
は
じ
め
に

「
杜
子
春
」（
大
正
九
年
）
は
、
児
童
文
学
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
に
発
表
さ
れ
た
芥

川
の
童
話
第
四
作
に
あ
た
る
。
第
一
作
は
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
蜘
蛛
の
糸
」

（
大
正
七
年
）
で
あ
り
、
以
後
「
犬
と
笛
」（
大
正
八
年
）、「
魔
術
」（
大
正
九
年
）、

「
杜
子
春
」
を
経
て
「
ア
グ
ニ
の
神
」（
大
正
一
〇
年
）
へ
と
続
く
。
そ
し
て
、
発

表
後
は
「
蜘
蛛
の
糸
」
と
並
行
し
て
高
い
評
価
を
え
る
こ
と
と
な
る
。
近
年
で
は
、

関
口
安
義
（
注
１
）

が
「『
杜
子
春
』
は
『
蜘
蛛
の
糸
』『
白
』
と
並
ん
で
、
こ
れ
ま
で

広
く
読
ま
れ
、
龍
之
介
童
話
の
ベ
ス
ト
ス
リ
ー
の
一
つ
に
数
え
上
げ
て
よ
い
も
の

で
あ
る
」
と
、
作
品
の
知
名
度
の
高
さ
も
併
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
先

行
研
究
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、「
杜
子
春
」
が
『
赤
い
鳥
』
に
掲
載
さ
れ
た
芥
川
の

童
話
五
作
品
の
な
か
で
も
作
品
の
内
容
、
完
成
度
な
ど
が
い
か
に
優
れ
、
評
価
で

き
る
作
品
で
あ
る
か
と
い
う
事
実
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
こ
う
し
た
評
価
の
高
さ
に
相
ま
っ
て
、「
杜
子
春
」
に
は
こ
れ
ま
で
次
の

よ
う
な
前
向
き
な
読
み
が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ま
ず

吉
田
精
一
（
注
２
）

は
、「
杜
子
春
」
の
原
典
と
し
て
定
説
化
し
て
い
る
李
復
言
も
し
く

は
鄭
還
古
作
『
杜
子
春
伝
』
と
の
比
較
を
前
提
と
し
て
「
平
凡
な
人
情
、
通
俗
的

な
道
徳
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
こ
に
は
原
作
に
な
い
、
こ
の
童
話
の
倫

理
的
な
美
し
さ
が
あ
る
」
と
記
す
。『
杜
子
春
伝
』
に
お
け
る
仙
人
に
失
格
の
宣
告

を
さ
れ
、
落
胆
し
て
帰
宅
す
る
も
、
今
一
度
仙
人
を
訪
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
杜
子
春
は
、
仙
人
の
恩
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
嘆
き
が
原
作

の
結
末
に
は
漂
う
。
だ
が
芥
川
の
「
杜
子
春
」
で
は
、
杜
子
春
の
落
第
を
か
え
っ

て
幸
運
と
位
置
づ
け
「
平
凡
な
人
情
、
通
俗
的
な
道
徳
を
肯
定
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
作
品
に
は
「
倫
理
的
な
美
し
さ
」
が
生
ま
れ
て
い
る
と
吉
田
は
読
む
。

ま
た
前
述
の
関
口
は
、
別
論
文
（
注
３
）

に
お
い
て
「
杜
子
春
」
の
作
品
像
を
総
じ

て
「
人
間
ら
し
い
正
直
な
生
き
方
の
大
切
さ
を
説
い
た
、
結
末
の
明
る
い
、
ほ
の

ぼ
の
と
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
評
し
、
物
語
か
ら
明
る
さ
や
温
か
な
情
感
を
読
み

取
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
物
語
の
無
毒
性
、
更
生
の
可
能
性
を
秘
め
た
「
杜
子

春
」
は
子
ど
も
を
教
え
導
く
国
語
科
教
材
に
ま
で
な
っ
た
（
注
４
）
。
こ
う
し
た
教
材

化
も
あ
っ
て
、「
杜
子
春
」
は
ま
す
ま
す
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

「
美
し
」
く
「
明
る
い
」
物
語
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

芥
川
龍
之
介
の
童
話
「
杜
子
春
」

―
―
鉄
冠
子
と
〈
影
〉
―
―

山
　
脇
　
佳
　
奈
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て
、
具
体
的
な
数
量
と
し
て
示
す
の
は
不
可
能
で
は
あ
る
が
、「
杜
子
春
」
を
い
わ

ゆ
る
い
い
話
と
し
て
み
る
論
の
方
が
多
い
の
が
実
状
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
半
ば
定
型
化
し
て
し
ま
っ
た
読
み
に
果
敢
に
対
抗
す
る

論
も
あ
る
。
例
え
ば
頓
野
綾
子
（
注
５
）

は
、
そ
の
定
型
化
の
原
因
を
「
童
話
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
、
と
り
わ
け
『
赤
い
鳥
』
と
い
う
雑
誌
の
性
質
を
前
提
と
し
て
い
る
可

能
性
で
あ
る
。
比
較
的
教
訓
性
を
持
ち
や
す
い
こ
と
、
広
い
意
味
で
の
教
育
性
を

担
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
と
い
っ
た
童
話
の
性
質
に
、『
杜
子
春
』
を
明
る

い
物
語
と
読
ま
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
、
ま
た

「
読
ま
さ
れ
て
い
る
」
実
態
を
特
に
「
杜
子
春
」
の
作
品
内
容
か
ら
立
証
し
て
、
こ

う
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
杜
子
春
」
と
い
う
作
品
だ
け
を
読
ん
で
み
る
と
、「
杜
子
春
」
は
純
粋
で
明

る
い
物
語
で
あ
る
、
と
は
単
純
に
言
え
な
い
点
が
数
多
く
出
て
き
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
「
杜
子
春
」
の
評
価
は
「
人
間

性
回
復
の
物
語
」
と
い
う
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
や
は
り

大
正
期
の
童
心
主
義
的
児
童
文
学
の
在
り
か
た
、
そ
の
頭
目
と
も
さ
れ
た

〈「
赤
い
鳥
」
的
〉
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

芥
川
の
「
杜
子
春
」
は
、
頓
野
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
作
品
単
体
で
み
る
と
決

し
て
吉
田
の
い
う
「
美
し
」
さ
も
関
口
の
い
う
「
明
る
」
さ
も
見
当
た
ら
な
い
の

で
あ
る
。
物
語
の
結
末
は
、
む
し
ろ
と
て
も
暗
い
後
日
談
す
ら
想
像
し
う
る
も
の

で
あ
っ
て
、
頓
野
の
評
言
に
は
大
き
く
賛
同
し
た
い
。

で
は
、
な
ぜ
物
語
が
「
明
る
い
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
作
品
」
と
読
ま
れ
て
し
ま

う
の
か
。
そ
れ
は
、
頓
野
が
指
摘
す
る
児
童
文
学
雑
誌
で
あ
っ
た
『
赤
い
鳥
』
の

性
質
の
問
題
の
他
に
、
物
語
へ
立
ち
返
っ
て
一
見
す
る
と
仙
人
鉄
冠
子
が
杜
子
春

に
救
い
の
手
を
差
し
の
べ
て
、
そ
れ
を
契
機
に
杜
子
春
が
更
生
し
て
い
く
よ
う
に

読
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
本
当
に
鉄
冠
子
は
杜
子
春
に
手
を
差
し
の
べ
た

の
だ
ろ
う
か
。「
杜
子
春
」
の
読
み
が
こ
う
し
た
方
向
に
落
ち
着
く
こ
と
が
、
私
に

は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
上
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
鉄
冠
子

の
善
心
の
存
在
を
疑
わ
ず
に
は
お
け
な
い
矛
盾
が
、
鉄
冠
子
の
言
動
を
め
ぐ
る
表

現
に
溢
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
私
と
同
じ
く
「
杜
子
春
」
を
暗
い
方
向
で
読
み

解
く
頓
野
は
「（
杜
子
春
が
・
筆
者
注
）
鉄
冠
子
に
誘
導
さ
れ
る
形
で
得
た
も
の
は

肉
親
に
対
す
る
、
と
い
う
限
定
付
き
の
『
人
間
愛
』
で
あ
る
」
と
し
て
杜
子
春
を

中
心
に
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
杜
子
春
」
を
決
し
て
更
生
物
語
と
は
読

め
な
い
元
凶
は
、
杜
子
春
を
導
い
た
鉄
冠
子
で
あ
る
は
ず
で
、
鉄
冠
子
に
詳
細
な

考
察
が
加
え
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
鉄
冠
子
に
重
点
を
置
き

「
杜
子
春
」
を
批
判
的
に
読
む
論
（
注
６
）

も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
に
は
未
だ
追
究
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
具
体
的
な
論
述
は
「
三
」
で
行
う
。

本
稿
は
、
そ
の
矛
盾
点
を
順
に
整
理
し
な
が
ら
、
な
ぜ
鉄
冠
子
が
そ
う
し
た
矛

盾
す
る
言
動
を
取
っ
た
の
か
と
い
う
鉄
冠
子
の
動
機
検
討
と
、「
杜
子
春
」
の
新
た

な
読
み
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
　
鉄
冠
子
の
弟
子
取
り

こ
の
「
一
」
で
は
、
鉄
冠
子
が
な
ぜ
物
語
中
で
矛
盾
し
た
言
動
を
取
っ
て
い
る
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の
か
、
そ
の
動
機
を
探
る
た
め
に
、
鉄
冠
子
の
感
情
が
読
み
取
れ
る
場
面
を
洗
い

出
す
。

ま
ず
、
先
ほ
ど
か
ら
存
在
を
予
告
し
て
い
る
鉄
冠
子
の
矛
盾
を
提
示
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
次
に
挙
げ
る
二
箇
所
の
鉄
冠
子
の
言
葉
で
あ
る
。

①
　
　
「
も
し
お
前
が
黙
つ
て
ゐ
た
ら
―
―
」
と
鉄
冠
子
は
急
に
厳
な
顔
に
な
つ

て
、
ぢ
つ
と
杜
子
春
を
見
つ
め
ま
し
た
。

「
も
し
お
前
が
黙
つ
て
ゐ
た
ら
、
お
れ
は
即
座
に
お
前
の
命
を
絶
つ
て
し

ま
は
う
と
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
。（
中
略
）」

②
　
　
「（
中
略
）
た
と
ひ
ど
ん
な
こ
と
が
起
ら
う
と
も
、
決
し
て
声
を
出
す
の
で

は
な
い
ぞ
。
も
し
一
言
で
も
口
を
利
い
た
ら
、
お
前
は
到
底
仙
人
に
は
な
れ

な
い
も
の
だ
と
覚
悟
を
し
ろ
。（
中
略
）」

①
の
鉄
冠
子
の
言
葉
は
、
仙
人
の
弟
子
に
な
り
た
が
っ
た
杜
子
春
を
地
獄
か
ら

引
き
戻
し
て
告
げ
た
、
鉄
冠
子
が
弟
子
に
行
う
予
定
で
あ
っ
た
仕
打
ち
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
②
の
言
葉
は
、
杜
子
春
を
自
分
の
住
処
で
あ
る
峨
眉
山
ま

で
連
れ
て
行
っ
た
う
え
で
鉄
冠
子
が
し
た
警
告
で
あ
る
。
こ
の
②
お
け
る
警
告
を

杜
子
春
は
峨
眉
山
で
は
守
り
通
し
た
。
け
れ
ど
も
、
地
獄
に
落
ち
て
か
ら
鞭
打
た

れ
る
母
親
の
哀
れ
な
姿
を
目
に
し
て
は
、
そ
れ
も
不
可
能
だ
っ
た
。
杜
子
春
は

「
お
母
さ
ん
」
と
叫
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
杜
子
春
は
弟
子
を
落
第

し
、
現
実
世
界
に
戻
っ
て
来
て
物
語
は
結
末
を
迎
え
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

だ
け
を
眺
め
て
い
れ
ば
、
杜
子
春
に
与
え
ら
れ
た
結
果
は
至
極
当
然
の
帰
結
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
①
の
場
面
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
う
と
も
い
っ
て
は
い
ら
れ
な

い
こ
と
に
気
づ
く
。
①
の
い
う
通
り
に
杜
子
春
が
行
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す

な
わ
ち
②
の
警
告
違
反
を
示
す
。
よ
う
は
、
杜
子
春
に
仙
人
に
な
る
道
な
ど
初
め

か
ら
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
黙
っ
て
い
れ
ば
殺
さ
れ
て
仙
人
に
な

れ
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
喋
っ
て
し
ま
え
ば
警
告
違
反
に
な
っ
て
鉄
冠
子
に
見
捨

て
ら
れ
て
し
ま
う
。

こ
れ
ら
二
種
の
言
葉
か
ら
生
じ
る
矛
盾
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
の
道
を
選
択
し
て
も
、
仙
人
に
な
れ
る
か
な
れ
な
い
か
と
い
う
見
地
か
ら
辿

れ
ば
、
結
論
は
一
種
し
か
な
い
の
だ
。
こ
う
し
た
矛
盾
が
発
見
さ
れ
て
は
、
鉄
冠

子
に
、
ま
ず
杜
子
春
を
仙
人
に
し
て
や
る
気
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が

疑
問
視
さ
れ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
い
ず
れ
を
選
ん
で
も
ひ
と
つ
の
結
末
し

か
準
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
鉄
冠
子
の
真
意
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
が
落
第
と
い
う

結
末
だ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
鉄
冠
子
に
は
杜
子
春
を
仙
人
に
す
る
気
な
ど
初
め
か

ら
さ
ら
さ
ら
な
い
ま
ま
に
、
偽
り
の
言
葉
を
並
べ
立
て
て
い
た
だ
け
だ
と
考
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
偽
り
を
平
然
と
述
べ
て
い
た
鉄
冠
子
か
ら
、
杜
子
春
へ
の
親
切

心
な
ど
良
心
的
な
感
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
①
に
み
ら
れ
る
「
思
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
過
去
の
時
点
で

杜
子
春
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
を
予
見
し
た
う
え
で
、
予
定
を
立
て
て
い
た

鉄
冠
子
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
峨
眉
山
は
鉄
冠
子
の
住
処
で
あ
っ
た
か

ら
、
そ
こ
に
杜
子
春
を
連
れ
て
行
け
ば
杜
子
春
が
ど
ん
な
目
に
遭
う
の
か
、
鉄
冠

子
に
は
容
易
に
想
像
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
地
下
工
作
の
存
在
か
ら
も
、

鉄
冠
子
の
杜
子
春
に
何
と
し
て
も
声
を
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
は
伝
わ
り
こ
そ

す
れ
、
及
第
す
る
道
を
残
す
な
ど
、
杜
子
春
に
対
す
る
思
い
や
り
は
伝
わ
っ
て
は
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こ
な
い
。

こ
れ
ら
仙
人
へ
の
弟
子
入
り
事
件
を
通
し
て
み
え
て
く
る
鉄
冠
子
の
矛
盾
の
ほ

か
に
、
鉄
冠
子
が
杜
子
春
に
抱
い
て
い
る
感
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
面
は

数
多
い
。
そ
れ
に
は
、
鉄
冠
子
が
杜
子
春
の
目
の
前
で
み
せ
る
表
情
が
あ
る
。
鉄

冠
子
が
偽
り
を
い
い
出
す
発
端
と
な
っ
た
杜
子
春
の
施
し
拒
否
の
場
面
で
、
鉄
冠

子
は
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
表
情
を
み
せ
て
い
る
。

①
　
　
「
い
や
、
お
金
は
も
う
入
ら
な
い
の
で
す
。」

「
金
は
も
う
入
ら
な
い
？
　
は
は
あ
、
で
は
贅
沢
を
す
る
に
は
と
う
と
う

飽
き
て
し
ま
つ
た
と
見
え
る
な
。」

老
人
は
審
し
さ
う
な
眼
つ
き
を
し
な
が
ら
、
じ
つ
と
杜
子
春
の
顔
を
見
つ

め
ま
し
た
。

②
　
　
「
人
間
は
皆
薄
情
で
す
。（
中
略
）
そ
ん
な
こ
と
を
考
へ
る
と
、
た
と
ひ
も

う
一
度
大
金
持
に
な
つ
た
所
が
、
何
に
も
な
ら
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の
で

す
。」老

人
は
杜
子
春
の
言
葉
を
聞
く
と
、
急
に
に
や
に
や
笑
ひ
出
し
ま
し
た
。

③
　
　
「
そ
れ
も
今
の
私
に
は
出
来
ま
せ
ん
。（
中
略
）」

老
人
は
眉
を
ひ
そ
め
た
儘
、
暫
く
は
黙
つ
て
、
何
事
か
考
へ
て
ゐ
る
や
う

で
し
た
が
、
や
が
て
又
に
つ
こ
り
笑
ひ
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
場
面
は
、
杜
子
春
が
鉄
冠
子
か
ら
の
三
度
目
の
施
し
を
断
り
弟
子
に

し
て
く
れ
と
頼
む
ま
で
の
、
鉄
冠
子
の
表
情
な
ど
、
様
子
が
分
か
る
部
分
で
あ
る
。

ま
ず
①
の
場
面
で
は
、
鉄
冠
子
は
「
審
し
さ
う
な
眼
つ
き
」
を
み
せ
て
い
る
。

「
審
し
」
は
正
し
く
は
「
訝
し
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
、「
疑
わ
し
い
」（
注
７
）

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鉄
冠
子
は
「
贅
沢
を
す
る
に
は
と
う
と
う
飽
き
て

し
ま
つ
た
と
見
え
る
な
」
と
い
い
な
が
ら
、
実
は
全
く
逆
で
、
金
は
い
る
だ
ろ
う

し
、
杜
子
春
は
贅
沢
に
飽
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
も
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
②
の
場
面
に
お
い
て
鉄
冠
子
が
み
せ
た
表
情
は
「
に
や
に
や
笑
ひ
出
し
」

た
と
い
う
笑
顔
で
あ
っ
た
。「
に
や
に
や
」
の
意
味
は
、「
ば
か
に
し
た
よ
う
に
、

声
を
出
さ
ず
薄
笑
い
す
る
さ
ま
」（
注
８
）

と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
鉄
冠
子
が
こ
う

し
た
意
味
を
持
つ
笑
い
を
み
せ
た
の
は
、
杜
子
春
の
言
葉
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

鉄
冠
子
に
と
っ
て
「
人
間
は
皆
薄
情
で
す
」
と
の
杜
子
春
の
言
葉
は
、
お
も
し
ろ

か
っ
た
り
、
変
な
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
急
に
笑
い
を
誘
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
金
は
際
限
な
く
い
る
し
、
贅
沢
を
し
な
く
て
は
や
っ
て
い
け
な
い
人
間
と

も
疑
っ
て
み
て
い
る
杜
子
春
が
「
た
と
ひ
も
う
一
度
大
金
持
に
な
つ
た
所
が
、
何

に
も
な
ら
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の
で
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
鉄
冠
子
に
は
馬
鹿

馬
鹿
し
く
て
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
さ
う

か
。
い
や
、
お
前
は
若
い
者
に
似
合
は
ず
、
感
心
に
物
の
わ
か
る
男
だ
」
と
い
っ

た
言
葉
も
、
鉄
冠
子
の
本
心
か
ら
の
言
葉
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
口
先

だ
け
で
そ
う
い
っ
て
い
る
の
だ
。
む
し
ろ
鉄
冠
子
の
杜
子
春
に
対
す
る
評
は
、
こ

の
逆
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
杜
子
春
の
こ
と
を
贅
沢
を
好
ん
で
ば
か
り
の
感
心

し
な
い
男
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
く
③
の
場
面
で
は
、
鉄
冠
子
は
少
し
難
し
い
表
情
を
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
う
ち
に
「
に
つ
こ
り
」
笑
う
。「
に
つ
こ
り
」
は
「
に
こ
り
」
と
も
い
い
、
意

味
は
「
に
こ
や
か
に
ほ
ほ
え
む
さ
ま
」（
注
９
）

で
あ
る
。
同
じ
笑
う
表
情
で
も
「
に

五
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や
に
や
」
と
は
違
っ
て
嫌
な
印
象
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、「
何
事

か
考
へ
て
ゐ
る
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
。
鉄
冠
子
は
弟
子
に
す
る
と
い
う

許
可
を
瞬
時
に
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
迷
い
、
思
い
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
少
し
間
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
鉄
冠
子
は
何
を
考

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
鉄
冠
子
の
行
動
か
ら
逆
に
考
え

て
く
れ
ば
、
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

杜
子
春
に
弟
子
に
し
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
鉄
冠
子
は
、
こ
れ
に
答
え
る
形
で
弟

子
に
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
鉄
冠

子
に
は
杜
子
春
を
弟
子
に
す
る
気
な
ど
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
返
答
に
は

す
る
つ
も
り
も
な
い
こ
と
を
す
る
と
偽
る
嘘
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
嘘

ま
で
つ
い
て
、
鉄
冠
子
は
杜
子
春
を
峨
眉
山
に
連
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
相
当
の
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
物
語
の
な
か
で
次
第
に
明
か

さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
杜
子
春
に
魔
性
の
も
の
を
み
せ
、
閻
魔
大
王
を
み
せ
、
母

親
の
姿
を
み
せ
る
。
こ
れ
ら
鉄
冠
子
の
一
連
の
行
為
が
、
鉄
冠
子
が
峨
眉
山
へ
杜

子
春
を
連
れ
て
行
っ
た
理
由
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
鉄
冠
子
が
「
眉
を
ひ
そ

め
」
て
考
え
て
い
る
の
は
、
杜
子
春
を
ど
の
よ
う
な
目
に
遭
わ
せ
る
こ
と
が
可
能

か
、
と
い
っ
た
今
後
の
予
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
思
案
が
、

杜
子
春
の
絶
命
を
企
ん
で
い
た
こ
と
を
明
か
し
た
際
に
出
た
「
思
つ
て
ゐ
た
」
と

い
う
鉄
冠
子
の
言
葉
に
、
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

さ
て
、
鉄
冠
子
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
順
序
で
、
つ
い
に
「
眉
を
ひ

そ
め
た
儘
」
杜
子
春
を
苦
境
に
立
た
せ
う
る
数
々
の
案
を
考
え
つ
く
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
思
い
つ
い
た
か
ら
「
に
つ
こ
り
」
笑
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
笑
み
は
、
辞

書
通
り
に
取
る
と
そ
う
悪
い
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
言
葉
か

ら
裏
の
心
理
を
読
む
と
、
む
し
ろ
「
に
や
に
や
」
と
同
様
の
他
人
と
馬
鹿
に
す
る

と
い
っ
た
感
情
が
流
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
「
一
」
で
は
、
鉄
冠
子
の
矛
盾
し
た
行
動
を
経
て
弟
子
取
り
に
つ
い
て
の

三
場
面
か
ら
、
鉄
冠
子
が
杜
子
春
の
こ
と
を
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
贅
沢
を
好
ん
で

ば
か
り
の
感
心
し
な
い
人
間
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
鉄

冠
子
は
贅
沢
を
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
は
感
心
し
な
い
の
だ
か
ら
、
杜
子
春
へ

の
三
度
の
施
し
も
、
純
粋
な
哀
れ
み
か
ら
の
行
動
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
つ

ま
り
、
鉄
冠
子
の
行
動
は
、
杜
子
春
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
精
神
か
ら
起
こ

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
感
情
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

二
　
隠
さ
れ
た
鉄
冠
子
の
真
意

で
は
、
結
局
、
鉄
冠
子
は
な
ぜ
三
度
に
も
渡
る
援
助
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
「
二
」
に
て
そ
の
理
由
を
探
っ
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
物
語
の
最
後
の
場
面

を
次
に
引
用
す
る
。

物
語
の
最
後
に
な
っ
て
地
獄
よ
り
舞
い
戻
っ
た
杜
子
春
は
、
金
に
埋
も
れ
る
で

も
な
く
、
仙
人
に
な
る
で
も
な
く
、「
人
間
ら
し
い
」
生
活
を
送
る
こ
と
を
決
心
す

る
。
贅
沢
を
す
る
こ
と
を
感
心
し
な
い
鉄
冠
子
も
、
こ
れ
で
満
足
だ
ろ
う
。
現
に

鉄
冠
子
は
、
そ
の
満
足
感
を
思
わ
せ
る
言
葉
を
発
し
て
い
る
。「
そ
の
言
葉
を
忘
れ

る
な
よ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

五
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「
お
ゝ
、
幸
、
今
思
ひ
出
し
た
が
、
お
れ
は
泰
山
の
南
の
麓
に
一
軒
の
家

を
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
家
を
畑
ご
と
お
前
に
や
る
か
ら
、（
中
略
）」
と
、
さ

も
愉
快
さ
う
に
つ
け
加
へ
ま
し
た
。

し
か
し
、
鉄
冠
子
は
な
ぜ
か
そ
の
直
後
に
、
右
の
よ
う
に
い
い
な
が
ら
新
た
な

財
産
と
も
な
り
う
る
家
と
畑
を
杜
子
春
に
与
え
る
。
も
し
、
杜
子
春
が
こ
の
家
と

畑
を
受
け
取
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ま
た
も
鉄
冠
子
の
感
心
し
な
い
財
産
に
埋
も
れ

贅
沢
を
す
る
人
間
に
逆
戻
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
鉄
冠
子
の
目
的
が
杜
子

春
に
「
人
間
ら
し
い
」
生
活
を
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
の

援
助
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
一
言
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
は
台
無
し
に

な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
人
間
ら
し
い
」
生
活
も
営
め
な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
二
度
の
施
し
を
活
か
す
こ
と
な
く
た
だ
使
い

切
っ
た
杜
子
春
に
何
か
を
与
え
る
行
動
は
、
好
転
し
た
状
況
を
一
瞬
に
し
て
水
泡

に
帰
す
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
、
鉄
冠
子
の
最
後
の
施
し
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
に
目
を
向
け
て
み
た

い
。
張
蕾
（
注
10
）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

仙
人
鉄
冠
子
は
（
中
略
）
子
春
の
新
し
い
人
生
の
ス
タ
ー
ト
を
祝
福
し
泰
山

の
南
の
麓
に
あ
る
畑
つ
き
の
一
軒
の
家
を
彼
に
与
え
る
約
束
を
す
る
。
か
つ

て
の
財
産
と
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
が
、
精
神
的
な
支
え
を
得
た
子
春
に
と

っ
て
は
こ
の
上
も
な
い
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
張
は
、「
杜
子
春
」
の
結
末
を
明
る
い
も
の
で
あ
る
と
捉
え
、
ま

た
杜
子
春
は
母
親
の
愛
に
よ
っ
て
更
生
し
た
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
も
し
杜
子
春
が
母
親
の
愛
に
よ
っ
て
更
生
を
果
た
し
、「
人
間
ら
し

い
」
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
真
実
鉄
冠
子
が
祝
福
し
て
い
る
の
な
ら

ば
、
こ
の
家
と
畑
は
贈
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
本
当
に
杜
子
春
を
祝

福
す
る
の
な
ら
、
贅
沢
を
好
ま
ぬ
鉄
冠
子
は
杜
子
春
を
着
の
身
着
の
ま
ま
洛
陽
に

放
り
出
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、「
お
金
は
も
う
入
ら
な
い
の
で
す
」

と
こ
れ
ま
で
の
金
の
施
し
を
拒
否
し
た
経
験
を
持
つ
人
間
に
、
家
と
畑
は
無
用
と

思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
必
ず
し
も
家
と
畑
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
何
で

あ
っ
て
も
、
他
力
本
願
な
贈
与
関
係
を
清
算
し
た
よ
う
に
み
え
る
人
間
の
杜
子
春

に
も
の
を
与
え
る
こ
と
は
、
杜
子
春
の
現
状
と
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
家
と
畑
は
、
更
生
し
た
こ
と
へ
の
祝
福
と
い
う
意
味
で
の
「
プ
レ
ゼ
ン
ト
」

に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

南
條
竹
則
（
注
11
）

は
、
こ
う
し
た
両
者
の
贈
与
関
係
か
ら
鉄
冠
子
を
原
典
『
杜
子

春
伝
』
に
登
場
す
る
仙
人
と
比
較
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

両
者
を
較
べ
た
時
、
芥
川
の
ヴ
ァ
ー
シ
ョ

マ
マ

ン
に
一
つ
致
命
的
な
欠
点
が
あ

る
。
／
　
仙
人
の
行
動
に
動
機
が
欠
け
て
い
る
こ
と
だ
。
／
　
中
国
版
の
仙

人
は
、
杜
子
春
を

丹
術
に
利
用
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
か
れ
に
近
づ
く
の
だ
。
／
　
し
か
し
、
芥
川
の
鉄
冠
子
は
？
／
　
こ

ち
ら
の
杜
子
春
は
欲
深
で
、
だ
ら
し
な
く
て
、
あ
ま
つ
さ
え
意
志
も
薄
弱
な
、

甘
っ
た
れ
た
凡
人
で
は
な
い
か
。
仙
人
が
そ
ん
な
も
の
を
相
手
に
す
る
も
の

か
！
（
中
略
）
仙
人
は
そ
れ
ほ
ど
ヒ
マ
で
な
い
（
中
略
）
見
ど
こ
ろ
の
あ
る

人
間
を
済
度
す
る
と
い
う
な
ら
と
も
角
、
世
の
中
に
ク
サ
ル
ほ
ど
い
る
ろ
く
、
、

で
な
し

、
、
、

の
面
倒
な
ん
か
見
て
い
る
余
裕
は
、
な
い
！

「
杜
子
春
」
の
な
か
で
、
鉄
冠
子
の
意
図
が
明
確
で
な
い
の
に
対
し
こ
の
よ
う

五
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に
冷
た
く
批
判
し
て
い
る
。
確
か
に
、
一
見
杜
子
春
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
鉄

冠
子
に
は
何
の
益
も
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
鉄
冠
子
に
益
が
見
出
せ
な
い
限

り
、
杜
子
春
へ
の
度
重
な
る
施
し
は
、
鉄
冠
子
に
よ
る
慈
善
活
動
に
な
る
。

だ
が
、
鉄
冠
子
が
そ
ん
な
活
動
を
す
る
よ
う
な
人
物
で
な
い
こ
と
は
、「
一
」
で

確
認
ず
み
で
あ
る
。
南
條
の
論
は
、
仙
人
が
益
な
く
行
動
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な

い
、
つ
ま
り
鉄
冠
子
が
善
人
に
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
い
え
、

非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
南
條
は
「
杜
子
春
」
全
体
を
「
不
良
青
年

更
生
」
話
と
評
す
も
の
の
、
ど
ん
な
青
二
才
で
も
救
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

話
を
読
む
子
ど
も
の
教
育
に
悪
い
、
と
も
述
べ
る
。
更
生
と
い
う
言
葉
が
も
た
ら

す
安
心
感
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
物
語
の
綻
び
を
見
逃
さ
な
い
姿
勢
は
、
む
し
ろ
「
は

じ
め
に
」
に
お
い
て
提
示
し
た
、
物
語
に
明
る
さ
を
見
出
す
こ
と
へ
警
鐘
を
鳴
ら

し
た
頓
野
論
に
近
い
。
し
か
し
、「
仙
人
の
行
動
に
動
機
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う

問
題
提
起
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
逆
に
考
え
う
る
で
あ
ろ
う
、
で
は
な
ぜ
動
機
が
な

い
の
か
ま
た
は
本
当
に
動
機
が
な
い
と
い
え
る
の
か
と
い
っ
た
疑
問
な
ど
は
何
ら

解
決
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
途
半
端
な
観
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
私
は
、
鉄
冠
子
の
目
的
が
む
し
ろ
先
述
し
た
張
の
意
見
と
は
逆
の
も

の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
つ
ま
り
、
鉄
冠
子
の
施
し
に
は
自
分
が
感
心

し
な
い
人
間
で
あ
る
杜
子
春
を
、
さ
ら
に
感
心
し
な
い
人
間
に
す
る
と
い
う
目
的

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
も
、
本
文
中
の
「
愉
快
さ
う
に
」
と
い
う
言
葉

か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
行
動
は
さ
し
て
真
剣
味
を
伴
わ
ず
、
鉄
冠
子
の
遊
び
感
覚

で
行
わ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

鉄
冠
子
の
動
機
と
い
う
点
に
着
目
し
た
指
摘
に
は
、
小
路
口
聡
（
注
12
）

に
も
次
の

よ
う
な
意
見
が
み
ら
れ
る
。

こ
う
は
読
め
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
全
て
は
、
凡
人
の
論
理
を
超
越

し
た
仙
人
の
聖
な
る
「
遊
び
」「
戯
れ
」「
気
ま
ぐ
れ
」
以
外
の
何
も
の
で
も

な
か
っ
た
、
と
。（
中
略
）
杜
子
春
は
、
こ
の
仙
人
に
、
い
い
よ
う
に
踊
ら
さ

れ
て
い
た
操
り
人
形
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
動

機
」
な
ど
と
い
う
、
人
間
く
さ
い
行
動
心
理
学
で
、
仙
人
が
、
行
動
し
て
い

る
わ
け
は
はマ

マ

な
い
の
で
あ
る
。

小
路
口
は
こ
の
よ
う
に
動
機
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
的
は
ず
れ
な
こ
と

と
位
置
づ
け
る
。
仙
人
が
本
当
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
杜

子
春
」
の
な
か
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
仙
術
を
用
い
る
仙
人
は
明
ら
か
に
人
間
な

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ゆ
え
に
、
人
間
の
考
え
方
で
こ
の
存
在
を
捉

え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
間
違
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
小
路
口
の

指
摘
に
も
一
理
あ
る
部
分
が
あ
る
。

私
は
、
先
に
鉄
冠
子
の
行
動
は
遊
び
感
覚
で
行
わ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
こ

の
点
は
、
小
路
口
と
非
常
に
似
て
い
る
と
い
え
る
。
私
が
遊
び
感
覚
と
す
る
根
拠

は
、「
愉
快
さ
う
に
」
と
い
う
本
文
中
の
表
現
に
あ
る
の
だ
が
、
小
路
口
も
、
論
を

次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

そ
う
思
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
、『
杜
子
春
』
の
結
末
を
見
る
と
、
あ
の
「
…

…
さ
も
愉愉
快快
ささ
うう
にに
つ
け
加
へ
ま
し
た
。」
と
い
う
一
節
が
、
非
常
に
意
味
あ

り
げ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
に
、
そ
の
根
拠
も
「
愉
快
さ
う
に
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
る
と
い

う
点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
小
路
口
が
、「
杜
子
春
」
発
表
当
時
の
、
大
正
期
の

五
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母
親
が
家
事
と
育
児
と
を
兼
任
し
遂
行
し
た
「
近
代
の
家
族
制
」
の
考
え
方
に
基

づ
い
て
、
杜
子
春
は
母
性
愛
に
導
か
れ
「
小
市
民
的
な
幸
福
を
選
び
」
取
っ
た
の

だ
と
し
て
、
結
局
は
「
杜
子
春
」
を
更
生
物
語
と
み
て
い
る
、
そ
の
論
展
開
の
根

本
と
は
意
見
を
異
に
す
る
と
強
く
い
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、「『
動
機
』
な
ど
と
い
う
、
人
間
く
さ
い
行
動
心
理
学
で
、
仙
人
が
、
行

動
し
て
い
る
わ
け
は
はマ

マ

な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、「
遊
び
」
に
し
て
も
「
戯

れ
」
に
し
て
も
「
気
ま
ぐ
れ
」
に
し
て
も
、
例
え
ば
、
遊
び
た
い
と
い
う
欲
求
が

あ
っ
て
杜
子
春
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
れ
ば
、「
遊
び
」
は
立
派
な
「
動
機
」
で
あ

る
。
杜
子
春
を
ど
う
に
か
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鉄
冠
子
は
、
こ
の
三
つ
の
う
ち

の
ど
れ
か
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
ゆ
え
に
「
動
機
」
は
き
っ
ち
り
あ

る
わ
け
で
あ
る
。
鉄
冠
子
に
は
凡
人
に
理
解
で
き
な
い
仙
人
特
有
の
「
動
機
」、
思

惑
が
あ
り
、
そ
れ
が
遊
び
感
覚
の
行
動
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
先
ほ
ど
か
ら
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
鉄
冠
子
の
行
動
が
遊
び
感
覚

の
行
動
と
い
え
る
の
か
と
い
う
と
、「
人
間
ら
し
い
」
生
活
を
決
心
し
、
新
し
く
生

ま
れ
変
わ
っ
た
と
も
い
え
る
杜
子
春
に
対
し
て
、「
さ
も
愉
快
さ
う
に
」
家
と
畑
を

与
え
る
こ
と
を
伝
え
て
水
を
差
す
か
ら
で
あ
る
。
更
生
を
し
た
ら
し
い
人
間
に
不

要
な
も
の
を
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
鉄
冠
子
は
杜
子
春
の
更
生
を
疑
っ

て
い
る
た
め
に
、
決
心
を
口
に
し
た
杜
子
春
を
邪
魔
す
る
こ
と
で
「
愉
快
」
な
気

持
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
感
心
し
な
い
杜
子
春
が
「
人
間
は
皆

薄
情
で
す
」
と
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を
い
っ
た
の
も
、
鉄
冠
子
に
は
思
わ
ず
笑

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
杜
子
春
を
地
獄
へ
と
連
れ
て
行
っ
て
苦

境
に
立
た
せ
る
こ
と
も
、
鉄
冠
子
に
と
っ
て
は
笑
い
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
つ
ま
り
杜
子
春
が
堕
落
し
、
苦
し
む
こ
と
が
、
鉄
冠
子
の
「
愉
快
」
な
気
持

ち
を
満
足
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

よ
う
す
る
に
、
鉄
冠
子
の
「
遊
び
」
の
心
は
、「
愉
快
さ
う
に
」
と
い
う
表
現
だ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
の
裏
に
も
隠
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
果
た
し
て
杜
子
春
は
無
事
更
生
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。

鉄
冠
子
の
一
見
慈
善
活
動
に
も
み
え
る
杜
子
春
へ
の
援
助
行
動
の
動
機
は
、「
愉

快
さ
う
に
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
実
状
を
一
番
顕
著
に
示
し
て
い
る
。「
は
じ
め

に
」
に
て
触
れ
て
い
た
、
慈
善
活
動
の
一
環
と
も
い
え
る
杜
子
春
の
苦
境
に
際
し

て
の
、
鉄
冠
子
の
矛
盾
す
る
言
動
に
隠
さ
れ
た
動
機
へ
の
疑
問
も
、
こ
れ
で
判
然

と
し
は
し
ま
い
か
。
鉄
冠
子
は
、
た
だ
遊
び
た
い
か
ら
杜
子
春
に
手
を
出
し
た
に

過
ぎ
な
い
の
だ
。
鉄
冠
子
に
と
っ
て
、
杜
子
春
の
改
心
は
二
の
次
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
自
分
の
遊
び
の
な
か
で
改
心
す
れ
ば
そ
れ
も
よ
し
、
し
な
け
れ
ば
し
な
い

で
自
分
の
玩
具
に
し
て
遊
び
続
け
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
強
い
て
い
う
な

ら
、
楽
し
み
の
た
め
に
は
改
心
せ
ず
堕
落
し
続
け
た
方
が
い
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
「
愉
快
さ
う
に
」
邪
魔
を
す
る
。
だ
が
、
一
口
に
「
遊
び
」
と
い
っ
て
も
何
だ

か
漠
然
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
遊
び
」
を
強
者
の
余
裕
と
で
も
い
っ

て
お
き
た
い
。
杜
子
春
が
更
生
す
る
か
し
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
賭
け
に
伴
う
緊

張
感
は
除
い
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絶
対
の
成
功
を
狙
う
必
要
性

は
鉄
冠
子
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仙
術
を
身
に
つ
け
、
不
老
不
死
の
身
体
を
持

っ
た
も
の
に
叶
わ
な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
を
あ
え
て
賭
け
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
強
者
の
余
裕
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
賭
け
に
勝
と
う
が
負
け
よ

五
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う
が
成
功
し
よ
う
が
し
ま
い
が
関
係
な
く
、
結
果
は
ど
う
あ
れ
片
手
間
に
人
間
を

操
っ
て
み
せ
る
の
が
仙
人
の
特
権
で
あ
り
、
仙
人
独
特
の
行
動
な
の
だ
ろ
う
。

以
上
、「
二
」
で
は
鉄
冠
子
が
杜
子
春
を
弟
子
に
す
る
気
が
な
い
の
に
請
け
負
っ

た
り
、
純
粋
に
救
っ
て
や
る
気
も
な
い
の
に
救
済
行
為
を
し
た
り
し
て
い
る
真
意

を
考
察
し
た
。
そ
の
考
察
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
は
、
作
中
の
「
愉
快
さ
う
に
」

と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
。
贅
沢
に
感
心
し
な
い
鉄
冠
子
が
最
後
ま
で
杜
子
春
へ
の

援
助
を
止
め
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
自
身
の
楽
し
み
を
長
引
か
せ
る
た
め
に
、
杜

子
春
の
堕
落
を
鉄
冠
子
が
望
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
願
望
達

成
へ
の
楽
し
み
が
「
愉
快
さ
う
に
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
表
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

三

〈
影
〉
と
仙
術

こ
こ
ま
で
、
二
章
を
要
し
て
鉄
冠
子
が
自
分
の
「
遊
び
」
の
た
め
に
杜
子
春
に

援
助
の
働
き
か
け
を
行
い
、
杜
子
春
の
堕
落
し
て
い
く
姿
を
み
て
楽
し
ん
で
い
る

実
態
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

で
は
続
い
て
、
鉄
冠
子
が
そ
の
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に
、
杜
子
春
を
手
玉
に

取
っ
て
気
に
入
ら
な
い
人
間
へ
堕
落
さ
せ
て
い
る
と
読
め
る
そ
の
様
子
を
、
象
徴

的
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
か
ら
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。
次
の
三
場
面
を

み
れ
ば
、
杜
子
春
が
鉄
冠
子
の
援
助
を
受
け
入
れ
る
ご
と
に
い
か
に
堕
落
し
て
い

っ
て
い
る
か
が
分
か
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
物
語
の
中
盤
、
終
盤
か
ら
読
み
取

れ
る
鉄
冠
子
の
杜
子
春
へ
の
思
い
を
押
さ
え
て
初
め
て
理
解
で
き
る
伏
線
と
も
い

う
べ
き
意
味
深
な
表
現
が
、
物
語
の
序
盤
よ
り
順
に
鉄
冠
子
に
は
付
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
　
「（
中
略
）
今
こ
の
夕
日
の
中
へ
立
つ
て
、
お
前
の
影
が
地
に
映
つ
た
ら
、

そ
の
頭、
に
当
る
所
を
夜
中
に
掘
つ
て
見
る
が
好
い
。（
中
略
）」

②
　
　
「（
中
略
）
今
こ
の
夕
日
の
中
へ
立
つ
て
、
お
前
の
影
が
地
に
映
つ
た
ら
、

そ
の
胸、
に
当
る
所
を
、
夜
中
に
掘
つ
て
見
る
が
好
い
。（
中
略
）」

③
　
　
「（
中
略
）
今
こ
の
夕
日
の
中
へ
立
つ
て
、
お
前
の
影
が
地
に
映
つ
た
ら
、

そ
の
腹、
に
当
る
所
を
、
夜
中
に
掘
つ
て
見
る
が
好
い
。（
中
略
）」（
傍
点
筆

者
）

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
本
文
そ
れ
ぞ
れ
に
み
ら
れ
る
、
大
金
の
埋
ま
っ
て

い
る
場
所
で
あ
る
。
①
で
は
「
頭
」、
②
で
は
「
胸
」、
そ
し
て
③
で
は
「
腹
」。
場

所
は
、
身
体
の
上
部
か
ら
下
部
へ
と
移
動
し
て
い
る
。

鉄
冠
子
は
、
自
分
の
愉
快
な
気
持
ち
を
満
た
す
の
に
、
仙
術
を
用
い
て
杜
子
春

に
大
金
を
与
え
、
二
度
の
堕
落
を
さ
せ
た
。
た
だ
三
度
目
は
失
敗
す
る
け
れ
ど
も
、

杜
子
春
を
苦
境
に
立
た
せ
る
別
の
案
を
思
い
つ
い
た
。
引
用
部
は
、
こ
う
し
た
鉄

冠
子
の
企
み
が
、
実
際
の
行
動
に
移
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
杜
子
春
は
先
の
三
箇
所
の
う
ち
二
箇
所
を
鉄
冠
子
に
勧
め
ら

れ
る
ま
ま
掘
っ
て
、
大
金
を
え
る
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、
こ
の
幸
運
は
自
分
自

身
の
堕
落
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
杜
子
春
は
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
自
ら
更
生

へ
の
道
よ
り
背
い
て
い
く
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
企
み
が
潜
ん
で
い
る
三
箇
所
の
場
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
器
官

の
役
目
を
考
え
て
み
る
と
、
外
部
の
事
象
を
交
え
て
客
観
的
、
理
性
的
判
断
を
下

五
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す
頭
、
主
観
的
思
い
を
感
じ
る
心
の
あ
る
胸
、
人
間
が
個
と
し
て
形
成
さ
れ
る

云
々
以
前
の
原
始
的
欲
求
で
あ
る
食
欲
を
表
す
腹
。

鉄
冠
子
が
指
し
示
し
た
器
官
に
、
そ
れ
ぞ
れ
人
間
が
保
有
す
る
感
情
や
欲
求
が

あ
る
と
い
う
考
察
が
可
能
な
こ
と
と
、
こ
う
し
た
状
況
を
作
り
出
し
た
鉄
冠
子
の

思
惑
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
理
性
を
司
る
部
位
か
ら
本
能
を
担
う
部
位
の
方
向
へ

と
移
動
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
金
の
埋
ま
っ
て
い
る
場
所
の
移
動
は
、
鉄
冠
子
に

よ
る
杜
子
春
の
「
人
間
ら
し
」
さ
の
ゆ
る
や
か
な
崩
壊
を
意
味
す
る
侵
食
の
象
徴

的
表
現
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
一
段
階
ご
と
に
杜
子
春
は
、
金
と
い
う
も
の
に
侵

さ
れ
て
い
く
の
だ
と
い
え
る
。
人
の
形
を
し
た
影
の
一
部
で
あ
る
該
当
箇
所
を
掘

る
こ
と
で
、
ま
ず
理
性
が
破
壊
さ
れ
て
金
が
欲
し
く
な
り
、
次
に
強
い
抑
制
と
ま

で
は
い
か
な
く
と
も
、
欲
求
の
発
動
は
よ
す
の
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
る

だ
け
の
主
観
も
破
壊
さ
れ
金
が
欲
し
く
な
り
、
未
遂
と
は
い
え
満
腹
感
の
限
界
も

破
壊
さ
れ
原
始
的
欲
求
さ
え
も
失
っ
て
金
が
欲
し
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
金
の
埋
ま
っ
た
場
所
の
移
動
の
順
序
か
ら
み
て
、
も
し
四
度
目
の

恵
み
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
脚
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
人
間

が
脚
で
二
足
歩
行
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
一
段
階
手
前
の
部
位
で
あ
っ
た
本
能
の

食
欲
を
表
す
腹
を
持
つ
そ
の
他
動
物
と
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ

る
と
、
杜
子
春
は
、
感
情
と
い
う
感
情
が
欠
如
し
人
間
の
形
を
し
た
塊
に
な
っ
て

な
お
も
、
人
間
の
特
許
で
あ
る
二
足
歩
行
を
行
う
脚
す
ら
失
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
脚
を
掘
っ
て
失
う
こ
と
は
「
人
間
ら
し
」
さ
か
ら
逸
脱
し
て

い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
大
金
が
埋
ま
っ
て
い
る
場
所
を
鉄
冠
子
が
そ
の
都
度
指
示

し
動
か
し
て
い
る
様
子
は
、
青
二
才
の
杜
子
春
が
、
立
ち
直
る
き
っ
か
け
も
与
え

ら
れ
な
い
ま
ま
、
鉄
冠
子
に
よ
る
侵
食
を
受
け
て
、「
人
間
ら
し
」
さ
か
ら
徐
々
に

遠
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
し
ま
う
さ
ま
を
暗
に
示
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
考
え
る
の

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
て
出
会
っ
た
当
初
か
ら
杜
子
春
を
駄
目
人
間
へ
と
導
い
て
い

る
鉄
冠
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
影
の
動
き
か
ら
象
徴
的
に
読
み
取
れ
る
ば

か
り
で
は
な
い
。
そ
こ
に
仙
人
と
し
て
こ
そ
の
立
場
を
絡
ま
せ
て
も
い
る
の
で
あ

る
。「
は
じ
め
に
」
に
て
少
々
触
れ
た
よ
う
に
、
鉄
冠
子
、
な
か
で
も
特
に
鉄
冠
子

の
な
す
影
の
移
動
に
言
及
す
る
論
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
こ
に
仙
人
と
し
て
の

鉄
冠
子
の
あ
り
方
を
み
た
も
の
は
な
い
（
注
13
）
。
鉄
冠
子
は
な
ぜ
杜
子
春
と
影
と
を

結
び
つ
け
て
考
え
た
の
か
。

ま
ず
仙
人
と
影
は
、
仙
人
発
祥
の
地
中
国
で
は
、
道
教
に
お
い
て
興
味
深
い
関

係
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
山
田
利
明
（
注
14
）

は
そ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。仙

人
に
は
影
が
な
い
と
い
う
。「
日
中
無
影
」、
つ
ま
り
昼
ひ
な
か
、
太
陽
の

下
で
も
影
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
仙
人
と
人
間
を
見
分

け
る
方
法
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
鉄
冠
子
に
〈
影
〉
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

「
杜
子
春
」
本
文
中
に
は
、「
そ
れ
が
夕
日
の
光
を
浴
び
て
、
大
き
な
影
を
門
へ
落

す
と
」
と
い
う
一
文
が
み
え
る
。「
そ
れ
」
が
指
示
す
る
の
は
鉄
冠
子
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
、「
杜
子
春
」
の
仙
人
で
あ
る
鉄
冠
子
が
、
本
来
持
つ
は

ず
の
な
い
〈
影
〉
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
で
あ
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る
芥
川
が
、
仙
人
の
影
を
持
た
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
え
て
持
た
せ

た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
杜
子
春
の
〈
影
〉
だ

け
を
問
題
視
し
て
象
徴
的
意
味
づ
け
を
す
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
が
分
か
る
。〈
影
〉

の
有
無
か
ら
杜
子
春
と
鉄
冠
子
の
違
い
に
結
び
つ
け
て
意
味
づ
け
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。〈
影
〉
そ
の
も
の
の
意
味
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
〈
影
〉
は
太
陽
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま

た
杜
子
春
や
鉄
冠
子
が
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
双
方
が
い
て
初
め
て
で
き
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
で
き
あ
が
っ
た
〈
影
〉
の
う
ち
、
鉄
冠
子
は
不
思
議
と
頭
、

胸
、
腹
と
限
定
し
て
見
事
に
そ
こ
の
部
分
か
ら
だ
け
大
金
を
湧
き
出
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
杜
子
春
が
地
面
の
ど
の
辺
り
に
立
ち
、
該
当
箇
所
が

ど
の
辺
り
に
来
る
か
な
ど
鉄
冠
子
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
該
当
箇
所
を
告
げ

て
、
い
よ
い
よ
杜
子
春
が
〈
影
〉
を
映
し
て
み
て
い
る
際
に
は
、
そ
の
場
に
鉄
冠

子
は
立
ち
会
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
体
鉄
冠
子
は
ど
の
よ
う
な
仙
術
を
用

い
て
、
杜
子
春
の
堕
落
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
「
老
人
は
暫
く
何
事

か
考
へ
て
ゐ
る
や
う
で
し
た
が
、
や
が
て
、
往
来
に
さ
し
て
ゐ
る
夕
日
の
光
を
指

さ
し
な
が
ら
」
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。
鉄
冠
子
は
こ
の
よ
う
に
行
動
し
た
あ
と
、

ま
ず
一
度
目
の
施
し
と
し
て
、
大
金
が
〈
影
〉
の
頭
の
部
分
に
あ
る
こ
と
を
告
げ

る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
暫
く
何
事
か
考
へ
て
ゐ
る
」
内
容
は
、
こ
の
告
げ
ら
れ

た
施
し
に
つ
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
鉄
冠
子
は
い
つ
そ
の
〈
影
〉

か
ら
大
金
が
溢
れ
出
る
よ
う
に
仕
掛
け
を
し
た
の
か
。
本
文
中
そ
れ
に
由
来
す
る

と
思
わ
れ
る
鉄
冠
子
の
行
動
は
、「
往
来
に
さ
し
て
ゐ
る
夕
日
の
光
を
指
さ
」
す
手

の
動
き
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
鉄
冠
子
は
自
分
の
〈
影
〉
を
作
り
出
し
、

ま
た
杜
子
春
の
〈
影
〉
を
作
り
出
し
て
い
る
夕
日
の
光
を
指
差
す
こ
と
に
よ
っ
て

光
に
術
を
施
し
、
杜
子
春
の
身
体
の
該
当
箇
所
に
当
た
る
と
大
金
が
出
る
よ
う
に

仕
掛
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
面
の
ど
の
部
分
に
該
当
箇
所
が
来
る
か
分
か
ら
な
く

と
も
、〈
影
〉
を
作
り
出
す
夕
日
の
光
そ
の
も
の
に
力
が
こ
も
っ
て
い
れ
ば
、
そ
し

て
頭
、
胸
、
腹
に
作
用
す
る
よ
う
そ
の
た
び
に
念
じ
て
い
れ
ば
、
確
実
に
杜
子
春

に
大
金
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
鉄
冠
子
は
、
そ
の
自
ら
の
力
を
用
い
て
、

杜
子
春
が
浴
び
る
夕
日
の
光
を
杜
子
春
の
物
欲
を
刺
激
さ
せ
る
効
果
を
持
つ
光
に

変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
夕
日
の
光
に
よ
っ
て
で
き
る
杜
子
春
の
〈
影
〉
と
、
本
来
な
ら
存
在
し

な
い
は
ず
の
鉄
冠
子
の
〈
影
〉
が
持
つ
意
味
と
は
何
か
。

ま
ず
、
鉄
冠
子
の
仙
術
の
影
響
を
受
け
ず
に
あ
っ
た
夕
日
の
光
で
で
き
た
杜
子

春
の
も
と
も
と
の
〈
影
〉
が
持
つ
意
味
は
、
杜
子
春
に
求
め
ら
れ
る
「
人
間
ら
し
」

さ
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
連
続
し
た
①
、
②
、
③
の
引

用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
〈
影
〉
を
掘
る
こ
と
で
、
杜
子
春
に
対
す
る
侵
食
が
成

立
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
侵
食
さ
れ
る
以
前
の
何
ひ
と
つ
傷
の
な
い

〈
影
〉
が
、
杜
子
春
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
だ
が
鉄
冠
子
は
、
最
終
的
に
は
「
人
間
ら
し
い
」
生
活
を
決
心
し
た
よ
う

に
も
み
え
る
杜
子
春
を
初
め
か
ら
信
用
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
ん
な
鉄
冠
子
が
、

夕
日
の
光
を
対
象
者
が
持
つ
べ
き
何
か
を
指
摘
す
る
光
か
ら
、
そ
の
こ
ぼ
れ
落
ち

て
い
る
何
か
を
刺
激
す
る
光
に
変
質
さ
せ
た
こ
と
で
、〈
影
〉
は
一
定
の
部
分
か
ら

大
金
が
出
て
来
る
よ
う
に
細
工
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
、
鉄
冠
子

の
仙
術
に
は
炙
り
出
さ
れ
た
対
象
者
の
死
守
す
べ
き
「
人
間
ら
し
」
さ
を
壊
す
力
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を
光
に
宿
す
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
杜
子
春
の
場
合
、
身
体
か
ら
こ
ぼ

れ
落
ち
て
〈
影
〉
と
な
り
、
死
守
す
べ
き
は
乱
費
癖
を
押
し
止
め
る
強
い
意
志
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
意
志
も
鉄
冠
子
に
施
し
を
受
け
る
た
び
に
杜
子
春
に
は

縁
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
鉄
冠
子
の
〈
影
〉
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
鉄
冠
子
も
守
る
べ
き
何
も
の

か
を
刺
激
さ
れ
る
光
を
浴
び
て
い
る
。
鉄
冠
子
の
「
人
間
ら
し
」
さ
も
炙
り
出
さ

れ
て
い
る
の
か
。
だ
が
、
も
と
よ
り
仙
人
の
鉄
冠
子
に
「
人
間
ら
し
」
さ
は
な
い
。

仙
人
は
人
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
の
〈
影
〉
も
「
人
間
ら
し
」

さ
を
意
味
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
か
ら
欠
如
し
、
本
来
持
っ
て

い
る
こ
と
を
望
ま
れ
る
「
人
間
ら
し
」
さ
で
あ
り
、
夕
日
は
、
光
を
注
ぐ
こ
と
に

よ
り
、
地
上
へ
ふ
た
り
に
足
り
な
い
も
の
を
炙
り
出
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

鉄
冠
子
は
そ
の
光
に
術
を
か
け
て
、
杜
子
春
に
物
欲
を
発
揮
さ
せ
る
よ
う
働
き

か
け
た
。
鉄
冠
子
自
身
は
「
人
間
ら
し
」
さ
の
な
さ
を
指
摘
さ
れ
、
加
え
て
毒
の

夕
日
の
光
に
そ
の
「
人
間
ら
し
」
さ
を
刺
激
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
昇
仙
を
果
た
し

た
存
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
何
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
杜
子
春
は
違
う
。

杜
子
春
は
曲
が
り
な
り
に
も
人
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
も
と
も
と
青
二
才
で

あ
っ
た
た
め
に
備
え
ら
れ
な
か
っ
た
「
人
間
ら
し
」
さ
の
な
さ
を
指
摘
さ
れ
明
ら

か
に
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
〈
影
〉
と
い
う
形
を
し
た
足
り
な
い
何
か
を
刺

激
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
光
の
影
響
で
侵
食
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
杜
子
春
に
と

っ
て
危
機
と
い
え
よ
う
。
保
持
す
べ
き
「
人
間
ら
し
」
さ
を
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま

う
こ
と
で
、
杜
子
春
の
「
人
間
ら
し
」
さ
は
形
す
ら
失
っ
て
二
度
と
返
っ
て
来
な

く
な
る
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
、
人
間
の
〈
影
〉
の
形
を
し
た
杜
子
春
の
意
志
は
、
理
性
と
主
観
の
部
分
が

削
ら
れ
、
食
欲
の
部
分
は
物
欲
に
染
め
ら
れ
、
ま
さ
に
「
人
間
ら
し
い
」
形
状
を

保
て
な
く
な
り
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
来
で
あ
れ
ば
人
間
し
か
持
た
な
い
は
ず
の
〈
影
〉
を
人
間
、
仙
人
と
も
に
有

し
な
が
ら
、
一
方
は
徹
底
的
に
傷
つ
け
ら
れ
他
方
は
無
傷
で
あ
る
の
は
、
鉄
冠
子

の
絶
対
者
と
し
て
の
優
位
性
を
強
烈
に
印
象
づ
け
は
し
ま
い
か
。
こ
の
意
味
で
、

芥
川
は
あ
え
て
鉄
冠
子
に
〈
影
〉
を
与
え
た
と
い
う
予
測
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
、「
三
」
で
は
、
作
中
に
登
場
す
る
〈
影
〉
な
ど
の
表
現
と
鉄
冠
子
の
仙
術

と
の
関
連
性
や
、〈
影
〉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
見
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず

〈
影
〉
の
な
か
で
金
が
埋
ま
っ
て
い
る
場
所
を
鉄
冠
子
が
動
か
す
様
子
は
、
そ
の
ま

ま
鉄
冠
子
の
恵
み
に
よ
っ
て
杜
子
春
が
堕
落
し
て
い
く
様
子
を
暗
示
し
て
い
る
と

読
ん
だ
。
ま
た
、
杜
子
春
の
危
機
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
〈
影
〉
は
、
も
と
も
と

は
そ
の
も
の
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
「
人
間
ら
し
」
さ
を
意
味
す
る
と
も
読

め
た
。
だ
が
、
鉄
冠
子
が
夕
日
の
光
を
仙
術
に
よ
っ
て
対
象
者
に
足
り
な
い
も
の

を
示
唆
す
る
光
か
ら
、
そ
の
も
の
を
刺
激
す
る
光
へ
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
結
果

で
き
た
〈
影
〉
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
結
局
杜
子
春
の
危
機
を
表
す
〈
影
〉
に
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
考
察
を
進
め
て
き
た
よ
う
に
、
自
身
の
言
葉
が
矛
盾
す
る
が
ゆ
え
に

そ
の
善
心
の
存
在
が
疑
わ
し
か
っ
た
鉄
冠
子
は
、
そ
の
実
貧
窮
に
追
い
込
ま
れ
た

五
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哀
れ
な
杜
子
春
を
救
う
た
め
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
鉄
冠
子

の
目
的
は
そ
の
逆
で
あ
り
、
杜
子
春
を
さ
ら
に
感
心
し
な
い
人
間
に
す
る
た
め
に

現
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ふ
た
り
の
別
れ
の
場
面
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。「
人
間
ら
し
い
」

生
活
を
決
心
し
た
か
に
み
え
る
杜
子
春
に
対
し
て
、
家
と
畑
を
与
え
る
こ
と
を
伝

え
て
水
を
差
す
よ
う
な
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
発
言
は
、「
さ
も
愉

快
さ
う
に
」
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鉄
冠
子
の
気
ま
ぐ
れ
の
も
と
に
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
れ
以
前
の
鉄
冠
子
の
表
情
か
ら
考
え
て
み
て

も
、
鉄
冠
子
が
内
心
に
抱
え
て
い
る
の
は
杜
子
春
と
い
う
人
物
に
対
す
る
不
信
感

や
、
杜
子
春
を
み
て
い
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
好
ま
し
く
な
い
遊
び
心
で
あ
っ
た
。

い
わ
ば
、
鉄
冠
子
の
行
動
の
す
べ
て
は
、
仙
人
と
い
う
超
越
者
だ
か
ら
こ
そ
持
ち

う
る
強
者
の
余
裕
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
杜
子
春
が
改
心
す
る
か

し
な
い
か
と
い
う
重
要
課
題
も
、
鉄
冠
子
に
と
っ
て
は
い
っ
そ
二
の
次
な
の
で
は

あ
る
ま
い
か
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
杜
子
春
が
自
分
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
て
人

生
を
全
う
に
生
き
よ
う
が
、
踏
み
誤
ろ
う
が
、
自
分
さ
え
楽
し
け
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
楽
し
み
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
杜
子
春
が
堕
落
し

続
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
、
杜
子
春
が
自
分
の
仙
術
に
よ
っ
て
駄

目
な
人
間
に
な
り
続
け
る
方
が
、
鉄
冠
子
に
と
っ
て
は
嬉
し
い
事
態
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
ゆ
え
に
、
鉄
冠
子
と
い
う
人
物
は
、
杜
子
春
か
ら
み
れ
ば
杜
子
春
が
自
覚

し
て
い
な
い
に
し
ろ
、
杜
子
春
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
杜
子
春
が
更
生
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
壁
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

泰
山
の
麓
の
家
で
、
杜
子
春
が
安
閑
と
暮
ら
し
て
ゆ
け
る
な
ら
そ
れ
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
。
死
ん
だ
母
親
の
声
が
杜
子
春
を
覚
醒
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
お

美
し
い
。
た
だ
、
そ
う
し
た
場
面
か
ら
一
気
に
「
倫
理
的
な
美
し
さ
」
を
読
み
取

っ
て
し
ま
う
に
は
、
あ
ま
り
に
気
に
か
か
か
る
表
現
が
「
杜
子
春
」
に
は
溢
れ
て

い
る
。
童
話
で
あ
る
か
ら
道
徳
的
に
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
束
縛
は
必
要

な
い
だ
ろ
う
。
子
ど
も
に
残
虐
な
結
果
を
み
せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
決
ま
り

も
な
い
。
現
に
、
例
え
ば
「
蜘
蛛
の
糸
」
で
は
物
語
全
体
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
に

考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
カ
ン
ダ
タ
が
無
残
に
も
地
獄
へ
落
ち
て
い
っ
た
こ
と
は

疑
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
を
誰
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、「
蜘
蛛
の
糸
」
は
現
代

に
も
名
作
と
し
て
存
在
す
る
。
何
か
を
美
し
く
説
く
だ
け
が
童
話
で
は
な
い
だ
ろ

う
。芥

川
は
、「
蜘
蛛
の
糸
」
の
お
釈
迦
様
や
「
杜
子
春
」
の
鉄
冠
子
に
限
ら
ず
、
童

話
で
は
超
人
的
な
立
場
で
あ
っ
た
り
力
を
持
っ
た
り
す
る
非
現
実
的
な
異
常
性
の

あ
る
登
場
人
物
を
好
ん
で
描
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
他
の
『
赤
い
鳥
』
掲
載

作
で
あ
る
三
匹
の
不
思
議
な
犬
を
主
人
公
に
授
け
た
「
犬
と
笛
」
の
神
々
、
催
眠

術
で
主
人
公
の
欲
を
暴
い
て
み
せ
た
「
魔
術
」
の
ミ
ス
ラ
君
、
憑
代
に
入
り
込
ん

で
占
者
を
簡
単
に
殺
し
て
し
ま
う
「
ア
グ
ニ
の
神
」
の
神
な
ど
次
々
挙
げ
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
る
事
実
で
あ
り
、
同
時
に
作
品
内
で
幾
度
と
な
く

こ
う
し
た
超
越
者
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
芥
川
が
そ
の
超
越
者
の
存
在
を

そ
れ
だ
け
素
材
と
し
て
重
視
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て

「
杜
子
春
」
で
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
超
越
者
で
あ
る
鉄
冠
子
に
密
か
に
多
く
の

残
虐
な
表
現
が
装
着
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
超
越
者
を
好
ん
だ
芥
川
ゆ

え
の
、
絶
対
的
強
者
と
し
て
鉄
冠
子
を
描
く
た
め
の
演
出
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、「
愉

五
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快
さ
う
」
な
笑
み
を
浮
か
べ
た
鉄
冠
子
は
そ
の
課
題
を
確
か
に
通
過
し
て
み
せ
て

い
る
。
そ
ん
な
登
場
人
物
と
た
だ
人
の
杜
子
春
が
対
峙
さ
せ
ら
れ
た
と
あ
っ
て
は
、

杜
子
春
の
非
更
生
の
可
能
性
を
過
分
に
感
じ
る
物
語
の
そ
の
後
が
用
意
さ
れ
て
い

る
と
読
む
の
が
、
穏
当
な
方
向
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１
　
「
Ⅱ
　
作
品
の
世
界
　
４
　
杜
子
春
」

『
芥
川
龍
之
介
と
児
童
文
学
』

二
〇
〇
〇
年
一
月
　
久
山
社

２
　
「
鑑
賞
」

『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
第
11
巻
　
芥
川
龍
之
介
』
一
九
五
八

年
六
月
　
角
川
書
店

３
　
「
芥
川
龍
之
介
と
児
童
文
学
」

『
資
料
と
研
究
』
一
九
九
六
年
三
月

山
梨
県
立
文
学
館

４
　
児
玉
晴
子
（「『
杜
子
春
』
を
教
材
化
し
て
」

『
広
島
女
子
大
国
文
』
一

九
九
四
年
九
月
）
は
、「
杜
子
春
」
を
教
材
と
し
て
選
択
し
た
理
由
に
「
人
間

の
可
能
性
・
可
変
性
を
力
強
く
描
い
て
い
る
」
点
な
ど
四
項
目
を
挙
げ
て
い

る
。

５
　
「
指
標
と
し
て
の
『
赤
い
鳥
』
―
『
杜
子
春
』
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
―
」

『
中
央
大
学
国
文
』
二
〇
〇
一
年
三
月

６
　
真
杉
秀
樹
「
挑
発
す
る
仙
人
―
『
杜
子
春
』」

『
芥
川
龍
之
介
の
ナ
ラ
ト

ロ
ジ
ー
』
一
九
九
七
年
六
月
　
沖
積
舎

７
　
松
村
明
編
『
大
辞
林
第
二
版
』
一
九
九
五
年
一
一
月
　
三
省
堂

８
　
注
７
に
同
じ
。

９
　
注
７
に
同
じ
。

10

「『
杜
子
春
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

『
鶴
見
日
本
文
学
』
二
〇
〇
〇
年
三

月
11

「
芥
川
の
川
ほ
と
り
（
八
）」

『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
八
巻
月
報
８
』
一

九
九
六
年
六
月
　
岩
波
書
店

12

「『
杜
子
春
』
を
読
む
た
め
の
覚
書
―
芥
川
龍
之
介
と
近
代
的
家
族
観
を
め

ぐ
る
考
察
―
」

『
広
島
商
船
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
二
〇
〇
二
年
三
月

13

注
６
の
真
杉
は
、
影
の
移
動
を
杜
子
春
が
鉄
冠
子
に
影
を
「
売
り
渡
す
」

行
為
と
読
み
、
荻
原
雄
一
（「『
杜
子
春
』
に
つ
い
て
―
も
う
一
つ
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
ど
う
教
え
る
か
―
」

『
文
学
の
危
機
』
一
九
八
五
年
一
月
　
高
文

堂
出
版
）
は
鉄
冠
子
が
杜
子
春
を
「
見
捨
て
る
」
行
為
と
読
み
、
高
橋
龍
夫

（「『
杜
子
春
』
の
物
語
性
」

『
解
釈
』
一
九
九
九
年
二
月
）
は
杜
子
春
の

「
死
が
予
兆
さ
れ
て
い
る
」
と
読
む
に
留
ま
り
、
仙
人
独
特
の
影
と
の
関
わ
り

は
み
ら
れ
て
い
な
い
。

14

『
シ
リ
ー
ズ
道
教
の
世
界
２
　
道
法
変
遷
　
歴
史
と
教
理
』
二
〇
〇
二
年

八
月
　
春
秋
社

テ
キ
ス
ト
は
岩
波
書
店
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
六
巻
』（
一
九
九
六
年
四
月
）
に

拠
っ
た
。

（
や
ま
わ
き
　
か
な
／
平
成
一
七
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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