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宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ

「
九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」

考

本多

浦

静

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
（
一
九
二
回
、
五
、

チ
の
最
終
形
態
が
書
か
れ
て
い
る
紙
葉
に
は
、
欄
外
に
「
童
話
の
一
扉
に
」
と
い
う
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
メ
モ
は
、
本
ス
ケ
ッ
チ
を
童

宮
沢
賢
治
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九

一
六
、
）
は
、
生
前
未
発
表
で
あ
る
が
、
こ
の
ス
ケ
ツ

話
集
の
一
扉
に
掲
載
し
よ
う
と
考
え
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
賢
治
生
前
に
は
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
以
外
の
童
話
集

は
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
目
論
見
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
現
存
す
る
心
象
ス
ケ
ッ
チ

詩
）
草
稿
に
記
入
し
た
メ
モ
等
の
な
か
で
、

ス
ケ
ッ
チ
と
童
話
（
集
）
と
を
結
び
つ
け
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
童
話
（
集
）
と
の
関
連
が
メ
モ
さ

れ
た
の
は
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
内
容
・
性
格
に
、
童
話
（
集
）
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
賢
治
自
身
が
読
ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
。
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九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
（
一
九
二
四
、
五
、

（庄

I）

一
六
、
）
に
は
、
下
書
稿
付
・
口
の
二
種
の
逐
次
形
が
残
さ
れ
て
い
る
。
メ
モ
が
記
入

さ
れ
て
い
る
の
は
、
下
書
稿
口
の
紙
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
最
初
に
次
の
よ
う
な
形
（
下
書
稿
什
第
一
形
態
）

で
書
き
始
め
ら
れ

た。
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九
九陸

中
の
五
月

九

四

」
れ
は
所
謂
芽
芳
五
月
の

昔
な
が
ら
の
唯
心
日
本
の
風
景
で
す

な
ら
ん
だ
木
立
と
家
と
は
み
ち
に
影
を
置
き

そ
れ
は
は
る
か
な
山
の
（
一
字
不
明
）
鍍
や
み
雪
と
と
も
に

た
ぴ
び
と
の
こ
、
ろ
の
な
か
の
そ
の
け
し
き
で

い
た
ず
き
に
花
を
な
ら
べ
て
植
え
つ
け
た

ち
い
さ
な
宜
ぶ
き
の
う
ま
や
で
は

黒
い
馬
が
も
り
も
り
か
い
ば
を
噛
み

頬
の
あ
か
い
は
だ
し
の
こ
ど
も
は

そ
の
入
口
に
稲
草
の
縄
を
三
本
つ
け
て

引
っ
ぱ
っ
た
り
う
た
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
ゐ
ま
す

年
経
た
並
木
の
松
は
青
ぞ
ら
に
立
ち

田
を
型
く
馬
は
随
処
せ
は
し
く
往
返
し

山
肱
が
草
火
の
け
む
り
と
と
も
に

青
く
た
よ
り
な
く
な
が
れ
る
な
ら
ば

四

五、

一ムハ、



雲
は
ち

J

忘
れ
て
ぎ
ら
ぎ
ら
ひ
か
り

風
や
水
や
ま
た
か
ゾ
や
か
に
熟
し
た
春
が

共
業
所
感
そ
の
も
の
と
し
て
推
移
し
ま
す
と

さ
っ
き
の
青
ぞ
ら
の
松
の
梢
の
間
に
は

一
本
の
高
い
火
の
見
は
し
ご
が
あ
っ
て

そ
の
片
つ
方
の
端
が
折
れ
た
の
で

す
き
と
ほ
っ
て
青
い
こ
の
国
土
の
喝
さ
ロ
が

そ
こ
の
と
こ
ろ
で
や
す
ん
で
ゐ
ま
す

や
す
ん
で
こ
、
ら
を
な
が
め
て
ゐ
ま
す

ず
う
っ
と
遠
く
の
崩
れ
る
光
の
あ
た
り
で
は

前
寒
武
利
亜
紀
の
こ
ろ
の

形
の
な
い
鳥
の
子
孫
ら
が

し
づ
か
に
ご
ろ
ご
ろ
時
叩
い
て
ゐ
ま
す

も
う
ほ
ん
た
う
に
錯
雑
で

容
易
に
把
握
を
ゆ
る
さ
な
い

五
月
の
日
本
陸
中
国
の
（
約
四
字
不
明
）
の
風
景
で
す

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
「
陸
中
の
五
月
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
「
陸
中
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
て
お
こ
う
。
ス
ケ
ッ
チ
本
文
で
も
、

「
日
本
陸
中
国
L

と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
は
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
書
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
「
陸
中
国
」
と
い
う
岩
手
県
地
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」
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←L. 
ノ、

方
の
旧
国
名
を
選
ん
で
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
か
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
場
所
を
、
旧
国
名
な
ど
を
用
い
て
指
示
す
る
こ
と
は
、
そ
の
場
所
の
背
負
っ
て
い
る
歴
史
性
を
も
名
指
す
こ

と
に
な
る
。
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
い
え
ば
、
「
一
九
二
四
、
五
、

一
六
、
」
と
い
う
日
付
の
岩
手
県
の
〈
現
在
〉
を
そ
の
ま
ま
に
ス
ケ
ッ
チ
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
重
層
す
る
前
近
代
か
ら
の
持
続
を
一
定
の
意
識
に
従
っ
て
描
き
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
賢
治
的
に
言
う
な

ら
ば
、
古
い
浮
世
絵
的
世
界
を
眼
前
に
見
出
そ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
は
眼
前
の
風
景
を
浮
世
絵
に
見
立
て
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
。

宮
沢
賢
治
は
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
日
付
の
数
日
後
か
ら
、
花
巻
農
学
校
の
生
徒
を
北
海
道
修
学
旅
行
に
引
率
し
た
が
、
そ
の
報
告
書
と
し
て

綴
っ
た
「
修
学
旅
行
復
命
書
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

車
窓
石
狩
川
を
見
、
次
で
落
葉
松
と
独
乙
唐
槍
と
の
林
地
に
入
る
。
生
徒
等
屡
々
風
景
を
賞
す
。
蓋
し
旅
中
は
心
緒
新
鮮
に
し
て
実
際
と

離
る
、
が
故
に
審
美
容
易
に
行
は
る
、
な
り
。
若
し
生
徒
等
こ
の
旅
を
終
へ
て
郷
に
帰
る
の
日
新
に
欧
米
の
観
光
客
の
心
地
を
以
て
そ
の

山
川
に
臨
ま
ん
か
敦
れ
か
か
の
懐
か
し
き
広
重
北
斎
古
版
画
の
一
片
に
非
ら
ん
や
。
実
に
修
練
斯
の
如
く
な
ら
ざ
る
よ
り
は
田
園
の
風
と

光
と
は
そ
の
余
り
に
鈍
重
な
る
労
働
の
辛
苦
に
よ
り
て
影
を
失
ひ
、
農
業
は
傍
観
し
て
神
聖
に
自
ら
行
ひ
て
苦
痛
な
る
一
の
件

E
B
E
E
－w

［
み
ち
の
く
］

た
る
に
過
ぎ
ず
、
且
つ
や
北
海
道
の
風
景
、
そ
の
配
合
の
純
容
易
に
之
を
知
り
得
ぺ
き
に
対
し
、
郷
土
古
き
陵
奥
の
景
象

調
和
の
単

の
知
何
に
複
雑
に
理
解
に
難
き
ゃ
、
暗
く
し
て
深
き
赤
松
の
並
木
と
林
、
樹
神
を
記
れ
る
多
く
の
古
杉
、
楊
柳
と
赤
楊
と
の
群
落
、
大
な

る
藁
屋
根

槍
の
垣
根
、
そ
の
配
合
余
り
に
暗
く
し
て
錯
綜
せ
り
。
而
し
て
之
を
救
ふ
も
の
僅
に
各
戸
白
樺
の
数
幹
、
正
形
の
独
乙
唐
槍
、

閃
く
や
ま
な
ら
し
赤
き
鬼
芥
子
の
一
群
等
に
て
足
れ
り
。
寒
に
田
園
を
平
和
に
す
る
も
の
樹
に
超
ゆ
る
な
し
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
旅
行
中
は
「
心
緒
新
鮮
に
し
て
実
際
と
離
」
れ
て
い
る
か
ら
生
徒
た
ち
は
、
「
審

美
容
易
に
行
は
る
乙
。
郷
里
に
お
い
て
も
こ
の
新
鮮
な
心
緒
を
持
て
る
よ
う
に
「
修
練
」
す
れ
ば
、
郷
里
岩
手
県
に
も
「
か
の
懐
か
し
き
広
重

北
斎
古
版
画
の
一
片
」
を
発
見
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
見
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
田
園
は
「
風
と
光
」
を
回
復
し
、
労
働



〔
み
ち
の
く
〕
（
J

日
3

）

の
辛
苦
・
苦
痛
も
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
「
郷
土
古
き
陸
奥
」
の
風
景
を
形
成
す
る
植
生
や
民
家
の
形

状
等
の
配
合
が
、
複
雑
で
、
暗
く
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
鮮
や
か
な
植
裁
や
形
状
の
お
も
し
ろ
い
樹
々
を
置
く
こ
と
で
、
配
合
・
調
和
の

美
を
獲
得
で
き
、
「
田
園
に
平
和
」
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
浮
世
絵
的
風
景
の
発
見
に
よ
る
労
働
意
欲
の
回
復
、
後
者

は
、
装
景
に
よ
る
田
園
風
景
の
美
的
改
善
と
い
う
現
実
的
農
村
改
革
の
提
言
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
農
学
校
生
徒
に
向
け
ら
れ
た
具
体
的

な
提
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
〈
ま
な
ざ
し
方
〉
を
、
ス
ケ
ッ
チ

に
私
は
「
瞭
原
淑
女
」
を
採
り
上
げ
て
、
農
村
の
少
女
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
舞
手
に
見
立
て
る
方
法
に
、
「
〈
イ
l
ハ
ト
l
ヴ
〉
へ
の
志
向
」
を
指

（注
5）

摘
し
た
が
、
「
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
は
、
「
蹟
原
淑
女
」
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
は
異
な
っ
て
陸
中
国
を
浮
世
絵
に
見
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
も

（
詩
）
に
お
い
て
実
践
す
れ
ば
、
見
立
て
の
方
法
と
な
る
。
先

の
で
あ
る
が
、
「
修
学
旅
行
復
命
書
」
に
述
べ
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
方
法
を
実
践
し
つ
つ
書
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
変
わ
り
は

な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

2 

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
題
名
は
、
下
書
稿
付
の
第
一
形
態
で
は
、
「
陸
中
の
五
月
」
で
あ
っ
た
が
、
手
入
れ
の
段
階
で
「
行
脚
僧
の
五
月
」
に
変
更

さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
も
、

い
っ
た
ん

行
脚
の
僧
の
日
に
う
つ
る

古
い
陸
中
国
の

（
約
三
字
不
明
）
風
景
で
す

と
い
う
詩
句
が
案
じ
ら
れ
た
が
、
す
ぐ
に
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
手
入
れ
と
、
題
名
変
更
の
先
後
関
係
は
決
め
が
た
い
が
、
何
れ
に
せ
よ
、

「
行
脚
僧
」
と
い
う
視
点
人
物
を
設
定
し
、
そ
の
目
に
う
つ
る
陸
中
国
の
風
景
の
ス
ケ
ッ
チ
へ
と
テ
ク
ス
ト
は
動
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

宮
沢
賢
治
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九
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鉄
道
線
路
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が
〕
」
考

七



｝＼ 

際
に
、
題
名
の
変
更
に
応
じ
て
冒
頭
部
も

」
れ
は
所
謂
清
明
五
月

陸
中
国
は
昔
な
が
ら
の
風
光
で
あ
る

と
推
敵
さ
れ
、
第
一
形
態
で
「
唯
心
日
本
の
風
景
」
と
あ
っ
た
箇
所
は
削
除
さ
れ
、
直
後
の
、

「
た
び
び
と
の
こ
、
ろ
の
な
か
の
そ
の
け
し
き
で
」
の
部
分
も
、
「
た
び
び
と
し
を
「
ひ
と
び
と
」
と
一
般
化
す
る
方
向
で
の
手
入
れ
も
試
み
ら

れ
た
が
結
局
採
用
さ
れ
ず
、

所
感
量
の
外
の
も
の
な
ら
ず

と
な
っ
て
い
る
。
草
稿
で
は
、
「
旦
軍
」
は
「
景
」
の
書
き
か
け
に
も
見
え
、
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
下
書
稿
口
の
第
一
形
態
で
は
、
「
所

感
の
外
の
も
の
な
ら
ず
し
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
最
終
的
に
は
こ
の
形
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
風
景
は
行
脚
僧
の
所
感
そ

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
手
入
れ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
連
動
し
て
、
数
行
後
の

風
や
水
や
ま
た
か
ゾ
や
か
に
熟
し
た
春
が

共
業
所
感
そ
の
も
の
と
し
て
推
移
し
ま
す
と

も
ま
た
、雲

は
し
づ
か
に
ひ
か
つ
て
ち
ゾ
れ

満
ち
て
は
雲
も
〔
蒼
〕
慢
と
し
て

明
日
の
青
い
嵐
と
に
謝
す
る

と
推
敵
さ
れ
、
「
共
業
所
感
」
と
い
う
表
現
は
変
更
さ
れ
て
い
っ
た
。

末
尾
は
、
最
終
行
を

五
月
の
日
本
陸
中
国
の

［
唯
心
的
な
↓
農
民
た
ち
の
］
風
景
で
す



と
し
た
後
に
、
「
も
う
ほ
ん
た
う
に
L

以
下
三
行
を
ま
と
め
て
、
削
除
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
詩
句
を
記
そ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
削
除
は
、
こ
の
段
階
で
の
テ
ク
ス
ト
の
終
結
の
ア
イ
デ
ア
が
熟
さ
な
か
っ
た
た
め
の
、
中
絶
と
み
る
べ

き
で
、
末
尾
を
描
写
の
ま
ま
で
止
め
た
訳
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
下
書
稿
口
の
第
一
形
態
で
は
、
再
び
こ
の
末
尾
句
が
生
か
さ
れ
て
、

」
れ
は
所
謂
清
明
五
月

あ
し
た
は
移
る
陸
中
国
の
風
景
で
あ
る

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ほ
ほ
同
内
容
の
詩
句
が
、
枠
組
み
あ
る
い
は
額
縁
と
し
て
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
挟
ま
れ
た
部
分
が
、
「
陸
中
国
の
風
景
」
の
ス

ケ
ツ
チ
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
入
れ
に
よ
っ
て
、

ス
ケ
ッ
チ
は
題
も
変
更
さ
れ
て
「
行
脚
僧
の
五
月
L

へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
視
点

人
物
で
あ
る
僧
の
行
脚
す
る
土
地
は
、
陸
中
国
。
季
節
は
、
清
明
五
月
で
あ
る
。
陸
中
国
は
岩
手
県
の
近
代
以
前
の
呼
称
（
旧
国
名
）
、
清
明
と

賢
治
は
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
以
外
で
も
、
「
三
一
一
七

は
二
四
節
気
の
一
つ
の
清
明
節
で
あ
ろ
う
。
清
明
節
は
春
分
か
ら
一
五
日
目
に
当
た
る
日
で
、

、
仕

7
J

清
明
ど
き
の
停
車
場
」
と
こ
の
語
を
使
用
し
た
ス
ケ
ッ
チ
を
書
い
て
い
る
。
「
三
二
七
」
に
付

一
九
二
四
年
の
場
合
は
、
四
月
五
日
で
あ
っ
た
。

さ
れ
た
日
付
は
「
一
九
二
五
、
四
、

ー
し一一。

一
九
二
五
年
の
清
明
節
も
四
月
五
日
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
四
節
気
は
も
と
も
と
太
陰
暦
上
の
時

期
で
あ
る
か
ら
、
太
陰
暦
で
考
え
て
み
る
と
、

一
九
二
五
年
の
場
合
、
新
暦
（
太
陽
暦
）

の
四
月
二
七
日
が
、
旧
暦
（
太
陰
暦
）

四
月
五
日
に

な
り
つ
二
二
七
」
と
は
一
週
間
く
ら
い
の
違
い
と
な
り
季
節
感
は
重
な
る
と
も
い
え
る
。
「
行
脚
僧
の
五
月
」
の
場
合
も
、

一
九
二
四
年
の
旧
暦

は
、
新
暦
で
は
五
月
八
日
で
あ
り
、
「
一
九
二
四
、
五
、

「
草
木
い
よ
い
よ
新
鮮
」
（
『
歳
時
記
大
宮
）
と
い
わ
れ
る
清
明
を
、
春
の
遅
い
陸
中
国
に
あ
わ
せ
て
、
旧
暦
の
四
月
五
日
に
あ
た
る
新
暦
の
四

一
六
」
の
日
付
と
は
ほ
ぼ
一
週
間
の
違
い
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、

四
月
五
日
（
清
明
）

月
末
か
ら
五
月
は
じ
め
頃
の
季
節
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
陸
中
国
の
五
月
を
行
脚
す
る
僧
に
よ
っ
て
感
受
さ
れ
た
の
は
、
下
室
田
稿
付
の
最
終
形
（
下
書
稿
口
の
第
一
形
態
に

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

宮
沢
賢
治

九



。

ほ
ほ
重
な
る
）

で
は
、
次
の
よ
う
な
風
景
で
あ
る
。

い
た
ず
き
に
花
を
な
ら
べ
て
植
え
つ
け
た

ち
い
さ
な
萱
ぶ
き
の
う
ま
や
で
は

黒
馬
も
り
も
り
か
い
ば
を
噛
み

頬
の
あ
か
い
は
だ
し
の
こ
ど
も
は

そ
の
入
口
に
稲
草
の
縄
を
一
一
一
本
つ
け
て

引
っ
ぱ
っ
た
り
う
た
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
ゐ
る

五
柳
は
萌
え
て
青
ぞ
ら
に
立
ち

田
を
型
く
馬
は
随
処
せ
わ
し
く
往
返
し

山
駄
が
草
火
の
け
む
り
と
と
も
に

青
く
南
へ
な
が
れ
る
な
ら
ば

雲
は
し
づ
か
に
ひ
か
つ
て
ち
ず
れ

満
ち
て
は
春
も
〔
蒼
〕
慢
と
し
て

明
日
の
青
い
嵐
に
謝
す
る

こ
こ
に
は
、
「
査
ぶ
き
の
う
ま
や
」
が
あ
り
、
「
は
だ
し
の
こ
ど
も
」
が
遊
び
、
並
木
の
松
は
青
々
と
萌
え
、
田
で
は
田
植
え
に
備
え
て
馬
は

田
掻
き
の
最
中
で
あ
る
。
五
月
は
、
「
神
々
が
山
を
下
り
、
御
堂
を
出
で
、
又
は
古
屋
の
奥
座
敷
か
ら
出
て
手
伝
は
ね
ば
な
ら
ぬ
程
、
村
の
五
月

は
忙
し
い
よ
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
民
俗
伝
承
で
は
、
オ
シ
ラ
神
ま
で
「
五
月
の
田
植
時
に
、
田
掻
き
の
鼻
取
り
を
し
て
手
伝
」
う
ほ
ど
忙
し

い
時
期
で
あ
る
（
佐
々
木
喜
善
「
農
業
手
伝
神
」
）

0

そ
の
田
園
風
景
が
描
き
と
ら
れ
て
い
る
。

」
の
風
景
の
中
に
、

m
c
g
g
が
登
場
す
る
。



さ
っ
き
の
か
ず
や
か
な
松
の
梢
の
間
に
は

一
本
の
高
い
火
の
見
は
し
ご
が
あ
っ
て

そ
の
片
っ
方
の
端
が
折
れ
た
の
で

緒
髪
の
小
さ
な
問
。

E
ロ
が

そ
こ
の
と
こ
ろ
で
や
す
ん
で
ゐ
る

や
す
ん
で
こ
〉
ら
を
な
が
め
て
ゐ
る

（
注
叩
）

開。
Z
E
H
ゴ
プ
リ
ン
は
、
『
妖
精
事
典
』
（
キ
ャ
サ
リ
l
ン
・
ブ
リ
ッ
グ
ス
著
）
に
は
「
敵
意
、
悪
意
を
も
っ
精
の
一
般
的
名
称
。
通
常
、
体
は

小
さ
く
、
容
貌
は
怪
奇
o
」
と
説
明
さ
れ
る
ケ
ル
ト
由
来
の
妖
精
で
あ
る
。
牛
崎
敏
哉
は
、
ウ
ェ

l
ル
ズ
の
ケ
ル
ト
に
着
目
し
、
ス
ノ
ー
ド
ン
山

や
避
暑
地
ラ
ン
デ
イ
ド
ゥ
ノ

（
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
の
モ
デ
ル
、
ア
リ
ス
・
ノ
デ
ル
や
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
訪
れ
た
土
地
）
と
賢
治
の

（
山
花
日
）

関
わ
り
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
（
「
イ
l
ハ
ト
i
ヴ
・
異
界
へ
の
旅
（
日
）
」
）
が
、
ゴ
プ
リ
ン
の
登
場
す
る
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
次
の
日
付
・
番

号
の
ス
ケ
ッ
チ
「
一
O
六

〔
日
は
ト
パ

l
ス
の
か
け
ら
を
そ
＼
ぎ
〕
」
（
一
九
二
四
、
五
、

一八、）

の
最
初
の
題
名
が
「
ア
リ
ス
・
石
塚
・
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
五
月
の
半
ば
頃
に
、
ケ
ル
ト
或
い
は
ウ
ェ

l
ル
ズ
へ
の
関
心
が
触
発
さ
れ
る
何
か

に
触
れ
た
可
能
性
を
想
定
で
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
行
脚
僧
の
遠
景
に
松
の
梢
が
見
え
、
そ
の
聞
に
さ
ら
に
遠
く
の
火
の
見
の
は
し
ご
が
遠
望
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
片
方

の
端
が
折
れ
た
は
し
ご
に
ゴ
プ
リ
ン
が
た
た
ず
ん
で
、
こ
の
辺
を
眺
め
て
い
る
。
こ
の
詩
句
に
続
け
て
、
手
入
れ
の
段
階
で
「
あ
る
ひ
は
そ
れ

は
千
年
前
の
影
で
で
も
あ
っ
て
」
を
挿
入
し
、
そ
れ
を
「
あ
る
ひ
は
そ
れ
は
千
年
前
の
影
法
師
で
で
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
変
更
し
た
後
、

結
局
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
手
入
れ
は
、
ゴ
プ
リ
ン
を
、
過
去
の
存
在
の
影
（
法
師
）
に
す
る
こ
と
に
よ
る
非
実
体
化
或
い
は
虚
像
化
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ス
ケ
ッ
チ
の
中
で
は
実
体
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
に
な
る
。

ま
た
、
ゴ
プ
リ
ン
に
対
し
て
は
、
何
度
か
「
こ
の
国
の
」
と
限
定
す
る
句
を
被
せ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
結
局
、
「
緒
髪
の
小
さ
な
」
と
い
う
形

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考



一

で
定
着
さ
れ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
の
全
体
が
「
陸
中
の
五
月
」
を
題
材
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
国
の
限
定
は
不
要
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
が
、
「
風
野
又
三
郎
」
に
共
通
す
る
「
結
髪
」
を
明
示
し
て
異
類
の
徴
表
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

（
、
仕
ロ
）

こ
の
ゴ
プ
リ
ン
は
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
に
も
重
な
る
よ
う
な
伝
承
中
の
存
在
と
考
え
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。
佐
々
木
喜
善
は
、
「
雨
窓
閑
話
」
で
、

ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
の
話
と
世
界
の
類
話
中
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
・
キ
ム
ジ
ン
・
ド
モ
オ
ヰ
・
セ
ル
パ
ン
等
を
紹
介
し
た
後
に
、

先
年
ゼ
ネ
ヴ
に
居
ら
し
た
柳
田
国
男
先
生
か
ら
の
お
た
よ
り
の
中
に
、
雪
の
き
ら
き
ら
と
光
る
日
に
、
彼
の
セ
ル
パ
ン
の
居
る
山
間
の
村
々

か
ら
赤
い
頭
巾
を
被
っ
た
若
い
女
達
が
話
し
な
が
ら
町
へ
来
る
・
：
と
云
ふ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
達
の
村
々
も
こ
ん
な
物
の
居
る
う
ち

は
奥
床
し
く
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
尚
又
私
達
が
村
々
の
古
い
家
の
薄
暗
い
彼
の
オ
シ
ラ
様
の
居
な
さ
る
黒
い
奥
座
敷
の
中
に
残
っ
て
ゐ

る
。
こ
ん
な
古
い
記
憶
と
心
持
ち
を
も
、
先
祖
の
系
図
書
で
も
し
ま
っ
て
置
く
や
う
に
皆
さ
ん
の
心
の
奥
に
し
ま
っ
て
置
い
て
も
よ
い
と

思
い
ま
す
。

と
記
し
て
い
る
。
佐
々
木
は
、
伝
承
の
中
の
存
在
が
近
代
化
と
と
も
に
亡
び
て
行
き
つ
つ
あ
る
現
状
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
存
在
が
人
々
の
心
の
中
で
は
実
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
人
々
の
生
活
に
お
い
て
意
味
の
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ゴ
プ
リ
ン
が
何
を
す
る
途
中
で
「
や
す
ん
で
こ
こ
ら
を
な
が
め
て
」

い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
「
陸
中
の
五
月
」
の
風

土
の
人
々
は
、
こ
の
ゴ
プ
リ
ン
の
よ
う
な
存
在
と
と
も
に
あ
る
。
そ
れ
を
行
脚
僧
は
、
五
月
の
日
本
陸
中
国
の
風
景
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ

る
終
末
部
は
、
第
一
形
態
で
は
、

ず
う
っ
と
遠
く
の
崩
れ
る
光
の
あ
た
り
で
は

前
寒
武
利
亜
紀
の
こ
ろ
の

形
の
な
い
鳥
の
子
孫
ら
が

し
づ
か
に
ご
ろ
ご
ろ
臨
叩
い
て
ゐ
ま
す



と
は
る
か
彼
方
の
鳥
の
鳴
き
声
を
点
描
し
た
後
、
「
も
う
ほ
ん
た
う
に
錯
雑
で
／
容
易
に
把
握
を
ゆ
る
さ
な
い
／
五
月
の
日
本
陸
中
国
の
（
約
四

文
字
不
明
）
の
風
景
で
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
の
箇
所
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
冒
頭
部
の
手
入
れ
に
呼
応
し
て
、
最
終
形
態
で
は
、
削
除
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
結
び
は
、
こ
の
陸
中
国
の
風
景
が
、
行
脚
僧
に
と
っ
て
も
、
書
き
手
に
と
っ
て
も
解
読
し
が
た
い
「
錯
雑
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
己

（
注
日
）

言
及
的
に
語
っ
て
い
る
箇
所
と
読
め
る
。
中
地
文
は
、
「
宮
沢
賢
治
も
う
一
つ
の
童
話
集
序
文
」
で
、
こ
の
箇
所
が
「
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
序

文
の
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な

い
の
で
す
」
と
い
う
部
分
と
の
「
内
容
的
に
一
致
」
を
指
摘
し
て
い
た
。
確
か
に
一
致
は
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
お
い
て
は
、
こ

こ
に
「
修
学
旅
行
復
命
書
」
に
「
郷
土
古
き
陸
奥
の
景
象
の
知
何
に
複
雑
に
理
解
に
難
き
ゃ
、
暗
く
し
て
深
き
赤
松
の
並
木
と
林
、
樹
神
を
杷

れ
る
多
く
の
古
杉
、
楊
柳
と
赤
楊
と
の
群
落
、
大
な
る
藁
屋
根
槍
の
垣
根
、
そ
の
配
合
余
り
に
暗
く
し
て
錯
綜
せ
り
。
」
と
書
い
た
郷
里
の
複
雑
・

錯
綜
と
同
一
の
「
錯
雑
さ
」
を
読
み
う
る
の
で
は
な
い
か
。
景
象
の
複
雑
、
生
活
と
絡
み
合
っ
た
植
生
の
錯
綜
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
と
は
異

類
の
伝
承
的
存
在
と
の
共
存
に
も
錯
雑
さ
を
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
を
「
容
易
に
把
握
を
ゆ
る
さ
な
い
」
風
景
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
、
私
は
考
え
る
。

3 

下
書
稿
付
の
最
終
形
態
を
き
れ
い
に
清
書
し
た
下
書
稿
。
は
、
そ
の
後
の
手
入
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
最
終
形
態
に
な
る
。
こ
れ
が
、

全
集
等
に
「
九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

一一一



一
九
二
四
、

鉄
道
線
路
と
国
道
が
、

」
、
ら
あ
た
り
は
並
行
で
、

並
木
の
松
は
、

そ
ろ
っ
て
み
ち
に
影
を
置
き

電
信
ば
し
ら
は
も
う
堀
り
お
こ
し
た
田
の
な
か
に

で
こ
ぼ
こ
影
を
な
げ
ま
す
と

い
た
ず
き
に
花
を
な
ら
べ
て
植
え
つ
け
た

ち
い
さ
な
査
ぶ
き
の
う
ま
や
で
は

馬
が
も
り
も
り
か
い
ば
を
噛
み

頬
の
赤
い
は
だ
し
の
子
ど
も
は

そ
の
入
口
に
稲
草
の
縄
を
三
本
つ
け
て

引
っ
ぱ
っ
た
り
う
た
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
ゐ
ま
す

柳
は
萌
え
て
青
ぞ
ら
に
立
ち

田
を
型
く
馬
は
あ
ち
こ
ち
せ
わ
し
く
行
き
か
へ
り

山
は
草
火
の
け
む
り
と
い
っ
し
ょ
に

青
く
南
へ
な
が
れ
る
や
う

雲
は
し
づ
か
に
ひ
か
つ
て
砕
け

四

五、

一ムハ、



水
は
こ
ろ
こ
ろ
鳴
っ
て
ゐ
ま
す

さ
っ
き
の
か
ゾ
や
か
な
松
の
梢
の
聞
に
は

一
本
の
高
い
火
の
見
は
し
ご
が
あ
っ
て

捕 そ
髪 の
の片
ノj、っ
さ 方
な の
~端
主が
5・在折
が日れ

た
の
で

そ
こ
に
座
っ
て
や
す
ん
で
ゐ
ま
す

や
す
ん
で
こ
〉
ら
を
な
が
め
て
ゐ
ま
す

ず
う
っ
と
遠
く
の
崩
れ
る
風
の
あ
た
り
で
は

草
の
実
を
啄
む
や
さ
し
い
烏
が

か
す
か
に
ご
ろ
ご
ろ
鳴
い
て
ゐ
ま
す

こ
の
と
き
銀
い
ろ
の
け
む
り
を
吐
き

」
、
ら
の
空
気
を
模
の
や
う
に
割
き
な
が
ら

急
行
列
車
が
出
て
来
ま
す

ず
ゐ
ぶ
ん
早
く
走
る
の
で
す
が

車
が
み
ん
な
ま
は
っ
て
ゐ
る
の
は
見
え
ま
す
の
で

さ
っ
き
の
頬
の
赤
い
は
だ
し
の
子
ど
も
は

稲
草
の
縄
を
う
し
ろ
で
に
も
っ
て

汽
車
の
足
だ
け
見
て
居
ま
す

そ
の
行
き
す
ぎ
た
黒
い
汽
車
を

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

五
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ノ、

」
の
国
に
む
か
し
か
ら
棲
ん
で
ゐ
る

三
本
鍬
を
か
つ
い
だ
巨
き
な
人
が

に
が
に
が
笑
っ
て
じ
っ
と
な
が
め

そ
れ
か
ら
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が
ら

線
路
を
こ
っ
ち
へ
よ
こ
ぎ
つ
て

い
き
な
り
ぽ
っ
か
り
な
く
な
り
ま
す
と

あ
と
は
ま
た
水
が
こ
ろ
こ
ろ
鳴
っ
て

馬
が
も
り
も
り
噛
む
の
で
す

冒
頭
部
は
第
一
形
態
で
は
下
書
稿
付
の
最
終
形
態
を
引
き
継
い
で
、
「
こ
れ
は
所
謂
芽
芳
五
月
／
陸
中
国
の
清
明
で
あ
る
」
と
僧
の
行
脚
す
る

時
間
（
五
月
・
清
明
）
と
場
所
（
陸
中
国
）
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
前
近
代
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
場
所
と
季
節
の
呼
称
を
用
い
て
い
た

が
、
推
敵
過
程
で
、
こ
の
二
行
を
「
栗
駒
山
の
雪
が
小
さ
く
古
び
」
と
し
た
後
、
「
鉄
道
線
路
と
国
道
が
、
こ
、
ら
あ
た
り
は
並
行
で
、
／
電
信

ば
し
ら
は
も
う
掘
り
お
こ
し
た
田
の
な
か
に
／
で
こ
ぼ
こ
影
を
な
げ
ま
す
と
」
と
し
た
。
「
鉄
道
線
路
」
「
国
道
」
「
電
信
ば
し
ら
」
は
い
ず
れ
も

明
治
以
降
こ
の
土
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
場
所
を
指
示
す
る
題
材
と
し
て
こ
れ
ら
を
冒
頭
部
に
お
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
末
尾
部
で
は
、
「
こ
れ
は
所
謂
清
明
五
月
／
あ
し
た
は
移
る
陸
中
国
の
風
景
で
あ
る
」
と
冒
頭
部
の
「
清
明
」
「
陸
中
国
」

を
反
復
し
て
い
た
詩
行
を
削
除
し
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
詩
句
を
追
加
し
た
。

」
の
と
き
銀
い
ろ
の
け
む
り
を
吐
き

」
、
ら
の
空
気
を
模
の
や
う
に
割
き
な
が
ら

急
行
列
車
が
出
て
来
ま
す



ず
ゐ
ぶ
ん
早
く
走
る
の
で
す
が

車
が
み
ん
な
ま
は
っ
て
ゐ
る
の
は
見
え
ま
す
の
で

さ
っ
き
の
頬
の
赤
い
は
だ
し
の
子
ど
も
は

稲
草
の
縄
を
う
し
ろ
で
に
も
っ
て

汽
車
の
足
だ
け
見
て
居
ま
す

冒
頭
部
に
登
場
し
た
鉄
道
線
路
を
、
急
行
列
車
が
養
進
し
て
く
る
。
そ
れ
を
小
さ
な
萱
ぶ
き
の
う
ま
や
の
前
で
遊
ん
で
い
た
は
だ
し
の
子
ど

も
が
、
驚
き
と
興
味
に
満
ち
て
見
入
っ
て
い
る
。
こ
の
手
入
れ
は
、
近
代
以
降
の
事
物
の
付
加
と
い
う
意
味
で
、
冒
頭
部
と
同
一
の
性
格
の
も

の
で
あ
る
。

冒
頭
部
お
よ
び
末
尾
部
の
詩
句
中
の
、
鉄
道
線
路
と
並
木
の
あ
る
国
道
が
並
行
し
、
さ
ら
に
栗
駒
山
が
遠
望
さ
れ
る
地
点
は
、

一
九
二
四
年

当
時
の
花
巻
農
学
校
の
実
習
地
の
近
辺
に
は
見
あ
た
ら
ず
、
花
巻
近
郊
の
二
枚
橋
か
ら
石
鳥
谷
の
あ
た
り
に
相
当
す
る
。
そ
こ
に
一
九
二
四
年

五
月
一
六
日
（
金
）
に
、
「
銀
い
ろ
の
け
む
り
を
吐
き
／
こ
、
ら
の
空
気
を
模
の
や
う
に
割
き
な
が
ら
／
急
行
列
車
が
出
て
」
く
る
の
は
、
午
前

（↓江日）

一
O
時
前
後
の
東
北
本
線
下
り
一
列
車
し
か
な
い
。
こ
の
日
賢
治
は
二
時
間
の
授
業
と
実
習
を
担
当
し
て
い
る
し
、
ま
た
特
別
な
学
校
行
事
も
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
日
の
、

日
中
に
そ
の
あ
た
り
を
訪
れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
習
後
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
心
象

ス
ケ
ッ
チ
に
描
か
れ
て
い
る
時
刻
は
、
夕
刻
で
は
な
い
し
、
先
の
急
行
列
車
の
時
間
に
は
ま
っ
た
く
間
に
合
わ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
追
加

挿
入
は
、

一
九
二
四
年
五
月
一
六
日
に
宮
沢
賢
治
が
、
鉄
道
線
路
と
並
木
の
あ
る
国
道
が
並
行
し
た
地
点
で
の
手
帳
等
の
メ
モ
・
ス
ケ
ッ
チ
を

も
と
に
し
て
行
っ
た
も
の
や
、
そ
の
時
の
記
憶
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
推
敵
の
方
向
に
沿
う
よ
う
な
情

景
を
選
ん
で
組
み
込
ん
だ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
始
め
に
は
、
詩
人
は
、
日
の
前
に
展
開
す
る
時
間
や
風
景
を
、
近
代
以
前
を
表
象
す
る
呼
称
で
名
指
し
て
い
た
。

九

四
年
五
月
の
現
実
に
重
層
す
る
歴
史
性
を
現
前
さ
せ
る
詩
句
が
、
下
書
稿
ωい
か
ら
下
書
稿
口
の
第
一
形
態
に
か
け
て
選
ぴ
取
ら
れ
て
い
た
の
で

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

七
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あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
詩
人
は
そ
れ
ら
を
削
除
し
、
明
治
以
降
の
進
展
す
る
時
間
、
す
な
わ
ち
近
代
化
を
象
徴
す
る
事
物
を
お
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
削
除
挿
入
に
続
い
て
、
さ
ら
に
巨
人
が
登
場
す
る
場
面
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
行
き
す
ぎ
た
黒
い
汽
車
を

こ
の
国
に
む
か
し
か
ら
棲
ん
で
ゐ
る

三
本
鍬
を
か
つ
い
だ
巨
き
な
人
が

に
が
に
が
笑
っ
て
じ
っ
と
な
が
め

そ
れ
か
ら
び
っ
こ
を
ひ
き
な
が
ら

線
路
を
こ
っ
ち
へ
よ
こ
ぎ
つ
て

い
き
な
り
ぽ
っ
か
り
な
く
な
り
ま
す
と

こ
こ
に
現
れ
る
巨
き
な
人
は
、
二
一
本
鍬
を
持
っ
て
い
る
か
ら
何
か
し
ら
農
事
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
民
語
や
民
話
・

昔
話
、
伝
承
な
ど
に
こ
の
よ
う
な
存
在
は
発
見
で
き
て
い
な
い
。
賢
治
の
創
作
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
こ
の
固
に
昔
か
ら
棲
ん
で

い
る
」
存
在
で
あ
っ
て
、
こ
の
土
地
の
人
々
と
と
も
に
生
き
て
き
た
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
「
巨
き
な
人
」
は
、
子
ど
も
が
驚
異
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た
汽
車
を
、
「
に
が
に
が
笑
っ
て
じ
っ
と
な
が
め
」
て
い
る
。
こ
の
巨
人
の
笑

い
は
、
数
あ
る
賢
治
的
〈
笑
い
〉
の
な
か
で
も
、
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
笑
い
か
ら
は
、
巨
人
の
ど
ん
な
心
情
を
想
像
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
「
に
が
に
が
笑
う
」
笑
い
は
、
童
話
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
や
「
み
ぢ
か
い
木
ぺ
ん
」
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
〔
こ
の
ひ
ど
い
雨
の
な
か

の
な
か
に
も
現
れ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
は
「
に
が
に
が
」
笑
う
笑
い
は
、
満
足
や
喜
び
が
外
に
現

で
〕
」
（
「
春
と
修
羅
」
第
三
集
補
遺
所
収
）

れ
た
表
情
を
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
自
分
に
自
信
を
も
っ
た
笑
い
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
か
げ
り
の
な
い
笑
い
で
、
皮

肉
や
悲
し
み
、
苦
し
み
、
明
り
、
冷
笑
な
ど
と
は
無
縁
の
笑
い
で
あ
る
。



こ
の
巨
き
な
人
の
「
に
が
に
が
笑
い
」
も
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
巨
人
は
、
自

分
が
存
在
す
る
民
俗
的
世
界
に
進
入
し
て
き
た
近
代
目
汽
車
を
、
に
が
に
が
（
苦
々
）
し
く
見
て
笑
っ
て
い
る
（
苦
笑
い
）
と
い
う
解
釈
も
成

り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。
汽
車
と
巨
人
を
対
立
す
る
も
の
と
と
ら
え
、
巨
人
が
汽
車
に
侵
略
さ
れ
る
と
い
う
構
図
を
読
む
わ
け
だ
。
確
か
に
、
先

の
佐
々
木
喜
善
が
語
る
よ
う
に
民
俗
的
記
憶
が
近
代
化
に
よ
っ
て
衰
滅
し
つ
つ
あ
る
現
状
は
存
在
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
対
立
的
に
把
握

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
た
時
代
に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
可
能
で
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
部
で
は
そ
の
よ
う

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
、
巨
人
は
、
「
笑
っ
て
」
汽
車
の
後
ろ
を
、
「
じ
っ
と
」
眺
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
は
話

者
に
近
づ
い
て
「
ぽ
っ
か
り
な
く
な
る
」
。
こ
の
消
え
方
か
ら
、
巨
人
は
空
に
浮
か
ぶ
雲
を
見
立
て
た
も
の
か
と
も
思
え
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か

く
、
巨
人
は
過
ぎ
去
っ
た
汽
車
に
対
し
て
も
敵
意
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
親
和
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
す

れ
ば
、
こ
こ
で
巨
人
の
「
に
が
に
が
」
笑
い
は
、
は
だ
し
の
子
ど
も
と
同
じ
よ
う
に
、
汽
車
の
鳶
進
そ
の
も
の
に
対
す
る
素
朴
な
、
幼
児
的
な

喜
び
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
手
入
れ
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
の
は
、
近
代
的
な
る
も
の
と
、
伝
承
世
界
及
び
伝
承
世
界
を
保
持
す
る
人
々
と
の
共
存
を
描
く
詩
句
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
が
付
加
さ
れ
、
冒
頭
部
が
近
代
以
降
の
現
代
の
風
景
に
手
入
れ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
の
な
か
で
の
ゴ
プ
リ
ン
の
意
味
も
変
わ
っ

て
い
っ
た
。
下
書
稿
付
で
、
彼
が
眺
め
て
い
た
の
は
「
陸
中
の
五
月
」
の
風
景
で
あ
っ
た
。
陸
中
と
い
う
歴
史
性
の
な
か
に
ゴ
プ
リ
ン
も
あ
っ

た
の
だ
が
、
こ
の
手
入
れ
に
よ
り
、
ゴ
プ
リ
ン
の
い
る
場
所
も
眺
め
る
場
所
も
、

一
九
二
四
年
の
岩
手
県
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
ゴ
ブ
リ

ン
も
共
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
民
俗
伝
承
的
な
コ
二
本
鍬
を
持
っ
た
巨
き
な
人
」
と
童
話
的
存
在
の
ゴ
プ
リ
ン
は
、
と
も
に
一

九
二
四
年
の
岩
手
の
急
行
列
車
が
鳶
進
す
る
鉄
道
線
路
と
国
道
の
並
行
す
る
あ
た
り
の
場
所
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
九
九

行
脚
僧
の
五
月
」
は
、
以
上
の
よ
う
な
推
敵
課
程
を
経
て
、
「
九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
に
変
貌
し
た
。
行
脚
僧
の
目
に
う

つ
る
、
前
近
代
性
を
保
持
し
た
浮
世
絵
を
見
る
ご
と
き
陸
中
国
の
五
月
の
風
景
。
そ
こ
で
は
、
様
々
な
樹
木
が
生
活
の
場
を
装
景
し
、
春
の
自

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ッ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

九
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然
が
生
き
生
き
と
息
づ
き
、
妖
精
の
よ
う
な
も
の

（
ゴ
プ
リ
ン
）
が
憩
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
が
、
行
脚
僧
の
目
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
「
九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
で
は
、
行
脚
僧
と
い
う
視
点
人
物
は
消
去
さ
れ
る
。
全
体
の
風
景
は
変
わ
ら
な
い
が
、

近
代
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
・
現
在
と
い
う
時
間
を
明
示
す
る
場
所
を
描
き
だ
す
。
ゴ
プ
リ
ン
に
、
伝
承
的
巨
き
な
人
の
存
在
を
追
加
し
、
こ
れ

ら
童
話
的
・
伝
承
的
存
在
と
近
代
化
さ
れ
る
風
土
の
親
和
的
・
調
和
的
様
相
が
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
定
着
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
で
描
か
れ
る
岩
手
の
五
月
は
、
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
広
告
ち
ら
し
の

イ
l
ハ
ト
ヴ
は
一
つ
の
地
名
で
あ
る
。
強
て
、
そ
の
地
点
を
求
む
る
な
ら
ば
そ
れ
は
、
大
小
ク
ラ
ウ
ス
た
ち
の
耕
し
て
ゐ
た
、
野
原
や
、

少
女
ア
リ
ス
ガ
辿
っ
た
鏡
の
固
と
同
じ
世
界
の
中
、
テ
パ

l
ン
タ
l
ル
砂
漠
の
透
か
な
北
東
、
イ
ヴ
ン
王
国
の
遠
い
東
と
考
へ
ら
れ
る
。

実
に
こ
れ
は
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し
た
／
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る
。

を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
」
H
イ
l
ハ
ト
ヴ
の
五
月
の
ス
ケ
ッ
チ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う

」
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
書
か
れ
た
用
紙
（
赤
罫
詩
稿
用
紙
）

の
右
側
欄
外
に
、
手
入
れ
に
用
い
た
筆
記
具
（
鉛
筆
）

で
、
手
入
れ
と
同
じ
時
に
、

「
童
話
の
扉
一
［
に
↓
へ
ど
と
い
う
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。

」
れ
は
、
賢
治
が
「
九
九

〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
を
、
刊
行
予
定
の
童
話
集
の
扉
に
掲
載
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
こ
の
メ
モ
が
、
下
書
稿
付
「
陸
中
の
五
月
」
や
下
書
稿
口
第
一
形
態
「
行
脚
僧
の
五
月
」
に
付
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
発

展
形
と
も
言
う
べ
き
「
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
に
記
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
の
性
格
が
、
刊
行
さ
れ
る
べ
き
イ
1
ハ
ト
l
ブ

童
話
集
の
序
と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
童
話
集
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
賢
治
の
童
話
集
類
集
メ
モ
の
中

か
ら
、
「
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
に
響
き
あ
う
よ
う
な
内
容
の
童
話
集
構
想
を
探
せ
ば
、
「
村
童
ス
ケ
ッ
チ
」
「
イ
1
ハ
ト
l
ブ
民
語
集
」
が
そ

れ
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
童
話
集
の
扉
へ
」
メ
モ
記
入
の
時
期
と
「
村
童
ス
ケ
ッ
チ
」
「
イ
l
ハ
ト
l
ブ
民
語
集
」
メ
モ
の

（
J

廿
凶
）

時
期
に
つ
い
て
明
確
な
時
期
の
特
定
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
は
想
像
の
域
を
出
な
い
。
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下
室
目
稿
付
・
口
の
い
ず
れ
も
赤
罫
詩
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
。
下
付
一
枚
、
下
口
一
枚
で
あ
る
。
筆
記
用
具
は
手
入
れ
・
メ
モ
を
含
み
す
べ
て
鉛
筆
。

原
文
は
「
関
与

E
E。
校
訂
し
て
示
し
た
。

原
文
は
ふ
り
が
な
な
し
。

「
九
三
〔
日
脚
が
ぼ
う
と
ひ
ろ
が
れ
ば
〕
一
九
二
四
、
五
、
八
、
」
の
下
書
稿
付
。

「
〈
イ
l
ハ
ト
ヴ
〉
へ
の
志
向
」
『
宮
沢
賢
治
明
滅
す
る
春
と
修
羅
」
（
蒼
正
書
林
、
平
5
・
1
）
所
収
。

「
共
業
所
感
」
は
仏
教
語
で
あ
る
。
「
共
業
」
（
グ
ウ
ゴ
ウ
）
と
は
、
た
と
え
ば
「
望
月
仏
教
大
辞
典
』
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
昭
日
・
日
）
に
は
、
「
共

通
の
業
の
意
。
即
ち
自
他
共
用
の
器
世
間
の
果
を
感
ず
る
衆
生
共
通
の
業
因
を
云
ふ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
賢
治
の
こ
の
語
に
対
す
る
理
解
を
含

め
て
論
者
に
は
未
詳
で
あ
る
。

最
終
形
態
で
は
、
題
名
が
「
清
明
ど
き
の
駅
長
L

に
な
る
。

今
井
柏
浦
編
、
修
省
堂
、
昭
6
・
5

「
東
北
文
化
研
究
」

2
巻
3
号
（
昭
4
・
9
）
所
収

平
野
敬
一
他
訳
、
冨
山
房
、
平
4
・
9

「
ワ
ル
ト
ラ
ワ
ラ
」
日
号
（
平
日
・
日
）
所
収

「
天
邪
鬼
」
五
の
巻
（
昭
3
・
7
）
所
収

「
批
評
へ
・

2
号

評

論

研
2
0
0
回
記
念
」
（
平
4
・
2
）
所
収

注
2
に
同
じ
。

一
九
二
四
年
五
月
の
時
刻
表
に
拠
れ
ば
、
東
北
本
線
下
り
急
行
八
O
一
列
車
（
上
野
発
青
森
行
き
）
が
、
一
ノ
関
を
午
前
八
時
二
五
分
に
発
車
し
て
盛

岡
に
午
前
一
O
時
一
九
分
に
到
着
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
石
鳥
谷
あ
た
り
の
通
過
を
午
前
一
O
時
前
後
と
推
定
し
た
。

「
〔
花
巻
農
学
校
授
業
時
間
割
〕
」
（
新
校
本
全
集
第
日
巻
本
文
編
及
び
第
日
巻
下
年
譜
篇

m頁
所
収
）
、
花
巻
農
学
校
「
受
持
学
科
お
よ
び
分
掌
」
（
第
日

巻
下
補
遺
・
伝
記
資
篇
所
収
）
及
び
「
大
正
十
三
年
度
岩
手
県
立
花
巻
農
学
校
学
校
行
事
」
（
第
凶
巻
下
補
遺
・
伝
記
資
篇
所
収
）
に
拠
る
。

・
「
こ
ん
な
ら
も
う
穴
石
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
あ
の
お
っ
母
の
云
っ
た
お
か
し
な
も
の
を
見
て
や
ら
う
o
」
タ
ネ
リ
は
に
が
に
が
笑
ひ
な
が

ら
は
だ
し
で
そ
の
ぬ
れ
た
砂
を
ふ
ん
で
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
の
で
す
。
（
「
サ
ガ
レ
ン
と
八
月
」
・
傍
線
杉
浦
、
以
下
同
）

・
鉛
筆
は
ま
だ
キ
ツ
コ
が
手
も
う
ご
か
さ
な
い
う
ち
に
じ
つ
に
早
く
じ
つ
に
立
派
に
そ
れ
を
書
い
て
し
ま
ふ
の
で
し
た
。
キ
ァ
コ
は
も
う
大
悦
び
で
そ

れ
を
に
が
に
が
な
ら
べ
て
見
て
ゐ
ま
し
た
が
ふ
と
算
術
帳
と
理
科
帳
を
取
り
ち
が
へ
て
書
い
た
の
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
（
「
み
ぢ
か
い
木
ペ
ン
」
）

注注注注注注注 i主注
15 14 13 12 11 10 9 8 7 

i主
16 

J王
17 

宮
沢
賢
治

心
象
ス
ケ
ァ
チ
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
考

四



四

託
18 

－
あ
あ
い
ふ
ふ
う
に
若
く
て
／
頬
も
あ
か
る
く
／
髪
も
ち
£
れ
て
黒
い
と
な
れ
ば
／
べ
っ
か
う
ゴ
ム
の
長
靴
も
は
き
／
オ
リ
l
ヴ
い
ろ
の
縮
み
の
シ
ャ

ツ
も
買
っ
て
着
る
／
そ
し
て
に
が
に
が
わ
ら
っ
て
ゐ
る
／
か
ぐ
ら
の
め
ん
の
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
（
「
〔
こ
の
ひ
ど
い
雨
の
な
か
で
〕
」
）

小
沢
俊
郎
は
「
宮
沢
賢
治
童
話
類
集
メ
モ
考
」
（
「
小
沢
俊
郎
宮
沢
賢
治
論
集
』
第
1
巻
、
有
精
堂
、
昭
臼
・

3
所
収
）
で
、
こ
の
二
種
の
メ
モ
の
執

筆
時
期
を
昭
和
五
年
と
推
定
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
表
紙
に
、
「
村
童
ス
ケ
ッ
チ
」
と
書
か
れ
て
い
る
童
話
は
「
谷
」
「
十
月
の
末
」
の
二
篇
、
「
イ
l
ハ

ト
l
ブ
民
語
集
」
は
「
二
人
の
役
人
」
一
篇
の
み
で
あ
る
。

付
記

本
稿
は
、
「
国
文
学
」

2
月
臨
時
増
刊
号
（
平
日
・

2
）
所
収
「
賢
治
詩
の
な
か
に
〈
童
話
〉
を
読
む
」
中
の
「
九
九
〔
鉄
道
線
路
と
国
道
が
〕
」
を
大

幅
に
増
補
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。


