と
い
う
作
者
の
全
知
的
な
認
識
が
提
示
さ
れ

る
と
見
ら
れ
て
き
た
箇
所
の
「
勿
論
」「
け
れ
ど
も
」「
が
、
そ
こ
に
は
ま

だ
何
か
あ
る
ら
し
い
」
と
い
っ
た
初
刊
本
文
の
表
現
に
は
、
内
供
の
自
問

自
答
の
過
程
が
か
な
り
忠
実
に
報
告
さ
れ
て
い
る
と
す
る
松
澤
は
、
時
制

も
草
稿
時
の
過
去
か
ら
現
在
へ
と
変
わ
り
、
所
謂
直
接
話
法
に
近
い
も
の

と
な
る
と
説
き
、
語
り
手
に
よ
る
状
況
説
明
が
削
除
さ
れ
、
そ
の
説
明
に

は
満
足
し
え
な
い
内
供
の
意
識
に
即
し
た
表
現
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く

過
程
が
判
明
し
て
く
る
、
と
整
理
す
る
。

　

ま
た
、
草
稿
で
は
「
一
種
の
不
満
」
と
「
こ
の
模
糊
と
し
た
周
囲
の
不

満
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
初
出
・
初
刊
で
は
「
も
う
一
度
そ
の
人
を
、

同
じ
不
幸
に
陥
れ
て
見
た
い
」
と
い
う
攻
撃
性
を
孕
ん
だ
「
敵
意
」
に
〈
先

鋭
化
〉
し
て
い
る
こ
と
に
も
松
澤
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

　

引
用
し
た
「
鼻
」
初
刊
本
文
の
「
―
―
人
間
の
心
に
は
互
に
矛
盾
し
た

二
つ
の
感
情
が
あ
る
。」
か
ら
「
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
。」
ま

で
の
問
題
の
一
節
を
松
澤
は
、
冷
静
に
周
囲
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い

「
内
供
本
人
が
「
何
と
な
く
」
思
い
「
そ
れ
と
な
く
感
づ
い
」
て
い
た
と
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こ
ろ
を
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
明
瞭
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
説
く
。
し
た

が
っ
て「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」は
語
り
手
に
帰
属
す
る
判
断
で
は
な
く
、

「
明
が
欠
け
て
ゐ
た
」
内
供
の
思
考
を
語
り
手
が
報
告
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

松
澤
論
の
方
向
性
は
大
筋
で
認
め
た
い
が
、
芥
川
が
自
作
解
説（

11
（

で
「
傍

観
者
の
利
己
主
義
」
を
「neben
」［
引
用
者
註
：「
付
随
」］
の
位
置
に
認

め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
を
内
供
の
周
囲
に
実

際
は
全
く
な
い
も
の
、
つ
ま
り
錯
覚
と
断
定
す
る
の
に
は
、
や
は
り
抵
抗

が
あ
る
。

　

ま
ず
は
、「
内
供
」
が
「
こ
の
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感

づ
い
た
」
と
い
う
言
葉
の
語
感
に
関
わ
る
。〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
に
そ

れ
と
な
く
考
え
を
及
ぼ
し
た
〉
や
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な

く
感
じ
た
〉
で
は
な
く
、「
感
づ
い
た
」
に
は
、
確
実
に
存
在
す
る
も
の

へ
の
〈
気
づ
き
〉
の
語
感
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
は
な
は
だ
唐
突
に
介

入
し
、
い
ま
ま
で
作
中
で
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
さ

え
い
え
ぬ
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
を
唱
え
る
超
越
的
な
解
説
に
違
和
感

を
覚
え
た
は
ず
の
読
者
は
、
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
る
。
後
に
一
部
を
確

認
す
る
が
、「
鼻
」
で
は
、
内
供
以
外
の
人
物
の
内
面
は
常
に
推
測
さ
れ

る
に
留
ま
り
、
断
定
さ
れ
る
箇
所
は
な
い
。
周
囲
の
人
々
の
内
面
が
〈
見

え
な
い
〉
叙
述
の
中
に
、〈
見
え
る
〉
叙
述
が
暴
力
的
に
介
入
し
、
そ
れ

な
り
に
〈
い
か
が
わ
し
さ
〉
を
匂
わ
す
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
内
供
が
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
い
た
」

と
い
う
言
葉
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
内
供
が
哂
わ
れ
た
理
由
で
は
な
く
、

内
供
が
「
何
と
な
く
不
快
に
思
つ
た
」
理
由
と
し
て
告
げ
ら
れ
て
い
る
点

も
重
要
だ
。
つ
ま
り
、
内
供
が
哂
わ
れ
た
理
由
は
作
中
で
何
ひ
と
つ
明
示

さ
れ
な
い
。
虚
栄
心
と
も
い
え
る
〈
過
剰
な
自
尊
心
〉
と
明
か
さ
れ
な
い

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
は
ず
の
〈
傍
観
者
の
利
己
主

義
〉
と
も
明
か
さ
れ
な
い
。

　
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
が
、
内
供
が
「
つ
け
つ
け
と
」
哂
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
確
実
に
信
じ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
読
者
は
、
批
評

さ
れ
つ
づ
け
て
い
た
内
供
の
〈
過
剰
な
自
尊
心
〉
の
回
収
を
作
品
末
に
探

る
ば
か
り
だ
。
し
か
し
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
と
い
う
言
葉
が
宙
吊

り
に
さ
れ
、
そ
の
有
無
や
、
そ
れ
が
「
つ
け
つ
け
と
」
哂
わ
れ
た
理
由
な

の
か
ど
う
か
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
読
者
は
、
内
供
の
〈
過
剰
な

自
尊
心
〉
ば
か
り
で
な
く
、
周
囲
の
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
を
も
作
中

に
探
る
べ
く
冒
頭
か
ら
読
み
直
す
よ
う
に
精
読
を
促
さ
れ
る
。

　
　
　

三
、〈
見
え
る
〉
内
面
と
〈
見
え
な
い
〉
内
面

　

さ
て
、「
鼻
」
全
編
で
、
も
っ
と
も
滑
稽
な
読
み
ど
こ
ろ
と
思
え
る
、
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鼻
の
療
治
中
の
内
供
と
弟
子
の
僧
と
の
や
り
取
り
や
、
二
人
の
心
理
に
つ

い
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。
内
供
の
内
面
を
断
定
す
る
叙
述
は
、

弟
子
の
内
面
を
一
切
断
定
せ
ず
、
常
に
推
測
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

内
供
は
「
い
つ
も
の
や
う
に
、
鼻
な
ど
は
気
に
か
け
な
い
と
云
ふ
風
を

し
て
」と
あ
り
、「
わ
ざ
と
そ
の
法
も
す
ぐ
に
や
つ
て
見
よ
う
と
は
云
は
ず
」

「
気
軽
な
口
調
で
、
食
事
の
度
毎
に
、
弟
子
の
手
数
を
か
け
る
の
が
、
心

苦
し
い
と
云
ふ
や
う
な
事
を
云
」
い
な
が
ら
、「
内
心
で
は
勿
論
弟
子
の

僧
が
、
自
分
を
説
伏
せ
て
、
こ
の
法
を
試
み
さ
せ
る
の
を
待
つ
て
ゐ
た
」。

つ
ま
り
、
内
供
は
演
技
を
し
て
弟
子
の
僧
に
向
き
合
う
。
対
し
て
弟
子
の

僧
は
「
内
供
の
こ
の
策
略
が
わ
か
ら
な
い
筈
は
な
い
」、
あ
る
い
は
「
こ

の
弟
子
の
僧
の
同
情
を
動
か
し
た
の
で
あ
ら
う
」
と
、
そ
の
内
面
を
推
測

さ
れ
て
い
く
。

　

次
に
弟
子
の
僧
は
、
一
度
茹
で
た
長
鼻
を
踏
み
、「
時
々
気
の
毒
さ
う

な
顔
を
し
て
、
内
供
の
禿
げ
頭
を
見
下
し
な
が
ら
」「
―
―
痛
う
は
ご
ざ

ら
ぬ
か
な
。
医
師
は
責
め
て
踏
め
と
申
し
た
で
。
ぢ
や
が
、
痛
う
は
ご
ざ

ら
ぬ
か
な
。」と
内
供
に
声
を
か
け
る
。直
前
で
は
弟
子
の
僧
の
内
面
が〈
見

え
な
い
〉
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
、「
気
の
毒
さ
う
な
」
も
、
弟
子
の

僧
の
思
い
や
り
を
推
測
し
た
と
素
直
に
読
み
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
吉
田
精

一（
11
（

や
田
中 

実（
11
（

は
、
内
供
に
合
わ
せ
た
演
技
を
弟
子
の
僧
の
言
葉
と
態
度

と
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
ぐ
後
の
内
供
の
「
腹
を
立
て
た
や
う
な
声
」
で

「
―
―
痛
う
は
な
い
て
。」
と
の
返
事
が
「
実
際
鼻
は
む
づ
痒
い
所
を
踏
ま

れ
る
の
で
、
痛
い
よ
り
も
却
て
気
も
ち
の
い
ゝ
位
だ
つ
た
の
で
あ
る
。」

と
解
説
さ
れ
、
演
技
が
断
定
さ
れ
る
の
と
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
、
弟
子
の
僧
の
内
面
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

つ
づ
け
て
、
鼻
に
で
き
は
じ
め
た
粟
粒
の
よ
う
な
も
の
を
「
―
―
之
を

鑷
子
で
ぬ
け
と
申
す
事
で
ご
ざ
つ
た
。」
と
弟
子
の
僧
が
「
独
り
言
の
や

う
に
」
云
っ
た
の
も
内
供
の
怒
り
や
不
満
を
恐
れ
て
演
技
し
た
の
か
、
弟

子
の
僧
の
内
面
が
〈
見
え
な
い
〉
の
で
「
独
り
言
の
や
う
」
だ
と
語
り
手

が
報
告
し
た
の
か
不
明
だ
。
こ
こ
も
内
供
が
「
不
足
ら
し
く
頬
を
ふ
く
ら

せ
て
、
黙
つ
て
弟
子
の
僧
の
す
る
な
り
に
任
せ
て
置
い
た
」
の
が
「
自
分

の
鼻
を
ま
る
で
物
品
の
や
う
に
取
扱
ふ
の
が
、
不
愉
快
に
思
は
れ
た
か
ら

で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
る
の
と
響
き
あ
っ
て
も
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　
「
弟
子
の
僧
は
、
ほ
つ
と
一
息
つ
い
た
や
う
な
顔
を
し
て
」「
―
―
も
う

一
度
、
之
を
茹
で
れ
ば
よ
う
ご
ざ
る
。」
と
療
治
の
最
後
に
言
う
が
、
こ

れ
も
、
お
為
ご
か
し
の
ポ
ー
ズ
と
見
え
な
く
も
な
い
し
、
思
い
や
り
を
つ

く
し
た
後
の
安
堵
の
心
境
の
反
映
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
内
供
は
矢
張
、

八
の
字
を
よ
せ
た
ま
ゝ
不
服
ら
し
い
顔
を
し
て
」
は
、
鼻
が
「
何
時
に
な

く
短
く
な
つ
て
ゐ
る
」と
の
感
動
を
隠
し
た
内
供
の
演
技
で
あ
る
こ
と
や
、

直
前
で
内
供
も
「
弟
子
の
僧
の
親
切
が
わ
か
ら
な
い
訳
で
は
な
い
」
と
し

た
こ
と
が
、弟
子
の
僧
の
推
測
さ
れ
る
心
理
に
大
き
な
振
幅
を
あ
た
え
る
。
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つ
ま
り
、
当
事
者
と
し
て
視
座
と
情
報
と
を
限
定
さ
れ
て
い
る
内
供
ば
か

り
で
は
な
く
、
読
者
も
、
弟
子
の
内
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、〈
傍
観

者
の
利
己
主
義
〉
の
虚
実
も
知
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

鼻
を
短
く
し
て
か
ら
の
内
供
と
そ
の
周
囲
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
、
先

行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、〈
わ
ら
ひ
〉
と
い
う
漢
字
の
使
い
わ
け

が
あ
る
。
内
供
の
内
面
に
捉
え
ら
れ
る
周
囲
の
〈
わ
ら
ひ
〉
は
、「
哂
笑
」

と
し
て
〈
あ
ざ
わ
ら
う
〉
意
を
な
す
シ
ン
「
哂
」
と
い
う
漢
字
が
用
い
ら

れ
、
こ
れ
に
対
し
、
内
供
の
内
面
を
代
弁
し
な
い
叙
述
は
、
普
通
の
〈
わ

ら
ひ
〉、「
笑
顔
」
の
エ
の
字
、
シ
ョ
ウ
「
笑
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
作

者
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
漢
字
の
書
き
わ
け
を
享
け
、
そ
も
そ
も
「
傍
観

者
の
利
己
主
義
」
と
い
う
ほ
ど
意
地
悪
い
周
囲
の
「
哂
ひ
」
は
な
か
っ
た

の
だ
、
と
の
主
張（

11
（

が
あ
る
わ
け
だ
が
、
作
品
冒
頭
か
ら
四
段
落
目
の
記
述

に
は
、「
池
の
尾
の
町
の
者
は
」「
あ
の
鼻
で
は
誰
も
妻
に
な
る
女
が
あ
る

ま
い
と
思
つ
た
か
ら
」「
内
供
の
俗
で
な
い
事
を
仕
合
せ
だ
と
云
つ
た
」

り
、「
あ
の
鼻
だ
か
ら
出
家
し
た
の
だ
ら
う
と
批
評
」し
た
り
し
た
と
あ
る
。

鼻
を
短
く
す
る
前
か
ら
内
供
が
無
責
任
で
物
好
き
な
池
の
尾
の
人
々
の
嘲

笑
や
噂
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。

　
　
　

四
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
機
微

　

内
供
は
、
寺
の
内
外
の
個
人
に
よ
る
自
身
へ
の
対
応
の
違
い
こ
そ
を
見

抜
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
鼻
の
療
治
を
お
こ
な
っ
た
弟
子
の
僧
は
、
内
供
の

用
を
兼
ね
て
と
は
い
え
、
京
で
知
己
の
医
者
か
ら
そ
の
方
法
を
わ
ざ
わ
ざ

教
わ
っ
て
き
て
く
れ
た
と
い
う
。
内
供
は
鼻
の
長
い
こ
と
を
気
に
し
て
い

な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
命
じ
ら
れ
た
わ
け
で
も
、
頼
ま
れ
た

わ
け
で
も
な
く
、
内
供
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
正
し
く
見
抜
い
て
い
た
の

だ
ろ
う
が
、
自
発
的
に
聞
い
て
き
て
、「
わ
ざ
と
そ
の
法
も
す
ぐ
に
や
つ

て
見
よ
う
と
は
云
は
ず
に
ゐ
た
」
内
供
へ
「
口
を
極
め
て
」
熱
心
に
勧
め

た
の
で
あ
る
。

　

内
供
の
食
事
の
際
に
持
ち
上
げ
て
い
た
長
鼻
を
粥
に
落
と
し
た
中
童
子

や
、
寺
を
訪
れ
た
侍
、
用
を
云
い
つ
か
っ
た
下
法
師
な
ど
は
、
皆
、
短
く

な
っ
た
内
供
の
鼻
を
「
笑
」
う
が
、
療
治
を
お
こ
な
っ
た
弟
子
の
僧
は
、

内
供
の
鼻
を
「
笑
」
っ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
哂
」
っ
て
も
い
な
い
。

　
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
い
た
」
内
供
が
「
日
毎
に

機
嫌
が
悪
く
な
」
り
「
誰
で
も
意
地
悪
く
叱
り
つ
け
る
」
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
の
た
め
に
「
し
ま
ひ
に
は
鼻
の
療
治
を
し
た
あ
の
弟

子
の
僧
で
さ
へ
、「
内
供
は
法
慳
貪
の
罪
を
受
け
ら
れ
る
ぞ
」
と
陰
口
を
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き
く
程
に
な
つ
た
」と
あ
る
。こ
こ
で
も
、彼
が「
哂
」っ
た
と
も「
笑
」っ

た
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

否
、
は
る
か
に
手
厳
し
い
。「
法
慳
貪
」
と
は
、
欲
深
い
こ
と
、
無
慈

悲
な
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
だ（

1（
（

。「
弟
子
の
僧
」
の
〈
憤
り
〉
と
も
思
え

る
程
の
反
応
は
、
彼
の
内
供
へ
の
親
愛
の
情
の
深
さ
ゆ
え
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。先
に
触
れ
た
鼻
の
療
治
中
の「
弟
子
の
僧
」の
内
面
も〈
親
切
〉〈
思

い
や
り
〉
と
素
直
に
受
け
取
り
直
す
読
者
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
内
供
の

〈
敵
意
〉
こ
そ
が
、
周
囲
の
〈
敵
意
〉
を
生
み
育
て
た
一
面
も
あ
っ
た
こ

と
が
仄
見
え
て
く
る
。
し
か
し
小
説
で
は
、
す
ぐ
後
に
、「
鼻
を
打
た
れ

ま
い
。
そ
れ
、
鼻
を
打
た
れ
ま
い
」
と
「
鼻
持
上
げ
の
木
」
で
「
囃
し
な

が
ら
」「
痩
せ
た
尨
犬
を
逐
ひ
ま
は
」
す
中
童
子
の
悪
戯
と
、
こ
れ
は
何

気
な
く
並
置
さ
れ
、
目
立
た
ぬ
よ
う
に
溶
け
入
っ
て
し
ま
う
。〈
傍
観
者

の
利
己
主
義
〉
の
虚
実
を
明
確
に
は
描
か
ぬ
配
慮
と
見
え
る
。
し
か
し
、

読
者
の
内
面
で
は
、「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
全
幅
の
信

頼
を
置
け
ぬ
ザ
ワ
メ
キ
が
、
こ
う
し
た
事
情
と
共
鳴
し
、
作
品
は
何
度
も

読
み
直
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
虚
栄
心
と
ま
で
思
え
る
〈
過
剰
な
自
尊

心
〉は
、〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉で
周
囲
を
一
色
に
塗
り
こ
め
て
し
ま
い
、

そ
れ
が
ま
た
、
本
当
は
個
別
な
は
ず
の
人
間
関
係
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
。〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉
は
、〈
過
剰
な
自
尊
心
〉
が
実
情
以
上

に
過
剰
な
も
の
と
誤
解
さ
せ
て
い
た
と
も
い
え
、
三
好
行
雄
が
批
判
し
た

前
半
と
後
半
と
の
モ
チ
ー
フ
の
違
い
や
作
意
の
浅
さ
な
ど
、
そ
も
そ
も
問

わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
笑
わ
れ
る
理
由
に
し
て
も
、
も
ち
ろ

ん
単
純
に
顔
変
わ
り
し
た
可
笑
し
さ
か
ら
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
隠
し
て
い

た
〈
自
尊
心
〉
が
露
見
し
た
か
ら
と
い
う
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、「
は

れ
ば
れ
し
た
」
表
情
を
今
ま
で
内
供
が
見
せ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
現
実
は
不
可
解
で
複
雑
で
、
人
々
の
性
格
や
内
供
と
の

関
係
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
応
は
〈
笑
う
〉〈
笑
わ
な
い
〉
の
差
に
留
ま

ら
ず
、
無
限
に
異
な
る
は
ず
な
の
だ
。
作
中
の
〈
傍
観
者
の
利
己
主
義
〉

の
提
示
の
仕
方
の
〈
い
か
が
わ
し
さ
〉
や
虚
実
の
不
明
は
、
あ
ら
た
め
て

周
囲
の
内
面
を
探
ら
せ
る
こ
と
で
、〈
自
尊
心
〉
と
の
関
わ
り
の
見
直
し

を
読
者
に
要
請
し
、
同
時
に
、
人
と
人
と
の
関
わ
り
の
機
微
を
際
や
か
に

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
描
か
れ
た
の
は
荒
廃
し
た
社
会
に
お
け
る
殺
人
や
強
盗
な
ど

の
犯
罪
と
そ
の
心
理
で
は
な
く
、
日
常
的
な
生
活
空
間
に
お
け
る
一
般
的

な
人
間
関
係
と
そ
の
心
理
で
あ
っ
て
、
内
供
は
「
愛
す
べ
き
内
供
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
、〈
自
尊
心
〉
に
よ
る
演
技
を
「
策
略
」
な
ど
と
、
実
情

に
見
合
わ
な
い
大
げ
さ
な
言
葉
で
揶
揄
さ
れ
る
ば
か
り
だ
。
も
と
も
と
宗

教
者
と
し
て
偶
像
視
さ
れ
て
い
な
い
彼
は
冷
た
く
突
き
放
さ
れ
て
批
判
さ

れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
内
供
に
寄
り
添
い
、
内
供
の
内
面
を
代

弁
し
た
り
、
整
理
し
た
り
す
る
叙
述
は
、
長
い
鼻
に
振
り
回
さ
れ
る
「
愛
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す
べ
き
内
供
」
の
屈
折
と
、
そ
の
徒
労
と
に
同
情
的
と
さ
え
い
え
る（

11
（

。
読

者
の
誰
に
で
も
身
に
覚
え
の
あ
る
ほ
ど
の
内
供
の〈
自
尊
心
〉へ
の
共
感
、

あ
る
い
は
身
に
つ
ま
さ
れ
る
〈
ほ
ろ
に
が
さ
〉。
だ
か
ら
〈
く
す
り
と
笑

え
る
〉。
こ
こ
に
は
、
漱
石
の
い
う
「
自
然
其
儘
の
可
笑
味
が
お
つ
と
り

出
て
い
る
」「
上
品
な
趣
」も
確
か
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
内
供
に
寄
り
添
っ
た
叙
述
と
見
え
る
、
結
末
の
朝
の
「
明
い
」

光
景
は
、論
理
的
な
意
味
や
文
脈
と
は
別
に
、天
上
世
界
に
も
通
じ
る〈
明

る
さ
〉、〈
す
が
す
が
し
さ
〉
を
読
者
に
実
感
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
り
、
不

明
な
内
供
は
、〈
過
剰
な
自
尊
心
〉
の
非
に
未
だ
気
づ
い
て
は
い
な
い
よ

う
で
、
結
末
で
も
錯
覚
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
未
来
が
完
全
に
閉
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
も
何
と

は
な
し
に
伝
え
ら
れ
る（

11
（

。
こ
う
し
た
結
末
が
構
え
ら
れ
た
こ
と
は
、「
自

然
其
儘
の
可
笑
味
が
お
つ
と
り
出
て
い
る
所
に
上
品
な
趣
」と
評
さ
れ
た
、

い
ま
ひ
と
つ
の
所
以
な
の
だ
ろ
う
。

 

註（（
） 「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」（『
中
央
公
論
』
大
八
・
一
）。
海
老
井
英
次
「「
鼻
」
―
〈
自

我
〉
意
識
と
〈
人
間
〉
と
の
断
絶
―
」（『
芥
川
龍
之
介
論
攷
―
自
己
覚
醒
か
ら
解

体
へ
』
桜
楓
社
、
昭
六
三
・
二
、
初
出
は
『
月
刊
国
語
教
育
』
２
・
（2
、
昭

五
八
・
二
）
や
今
野 

哲
「「
鼻
」
論
」（『
二
松
』
（
、
平
四
・
三
）
な
ど
に
よ
り
、「
あ

の
頃
の
自
分
の
事
」
の
記
述
に
時
間
的
前
後
関
係
の
虚
構
が
指
摘
さ
れ
、
内
容
の

信
憑
性
を
疑
う
向
き
も
あ
る
。

（
2
） 

吉
田
精
一
『
芥
川
龍
之
介
Ⅰ
』〈
吉
田
精
一
著
作
集 

第
（
巻
〉（
桜
楓
社
、
昭

五
四
・
一
一
、
初
刊
は
『
芥
川
龍
之
介
』
三
省
堂
、
昭
一
七
・
一
二
）。

（
（
） 

三
好
行
雄
「
負
け
犬　
「
芋
粥
」
の
構
造
」（『
芥
川
龍
之
介
論
』〈
三
好
行
雄
著
作

集 

第
（
巻
〉筑
摩
書
房
、平
五
・
三
、初
出
は『
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
論
究
』

2
、
昭
四
六
・
二
）。

（
（
） 

他
に
和
田
繁
二
郎
『
芥
川
龍
之
介
』（
創
元
社
、
昭
三
一
・
三
）
に
も
、
内
供
周
囲

の
人
々
が
「「
つ
け
つ
け
と
晒
ふ
」
の
が
、
も
一
度
同
じ
不
幸
に
陥
れ
て
み
た
い

と
い
う
、「
或
敵
意
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
」
と
の
批
判
が
あ
る
。

小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
の
初
期
作
品
に
お
け
る
反
語
的
完
結
性
―
「
羅
生
門
」

「
鼻
」「
酒
虫
」
を
中
心
に
」（『
国
語
と
国
文
学
』
87
・
（0
、
平
二
二
・
一
〇
）
は
、

「
鼻
」
に
お
け
る
語
り
手
の
顕
在
化
を
「
超
越
的
な
審
級
が
作
品
に
統
一
的
な
主

題
を
与
え
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
が
出
来
な
い
さ
ま
を
示
す
為
で
あ
る
」
と
し
、「
破

綻
し
た
内
容
を
語
る
語
り
手
が
可
視
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
評
価
す
る
。

（
（
）
芥
川
龍
之
介
宛
夏
目
漱
石
書
簡
（
大
五
・
二
・
一
九
）。

（
（
） 

芹
澤
光
興
「『
鼻
』
解
説
」（『
作
品
と
資
料　

芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
出
版
、
昭

五
九
・
三
）、
山
崎
甲
一
「「
鼻
」
の
文
体
に
つ
い
て
」（『
芥
川
龍
之
介
の
言
語
空

間
―
君
看
雙
眼
色
』
笠
間
書
院
、
平
一
一
・
三
、
初
出
は
『
鶴
見
大
学
紀
要
』

2（
、
昭
六
一
・
三
）、
関
口
安
義
「
他
人
の
目
か
ら
の
解
放
―
「
鼻
」
―
」（『
芥
川

龍
之
介
―
実
像
と
虚
像
』
洋
々
社
、
昭
六
三
・
一
一
、
初
出
は
『
日
本
文
学
講
座
』

第
（
巻
、
大
修
館
書
店
、
昭
六
三
・
六
）、
清
水
孝
純
「「
鼻
」「
芋
粥
」
に
み
る
グ

ロ
テ
ス
ク
感
覚
の
行
方
」（『
作
品
論 

芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
出
版
、
平
二
・

一
二
）、
宮
坂 

覺
「「
鼻
」
を
読
む
―
〈
禅
智
内
供
〉
人
生
最
大
危
機
脱
出
物
語
」

（『
芥
川
龍
之
介
Ⅰ
』
洋
々
社
、
平
三
・
四
）、
田
中 

実
「『
鼻
』
と
『
龍
』」（『
都

留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
（0
、
平
六
・
三
）
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鼻
」
に
〈
明

る
い
〉
結
末
を
認
め
て
い
る
。



國學院雜誌　第 118 巻第 6号（2017年） ― （8 ―
　
　

 　

作
品
末
を
〈
暗
い
〉
と
読
も
う
が
〈
明
る
い
〉
と
読
も
う
が
、「
閉
じ
ら
れ
た

結
末
」
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
変
わ
り
な
く
、
結
末
の
「
先
の
あ
る
状
況
を
示
唆

し
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
は
ず
の
内
供
の
そ
れ
に
対
す
る
対

応
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
こ
と
か
ら
「
閉
じ
ら
れ
た
結
末
」
で
も
な
く
、
ま

た
ま
っ
た
く
「
開
か
れ
た
結
末
」
と
す
べ
き
で
も
な
い
と
す
る
仁
平
道
明
「〈
開

か
れ
た
結
末
〉〈
閉
じ
ら
れ
た
結
末
〉
の
二
元
論
を
こ
え
て
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』

7（
・
（
、
平
二
二
・
九
）
の
問
題
提
起
も
あ
る
。

（
7
） 

た
と
え
ば
、
山
崎
甲
一
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
「
無
理
に
短
う
し
た
で
、
病
が

起
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
」
に
「
後
悔
や
反
省
」
を
指
摘
し
、
田
中 

実
〔
註
（
（
）

同
論
文
〕
は
「
い
か
に
己
が
み
す
ぼ
ら
し
く
も
お
ぞ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
か
に
対

す
る
強
い
恐
れ
」
か
ら
「
一
種
敬
虔
な
気
持
ち
」
に
化
し
た
内
供
の
意
識
の
反
映

と
し
て
鼻
を
抑
え
る
「
恭
し
い
手
つ
き
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

（
8
） 

寺
内
の
庭
の
朝
の
光
景
に
、
山
崎
甲
一
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
「
昏
乱
し
た
迷

い
か
ら
ふ
っ
切
れ
る
、す
が
す
が
し
い「
光
」「
明
」を
見
る
作
者
の
目
」を
探
り
、

関
口
安
義
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
〈
他
人
の
目
か
ら
の
解
放
〉
を
獲
得
し
「
批

判
・
中
傷
に
耐
え
、
新
し
く
生
き
抜
こ
う
と
す
る
主
人
公
の
明
る
い
姿
」
を
読
む
。

清
水
孝
純
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
庭
の
「
朝
の
輝
き
」
を
内
供
の
「
実
の
世
界

へ
の
還
帰
」
の
安
堵
と
説
き
、
田
中 

実
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
「
鮮
や
か
な

程
に
美
し
い
翌
朝
の
寺
内
の
景
色
」
に
「
こ
の
貴
重
な
体
験
を
通
し
て
、
あ
さ
ま

し
い
己
の
姿
に
出
会
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
内
供
の
変
貌
し
た
姿
」
を
見
出

だ
し
て
い
る
。

（
（
） 

海
老
井
英
次
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
「
鏡
の
中
」
の
内
供
の
囁
き
を
「
真
の
〈
自

我
〉
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
内
供
」
の
「
実
像
と
虚
像
と
の
奇
妙
な
〈
逆
転
〉」

に
よ
る
も
の
と
説
く
が
、
山
崎
甲
一
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、「
己
れ
の
本
然

の
姿
に
忠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
覚
悟
」
を
も
つ
に
い
た
っ
た
内
供
が
「
か
う
な

れ
ば
」
と
「
心
の
中
」
で
言
う
の
は
「
鏡
の
中
」
で
言
う
の
と
は
「
事
情
が
ま
る

で
違
う
」
と
し
、
宮
坂 

覺
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、
長
鼻
に
戻
っ
た
内
供
に
と
っ

て
「
一
度
目
の
よ
う
に
〈
鏡
の
中
〉
は
、
最
早
必
要
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
〈
心

の
中
で
か
う
自
分
に
囁
〉
い
た
と
説
く
。
清
水
孝
純
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、

「
鏡
の
中
」
の
囁
き
を
内
供
に
と
っ
て
「
グ
ロ
テ
ス
ク
の
世
界
を
背
後
に
沈
め
た

虚
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
実
現
と
捉
え
る
。
蓼
沼
正
美
「『
鼻
』・
身
体
と
の

出
会
い
」（『
国
語
国
文
研
究
』
（（（
、
平
一
二
・
三
）
は
、
長
鼻
に
戻
っ
た
際
の
内

供
に
「
抑
圧
さ
れ
て
来
た
身
体
の
「
感
覚
」
が
覚
醒
さ
れ
」「
具
体
的
な
生
き
る

身
体
へ
と
解
放
さ
れ
」
た
瞬
間
を
認
め
る
も
、
内
供
の
「
幻
想
的
な
身
体
像
を
も

打
ち
壊
し
て
ゆ
く
可
能
性
」
が
作
品
末
で
潰
え
て
し
ま
っ
た
と
読
む
。

（
（0
） 

山
崎
甲
一
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、
内
供
の
鼻
が
長
か
っ
た
時
も
、
短
く
な
っ

た
時
も
「
自
尊
心
の
毀
損
を
恢
復
し
よ
う
」
と
す
る
「
方
法
」
が
、
安
直
に
「
他

者
攻
撃
の
方
向
に
流
れ
て
行
く
」
と
指
摘
す
る
。

（
（（
） 

今
野 

哲
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、
長
鼻
に
戻
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
直
前
の
内

供
の
「
は
れ
ば
れ
と
し
た
心
も
ち
」
は
「
鼻
が
短
く
な
つ
た
時
と
同
じ
や
う
な
」

と
あ
る
以
上
、「
秋
の
情
景
も
内
供
の
「
錯
覚
」
に
見
合
っ
た
情
景
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、「
鼻
」
の
草
稿
と
初
出
・
初
刊
本
文
と
を
比

較
し
た
松
澤
和
宏
「「
鼻
」
論
―
鏡
の
物
語
」（『
生
成
論
の
探
究
―
テ
ク
ス
ト
・

草
稿
・
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
岩
波
書
店
、
平
一
五
・
六
、
初
出
は
季
刊
『
文
学
』

7
・
（
、
平
八
・
一
）
は
、「
鼻
が
短
く
な
つ
た
時
と
同
じ
や
う
な
」
が
加
筆
さ
れ
、

「
生
ま
れ
て
来
る
」 

が
「
帰
つ
て
来
る
」
に
書
き
直
さ
れ
て
作
品
は
「
反
復
・
回

帰
の
相
が
強
調
」
さ
れ
る
よ
う
に
推
敲
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、

戸
松 

泉
「「
鼻
」
の
〈
語
り
手
〉」（『
小
説
の
〈
か
た
ち
〉・〈
物
語
〉
の
ゆ
ら
ぎ
―

日
本
近
代
小
説
「
構
造
分
析
」
の
試
み
』
翰
林
書
房
、
平
一
四
・
二
、
初
出
は
『
相

模
国
文
』
22
、
平
七
・
三
）
は
、「
明
い
」「
ま
ば
ゆ
く
光
」
る
寺
庭
の
情
景
が
「
一

晩
の
中
に
葉
を
落
と
し
た
の
で
」「
霜
が
下
り
て
ゐ
る
せ
い
で
あ
ら
う
」と「
根
拠
」

を
挙
げ
て「
あ
く
ま
で
物
理
的
な
現
象
」と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、

須
田
千
里
「
鼻
」（『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』
翰
林
書
房
、
平
一
五
・
一
二
）
は
、「
晩

秋
の
明
る
い
庭
」
を
「
内
供
個
人
の
心
象
風
景
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
実
際
に
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内
供
の
行
く
手
に
明
る
さ
を
見
る
必
要
は
な
い
」
と
解
説
す
る
。

（
（2
） 

今
野 

哲
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、「「
鏡
の
中
」
で
の
判
断
も
、「
心
の
中
」
で

の
判
断
も
内
供
の
独
断
で
あ
る
点
で
は
同
一
」
で
、「
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も

哂
ふ
も
の
は
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
の
「
対
他
意
識
に
支
え
ら
れ
た
述
懐
」
の

共
通
性
を
剔
抉
し
て
い
る
。

（
（（
） 

海
老
井
英
次
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、「
鼻
」
を
「
秋
風
に
ぶ
ら
つ
か
せ
」
て

い
る
内
供
の
姿
に
「
鼻
」
の
問
題
が
「
日
常
的
な
反
復
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
」
と
説
く
。

（
（（
） 

須
田
千
里
〔
註
（
（（
）
同
解
説
文
〕
は
、「
他
人
の
目
か
ら
解
放
さ
れ
た
は
ず
の

内
供
が
、
も
う
「
誰
も
」
哂
う
も
の
は
な
い
、
と
言
う
の
も
腑
に
落
ち
な
い
」
と

〈
明
る
い
〉「
鼻
」
論
に
疑
義
を
呈
し
て
い
る
。

（
（（
） 

田
中 

実〔
註（
（
）同
論
文
〕は
、「
小
説
の
な
か
の
事
件（
長
鼻
が
一
旦
短
く
な
っ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
は
〈
語
り
の
現
在
〉
か
ら
見
れ
ば
、
既
に
終
わ
っ
た
こ
と
で
あ

り
」「
実
は
「
内
心
で
は
始
終
」
今
で
も
「
こ
の
鼻
を
苦
に
病
ん
で
」
い
る
」
と

指
摘
し
、
戸
松 

泉
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕
は
、「「
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
」
ふ

り
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
実
態
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
で
き
ご
と
（
鼻
が

短
く
な
っ
た
事
件
）」
が
「
も
た
ら
し
た
結
果
を
暗
に
指
し
て
、
そ
の
上
で
語
り

手
は
「
今
で
も
」
と
い
っ
た
」
と
読
む
。

（
（（
）
松
澤
和
宏
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕。

（
（7
）
佐
伯
彰
一
『
物
語
芸
術
論
―
谷
崎
・
芥
川
・
三
島
』（
講
談
社
、
昭
五
四
・
八
）。

（
（8
） 

清
水
康
次
「『
鼻
』・『
芋
粥
』
論
」（『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
和
泉
書
院
、

平
六
・
五
、
初
出
は
『
国
語
国
文
』
（（
・
（0
、
昭
五
五
・
一
〇
）。

（
（（
） 

友
田
悦
生
「「
鼻
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
―
超
越
論
的
主
観
の
出
自
と
ゆ
く
え
―
」（『
初

期
芥
川
龍
之
介
論
』
翰
林
書
房
、
平
六
・
一
一
、
初
出
は
『
日
本
近
代
文
学
』

（（
、
平
六
・
一
〇
）。

（
20
）
山
崎
甲
一
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕。

（
2（
）
戸
松 

泉
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕。

（
22
）
松
澤
和
宏
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕。

（
2（
）「「
鼻
」
草
稿
」『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
』（
山
梨
県
立
文
学
館
、
平
五
・
一
一
）。

（
2（
） 「
鼻
」
は
第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
（
大
五
・
二
）
に
初
出
、
翌
年
刊
行
の
『
羅

生
門
』（
阿
蘭
陀
書
房
、
大
六
・
五
）
に
所
収
。

（
2（
）
松
澤
和
宏
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕。

（
2（
）「「
鼻
」自
解
」（
友
人
宛
書
簡
の
下
書
き
と
推
測
さ
れ
る
が
、執
筆
年
月
日
は
不
明
）。

（
27
） 

吉
田
精
一
「
鼻
」（『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
第
（8
巻
、
角
川
書
店
、
昭

四
五
・
二
）。

（
28
）
田
中 

実
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕。

（
2（
） 

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
二
（
大
修
館
書
店
、
昭
三
一
・
五
）
に
は
、「
哂
」

に
「
①
ほ
ほ
ゑ
む
。」「
②
笑
ふ
。」「
③
あ
ざ
わ
ら
ふ
。」
と
の
字
義
が
示
さ
れ
、

熟
語
と
し
て
「
哂
笑
」
に
「
あ
ざ
わ
ら
ふ
。」
の
意
を
記
す
。
た
だ
し
、
同
じ
『
大

漢
和
辞
典
』
巻
八
（
大
修
館
書
店
、
昭
三
三
・
八
）
の
「
笑
」
に
も
「
①
わ
ら
ふ
。」

「
②
犬
の
人
に
な
れ
た
啼
き
ご
ゑ
。」「
③
お
と
る
さ
ま
。」 

の
う
ち
「
①
わ
ら
ふ
。」

に
、「
イ 

よ
ろ
こ
ぶ
。
よ
ろ
こ
ん
で
口
を
開
け
て
わ
ら
ふ
。」「
ロ 

あ
ざ
け
り
わ

ら
ふ
。
あ
ざ
わ
ら
ふ
。」「
ハ 

こ
ゑ
を
出
さ
ず
に
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
。
ほ
ほ
ゑ

む
。」「
ニ 

花
さ
く
。」
と
あ
り
、「
笑
」
に
も
「
あ
ざ
わ
ら
ふ
。」
の
意
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
上
田
萬
年
・
岡
田
正
之
・
飯
嶋
忠
夫
・
他
共
編
『
大
字
典
』（
啓

成
社
、
大
六
・
三
）、
服
部
宇
之
吉
・
小
柳
司
氣
太
共
著
『
新
訂
詳
解
漢
和
大
字
典
』

（
冨
山
房
、
昭
一
一
・
一
）
で
も
ほ
ぼ
同
様
に
、「
哂
」
に
も
「
笑
」
に
も
「
あ
ざ

わ
ら
ふ
」
の
意
を
確
認
で
き
る
。

（
（0
） 

嶌
田
明
子
「「
鼻
」
に
お
け
る
語
り
手
の
意
味
」（『
上
智
近
代
文
学
研
究
』
7
、

平
一
・
三
）
は
、
作
中
の
「
哂
」
と
「
笑
」
と
の
書
き
わ
け
に
着
目
し
、
内
供
を
「
誰

も
哂
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
た
だ
笑
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
と
説
き
、「
内
供

の
こ
と
は
何
で
も
知
っ
て
い
る
が
、そ
れ
以
外
の
こ
と
は
本
当
に
は
わ
か
ら
な
い
」

語
り
手
の
内
供
批
判
が
、「
逆
に
我
々
読
者
に
内
供
へ
の
同
情
心
を
お
こ
さ
せ
て

し
ま
う
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
を
享
け
て
今
野 

哲
〔
註
（
（
）
同
論
文
〕
は
、「
笑
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ひ
」
の
表
記
に
較
べ
て
「
一
応
「
哂
ひ
」
の
方
に
悪
意
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
。
松
澤
和
宏
〔
註
（
（（
）
同
論
文
〕
は
、「
鼻
」

草
稿
の
改
稿
過
程
で
、
語
り
手
の
説
明
に
お
け
る
漢
字
の
「
哂
」
が
「
笑
」
へ
書

き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

　
　

 　

一
方
、
こ
れ
ら
を
享
け
て
高
橋
龍
夫
「「
鼻
」
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の

陰
影
」（『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
（2
、
平
一
三
・
二
）
は
、
芥
川
が
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
『
笑
い
』
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
井
川
恭
宛
の
芥
川
龍
之
介
書
簡
で
確
認
し
、

内
供
が
気
づ
い
た
嘲
笑
の
意
味
を
伴
う
「
哂
」
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
〈
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
〉、い
わ
ゆ
る「
底
意
」、「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」に
近
い
も
の
を
認
め
て
い
る
。

高
橋
は
、
こ
の
働
き
を
「
社
会
的
矯
正
作
用
」
と
呼
び
、「
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
」
と
説
く
。
同
じ
く
社

会
の
な
か
の
内
供
の
役
割
に
着
目
す
る
篠
崎
美
生
子
「
王
の
「
人
間
宣
言
」
は
許

さ
れ
る
か
―
芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
を
契
機
に
―
」（『
日
本
文
学
』
（（
・
（
、
平

一
七
・
一
）は
、内
供
が
周
囲
か
ら「
恒
常
的
に
緩
や
か
な
暴
力
を
受
け
る
こ
と
で
、

池
の
尾
の
王
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
」
共
同
体
の
秩
序
が
保
持
さ
れ
て
い
た
と

主
張
す
る
。

 （
（（
） 

大
槻
文
彦
『
言
海
』（
六
合
館
、
明
三
七
・
二
）
に
は
、「
け
ん
・
ど
ん　

慳
貪
」

の
項
目
に
「（
一
）
己
ガ
物
を
吝
ミ
、
他
ノ
物
ヲ
貪
ル
コ
ト
。（
二
）
転
ジ
テ
、

苛
キ
コ
ト
。
情
愛
ナ
キ
コ
ト
。
ム
ゴ
キ
コ
ト
。
ジ
ヤ
ケ
ン
。
苛
酷
」
と
あ
る
。

ま
た
、
中
村 

元
・
他
編
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
（
岩
波
書
店
、
平
一
・

一
二
）
に
は
、「
現
代
語
の
〈
突
慳
貪 

つ
っ
け
ん
ど
ん
〉
も
、
も
と
は
、
む
さ

ぼ
り
、
物
惜
し
み
す
る
心
理
状
態
か
ら
起
こ
る
態
度
に
由
来
し
た
語
で
あ
ろ
う
」

と
の
解
説
が
あ
る
。

（
（2
） 

山
田
伸
代
「〈
語
り
手
〉
の
優
し
い
ま
な
ざ
し
―
『
鼻
』
小
考
―
」（『
日
本
文
学
』

（0
・
8
、
平
二
三
・
八
）
は
、
池
の
尾
の
衆
俗
の
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
を
も

課
題
と
す
る
「
優
し
い
」〈
語
り
手
〉
は
、「
身
体
的
差
異
に
よ
っ
て
苦
し
む
」「
障

害
の
あ
る
内
供
の
「
生
き
る
か
た
ち
」
に
救
い
を
与
え
て
い
る
」
と
読
む
。

（
（（
） 

安
藤
公
美「
芥
川
文
学
論
・
繰
り
返
し
の
効
果
―「
鼻
」「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」

「
庭
」
そ
の
他
―
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
日
文
大
学
院
紀
要
』
2
、
平
六
・
七
）

は
、
元
の
長
鼻
に
戻
っ
た
際
に
内
供
が
「
か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
哂
ふ
も
の
は

な
い
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
、「
鏡
で
は
な
く
心
の
中
で
囁
く
こ
と
」
か
ら
鼻
が
短

く
な
っ
た
際
と
は
異
な
り
、「
内
供
は
そ
の
鼻
と
の
共
棲
を
受
け
入
れ
」た
と
説
く
。

作
品
末
に
内
供
の
精
神
的
成
長
を
認
め
る
読
解
に
は
同
意
し
が
た
い
が
、「
反
復
、

繰
り
返
し
」で
覆
い
つ
く
さ
れ
て
い
る
芥
川
文
学
に
お
い
て
反
復
と
い
う
戦
略
が
、

ず
ら
し
や
空
白
と
い
う
余
地
を
生
み
、
読
者
の
前
に
作
品
が
開
か
れ
る
も
の
と
な

る
と
の
指
摘
は
貴
重
で
あ
る
。「
杜
子
春
」（『
赤
い
鳥
』
大
九
・
七
）
の
主
人
公
は
、

あ
り
余
る
ほ
ど
の
黄
金
を
使
い
果
た
す
と
い
う
愚
か
な
同
じ
間
違
い
を
三
度
目
に

は
繰
り
返
さ
な
か
っ
た
。「
鼻
」
で
も
、
内
供
が
自
ら
の
非
に
気
づ
く
機
会
が
全

く
絶
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

附
記
― 

芥
川
龍
之
介
の
文
章
は
全
て
岩
波
書
店
版『
芥
川
龍
之
介
全
集
』全
2（
巻（
平
七
・

一
一
～
平
一
〇
・
三
）
に
拠
る
。


