
　
　
　
　
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
『
茶
碗
の
中
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
　
　
野
　
　
陽
　
　
子

　
　
　
　
　
　
一
、
未
完
の
物
語

　
小
泉
八
雲
こ
と
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
一
八
五
〇
－
一
九
〇
四
）
は
、
再
話
と
い
う
形
で
、
数
多
く
の
怪
談
も
の
を
書
き
残
し

て
い
る
。

　
そ
れ
ら
の
怪
談
は
、
一
八
九
〇
年
に
来
日
し
て
か
ら
出
し
た
日
本
に
関
す
る
最
初
の
本
で
あ
る
『
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
面
影
』
二
八

九
四
）
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
に
い
く
つ
か
挿
入
さ
れ
た
出
雲
地
方
の
民
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
晩
年
の
五
年
間
の
『
雲
の
日
本
』
（
一
八
九

九
）
『
影
』
二
九
〇
〇
）
『
日
本
雑
記
』
（
一
九
〇
一
）
『
骨
董
』
二
九
〇
二
）
に
な
る
と
次
第
に
著
作
に
お
け
る
割
合
が
大
き
く
な
り
、
そ

し
て
最
後
の
『
怪
談
』
二
九
〇
四
）
に
至
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
ー
ン
に
は
生
来
の
怪
奇
趣
味
の
他
に
、
民
俗
学
的
関
心
も
深
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
採
集
さ
れ

た
様
々
な
物
語
は
、
怪
談
に
限
ら
ず
、
西
洋
の
読
者
に
と
っ
て
珍
し
い
異
国
の
民
話
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
が
現
在
読
ん
で

も
、
何
か
古
い
無
意
識
の
記
憶
を
呼
び
お
こ
さ
れ
る
よ
う
な
懐
か
し
さ
を
覚
え
る
こ
と
が
多
く
、
時
に
は
ハ
Ｉ
ン
に
よ
っ
て
初
め
て
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そ
う
い
う
伝
説
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
感
心
し
た
り
も
す
る
。

　
し
か
し
ハ
・
Ｉ
・
ン
の
幾
多
の
怪
談
作
品
の
中
に
は
、
た
だ
単
に
日
本
の
古
い
怪
異
譚
と
し
て
面
白
い
と
い
う
以
上
に
、
妙
に
い
つ
ま

で
も
心
に
引
っ
掛
か
っ
て
残
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
『
茶
碗
の
中
』
（
I
n

a
C
u
p
o
fT
e
a
）
も
そ
う
い
う
怪
談
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
わ
ず
か
五
頁
ほ
ど
の
短
編
で
、
『
骨
董
』
の
な
か
に

他
の
ハ
つ
の
話
と
と
も
に
「
古
い
物
語
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
『
茶
碗
の
中
』
に
は
、
ハ
ー
ン
の
他
の
多
く
の
怪
談
と
同
様
に
、
ハ
ー
ン
が
下
敷
き
と
し
た
日
本
語
の
原
話
が
あ
り
、
『
茶
碗
の

中
』
は
、
著
者
ハ
ー
ン
が
欧
米
の
読
者
に
対
し
て
日
本
の
こ
の
古
い
話
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
話
の
筋

は
こ
う
で
あ
る
。

　
新
年
の
挨
拶
回
り
に
で
た
中
川
佐
渡
守
の
一
行
が
本
郷
白
山
の
あ
る
茶
店
で
休
憩
し
た
お
り
、
供
の
関
内
と
い
う
若
党
が
茶
を
飲

も
う
と
す
る
と
、
取
り
上
げ
た
茶
碗
の
中
に
見
知
ら
ぬ
若
者
の
顔
が
映
っ
て
い
る
。
び
っ
く
り
し
て
そ
の
茶
を
捨
て
、
新
し
く
入
れ

か
え
る
と
、
ま
た
そ
の
顔
が
今
度
は
嘲
る
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
現
れ
る
。
関
内
は
一
瞬
気
味
悪
く
思
う
が
、
そ
の
茶
を
飲
ん
で

し
ま
う
。
す
る
と
そ
の
晩
、
屋
敷
で
当
直
だ
っ
た
関
内
の
前
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
突
然
そ
の
若
者
が
現
れ
、
式
部
平
内
と
名
の

り
、
や
は
り
嘲
る
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
、
ま
っ
す
ぐ
関
内
を
見
据
え
な
が
ら
関
内
に
詰
め
よ
る
。
た
だ
も
の
で
は
な
い
と
直
観
し

た
関
内
は
刀
を
ぬ
い
て
切
り
つ
け
る
が
、
男
は
す
っ
と
壁
の
中
に
消
え
て
し
ま
う
。
翌
晩
、
関
内
が
家
に
い
る
と
、
平
内
の
家
来
と

称
す
る
侍
が
三
人
訪
ね
て
き
て
玄
関
に
そ
ろ
っ
て
立
ち
、
主
人
が
受
け
た
深
傷
の
恨
み
を
そ
の
う
ち
本
人
が
晴
ら
し
に
く
る
だ
ろ
う

と
い
う
。
関
内
は
最
後
ま
で
話
を
聞
か
ず
に
飛
び
出
し
て
討
っ
て
か
か
る
も
の
の
、
や
は
り
刃
先
に
手
応
え
は
な
く
、
男
た
ち
は
消

え
て
し
ま
う
。
「
そ
し
て
…
…
」
と
い
う
、
ま
だ
話
の
先
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
文
で
怪
談
は
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
話
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の
前
に
、
ハ
ー
ン
は
次
の
よ
う
な
前
置
き
を
書
い
て
い
る
。

　
　
　
何
処
か
古
い
塔
の
薄
暗
い
螺
旋
階
段
を
昇
っ
て
み
る
と
、
何
も
な
い
突
き
当
た
り
の
暗
闇
の
た
だ
な
か
に
蜘
蛛
の
巣
が
か

　
　
か
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
海
岸
の
切
り
立
っ
た
断
崖
ぞ
い
の
道
を
辿
っ
て
い

　
　
き
、
岩
角
を
曲
が
っ
た
途
端
、
何
も
な
い
絶
壁
の
淵
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
経

　
　
験
の
も
つ
感
情
的
価
値
が
い
か
に
大
き
い
か
は
ｌ
文
学
的
観
点
か
ら
い
え
ば
ー
そ
の
時
に
味
わ
っ
た
感
覚
の
強
烈
さ
と
そ
の
感

　
　
覚
が
残
す
記
憶
の
鮮
や
か
さ
が
何
よ
り
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
日
本
の
古
い
物
語
の
本
の
中
に
は
、
不
思
議
に
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
感
情
的
効
果
を
も
た
ら
す
作
品
の
断
片
が

　
　
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
…
…
作
者
が
怠
慢
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
版
元
と
口
論
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

　
　
は
急
に
呼
び
だ
さ
れ
て
書
き
か
け
の
小
机
を
離
れ
、
そ
の
ま
ま
再
び
戻
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
不
慮
の
死
が
文
章
の

　
　
中
途
で
筆
を
折
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
物
語
が
未
完
の
ま
ま
に
な
っ
て
い

　
　
る
の
か
、
も
は
や
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
・
…
…
そ
の
典
型
的
な
例
を
一
つ
こ
こ
に
あ
げ
よ
う
。
（
訳
文
執
筆
者
、
以
下
同

　
　
じ
）

　
つ
ま
り
、
ま
だ
当
然
物
語
が
続
い
て
い
く
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
意
表
を
突
か
れ
て
中
断
し
て
し
ま
う
、
そ
の
意
外
感
の

比
喩
と
し
て
、
ハ
ー
ン
は
、
薄
暗
い
円
塔
を
昇
っ
て
暗
闇
に
突
き
当
た
っ
た
時
、
ま
た
切
り
立
っ
た
海
岸
沿
い
の
道
を
歩
い
て
突
然

そ
の
道
が
絶
壁
の
淵
に
出
た
時
の
経
験
を
あ
げ
、
そ
れ
が
極
め
て
鮮
烈
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
ま
ず
冒
頭
に
述
べ
た
わ
け
で
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あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
書
き
に
対
応
さ
せ
て
最
後
に
こ
う
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
古
い
物
語
は
こ
こ
で
途
切
れ
て
い
る
。
話
の
続
き
は
誰
か
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
百
年
以
上
も
前
に
塵

　
　
と
化
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
う
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
結
末
を
い
く
つ
か
想
像
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
ど
う
も
西
洋
人
の
想
像
力
を
満
足

　
　
さ
せ
そ
う
な
も
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
む
し
ろ
読
者
自
身
の
考
え
に
ま
か
せ
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
私
は
思
う
の
で
あ

　
　
る
。
霊
魂
を
飲
み
込
む
と
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
を
。

　
い
わ
ば
ハ
ー
ン
と
し
て
は
μ
未
完
μ
の
こ
の
話
の
結
末
は
あ
え
て
決
着
を
つ
け
ず
に
、
読
者
の
想
像
を
喚
起
す
る
と
い
う
形
を

と
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
十
九
年
制
作
の
小
林
正
樹
監
督
の
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
映
画
『
怪
談
』
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
『
和
解

（
映
画
で
の
題
は
「
黒
髪
」
）
』
『
雪
女
』
『
耳
な
し
芳
一
』
そ
し
て
最
後
が
こ
の
『
茶
碗
の
中
』
な
の
だ
が
、
こ
の
映
画
は
ハ
ー
ン
の
問
い

か
け
に
対
し
て
一
つ
の
答
え
を
提
示
し
て
い
る
。

　
た
し
か
映
画
の
な
か
で
は
、
整
っ
た
す
べ
ら
か
な
顔
立
ち
の
若
き
日
の
仲
谷
昇
が
式
部
平
内
を
演
じ
、
そ
の
薄
い
唇
の
片
端
を
つ

り
あ
げ
て
不
敵
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。
江
戸
市
中
の
往
来
の
映
像
か
ら
長
屋
の
部
屋
で
文
机
に
向
か
う
物
書
き
の
姿
が
ア
ッ
プ

に
な
っ
て
い
く
間
に
、
原
作
冒
頭
の
ハ
ー
ン
の
前
置
き
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
流
れ
る
。
関
内
の
話
が
終
わ
る
と
、
最
後
に
再
び

長
屋
の
場
面
に
な
り
、
水
を
飲
も
う
と
台
所
に
下
り
た
物
書
き
が
水
桶
を
覗
き
こ
む
と
悲
鳴
を
あ
げ
、
中
に
引
き
込
ま
れ
て
死
ん
で
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し
ま
う
。
そ
し
て
、
今
度
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
そ
の
長
屋
の
片
隅
の
水
桶
に
カ
メ
ラ
が
寄
っ
て
い
く
と
、
そ
の
水
の
表
面
に
、
死

ん
だ
物
書
き
の
顔
の
影
が
映
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
に
ゅ
う
っ
と
手
が
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
伸
び
て
く
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
幕

だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
作
で
は
茶
碗
の
中
に
顔
が
見
え
る
の
は
茶
店
で
だ
け
だ
っ
た
が
、
映
画
で
は
帰
宅
後

も
、
そ
れ
が
何
か
飲
も
う
と
す
る
度
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

　
こ
の
箇
所
と
最
後
の
場
面
は
原
作
に
な
い
映
画
の
脚
色
で
あ
り
、
ハ
ー
ン
が
未
完
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
結
末
部
分
に
対
し
て
こ

の
映
画
の
製
作
者
た
ち
の
出
し
た
ひ
と
つ
の
解
釈
が
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
茶
碗
の
中
に
映
っ
て
い
た
の
は

死
者
の
霊
で
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
関
内
は
、
す
こ
し
づ
つ
追
い
こ
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
に
取
り
殺
さ
れ
た
。
そ
し
て
今
度
は
関

内
が
茶
碗
の
水
面
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
霊
と
な
っ
て
飲
も
う
と
す
る
も
の
に
手
を
伸
ば
す
で
あ
ろ
う
と
。
ま
た
そ
の
作
者
が
こ
の
よ

う
な
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
た
め
に
こ
の
怪
談
は
中
断
し
て
い
る
の
だ
と
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
た
理
由
の
一
端
は
、
平
井
呈
一
氏
訳
の
『
小
泉
ハ
雲
作
品
集
』
に
お
け
る
氏
の
訳
文
に
も
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
平
井
氏
は
、
関
内
が
飲
み
込
ん
だ
も
の
が
g
h
o
s
t
で
は
な
い
か
と
ふ
と
疑
う
箇
所
は
い
い
と
し
て
、
茶
碗
の
な
か
の
幻
影

で
あ
る
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
｡p
h
a
n
t
o
ヨ
さ
ら
に
、
最
後
の
一
文
I

p
r
e
f
e
r
t
o
F
{
t
g
{
e
叫
a
Q
｢
a
t
尿
ヨ
耳
t
o
a
Ｑ
Ｑ
E
e
g
e
p
r
o
b
a
b
l
e

c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
eo
f
s
w
a
l
l
o
w
i
n
g
a

S
o
u
l
"
の
S
o
u
l
を
も
み
な
一
様
に
「
幽
霊
」
と
訳
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
解

し
て
し
ま
う
と
、
な
ぜ
こ
の
幽
霊
が
関
内
の
飲
も
う
と
す
る
茶
に
現
わ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
ハ
ー
ン
の
文
章

は
、
茶
碗
の
中
の
幻
が
死
者
で
あ
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
そ
の
幻
と
茶
碗
、
ま
た
関
内
と
の
因
縁
に
も
何
も
触
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
は
た
し
て
こ
の
解
釈
が
妥
当
か
、
そ
れ
を
み
る
た
め
に
、
ま
ず
ハ
ー
ン
の
作
品
を
原
話
と
比
較
し
、
再
話
の
際
ハ
ー
ン
が
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い
か
な
る
手
を
加
え
た
か
検
討
し
て
み
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
二
、
原
話
「
茶
店
の
水
椀
若
年
の
面
を
現
ず
」

　
　
「
茶
碗
の
中
」
の
原
語
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ン
自
身
が
そ
の
出
典
を
明
記
し
て
お
（
牡
、
平
井
呈
一
訳
『
小
泉
八
雲
作
品
集
』
の
巻

末
に
も
そ
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
「
茶
店
の
水
椀
若
年
の
面
を
現
ず
」

　
　
　
天
和
四
年
正
月
四
日
に
、
中
川
佐
渡
守
年
礼
に
お
は
せ
し
供
に
、
堀
田
小
三
郎
と
い
う
人
ま
い
り
、
本
郷
の
白
山
の
茶
店
に

　
　
立
よ
り
休
ら
ひ
し
に
、
召
仕
の
関
内
と
い
う
者
水
を
飲
け
る
が
、
茶
碗
の
中
に
最
麗
し
き
若
年
の
顔
う
つ
り
し
か
ば
、
い
ぶ
せ

　
　
く
お
も
ひ
、
水
を
す
て
て
又
汲
む
に
、
顔
の
見
え
し
か
ば
、
是
非
な
く
飲
み
て
し
。
其
夜
関
内
が
部
屋
へ
若
衆
来
り
、
昼
は
初

　
　
め
て
逢
ひ
ま
ゐ
ら
せ
つ
。
式
部
平
内
と
い
ふ
者
也
。
関
内
お
ど
ろ
き
、
全
く
我
は
覚
え
侍
ら
ず
。
扨
表
の
門
を
ば
何
と
し
て
通

　
　
り
来
れ
る
ぞ
や
。
不
審
き
も
の
な
り
。
人
に
は
あ
ら
じ
と
お
も
ひ
、
抜
き
う
ち
に
切
り
け
れ
ば
、
逃
げ
出
た
り
し
を
厳
く
追
か

　
　
く
る
に
、
隣
の
境
ま
で
行
き
て
見
う
し
な
ひ
し
。
人
々
出
合
ひ
其
由
を
問
ひ
、
心
得
が
足
し
と
て
扨
や
み
ぬ
。
翌
晩
関
内
に
逢

　
　
は
ん
と
て
人
来
る
。
誰
と
問
ば
、
式
部
平
内
が
使
ひ
松
岡
平
蔵
、
岡
村
平
六
、
土
橋
文
蔵
と
い
ふ
者
な
り
。
思
ひ
よ
り
て
ま
ゐ

　
　
り
し
も
の
を
、
い
た
は
る
ま
で
こ
そ
な
く
と
も
、
手
を
負
は
せ
る
は
い
か
が
ぞ
や
。
疵
の
養
生
に
湯
治
し
た
り
。
来
る
十
六
日
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に
は
帰
り
な
ん
。
其
時
恨
を
な
す
べ
し
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
中
々
あ
ら
け
な
き
形
な
り
。
関
内
心
得
た
り
と
て
、
脇
指
を
ぬ
き

　
　
き
り
か
か
れ
ば
、
逃
げ
て
件
の
境
ま
で
行
き
、
隣
の
壁
に
飛
び
あ
が
り
て
失
ひ
侍
り
し
。
後
又
も
来
ら
ず
。
（
明
治
二
十
四
年

　
　
　
『
新
著
聞
集
』
巻
五
、
第
十
奇
怪
編
所
載
）

　
原
話
は
作
者
が
だ
れ
と
も
わ
か
ら
ぬ
小
話
で
、
極
め
て
淡
々
と
し
た
叙
述
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
同
じ
筋
立
て
、
同
じ
登
場
人
物
な
が

ら
、
原
話
に
か
な
り
手
を
加
え
て
い
る
。
西
洋
の
読
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
だ
ろ
う
語
句
や
状
況
に
は
、
脚
注
の
他
に
も
説
明
を
巧

み
に
文
内
に
折
り
込
ん
で
い
る
の
は
翻
訳
上
の
配
慮
と
し
て
、
そ
れ
以
外
に
、
要
所
々
々
の
場
面
描
写
を
生
き
生
き
と
詳
し
く
し
て

い
る
。

　
ま
ず
、
初
め
て
茶
碗
の
中
に
顔
が
幻
出
す
る
と
こ
ろ
、
原
話
で
は
「
召
仕
の
関
内
と
い
う
者
水
を
飲
け
る
が
、
茶
碗
の
中
に
最
麗

し
き
若
年
の
顔
う
つ
り
し
か
ば
、
い
ぶ
せ
く
お
も
ひ
、
水
を
す
て
て
又
汲
む
に
、
顔
の
見
え
し
か
ば
、
是
非
な
く
飲
み
て
し
」
の
く

だ
り
を
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
　
　
茶
碗
を
取
り
上
げ
、
口
を
つ
け
よ
う
と
す
る
と
そ
の
時
、
彼
は
突
然
、
透
明
な
黄
色
の
液
体
の
な
か
に
自
分
の
で
は
な
い
顔

　
　
の
形
、
顔
の
影
が
映
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
驚
い
て
彼
は
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
が
、
そ
ば
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
茶
碗

　
　
の
顔
は
髪
型
か
ら
す
る
と
若
侍
の
顔
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
奇
妙
な
ほ
ど
あ
り
あ
り
と
映
っ
て
い
て
、
非
常
に
端
正
な
ー
ま
る

　
　
で
少
女
の
顔
の
よ
う
な
繊
細
な
ｌ
顔
立
ち
だ
っ
た
。
そ
し
て
映
っ
て
い
た
の
は
確
か
に
生
き
て
い
る
人
間
の
顔
の
よ
う
に
見

　
　
え
た
。
目
も
唇
も
動
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
謎
め
い
た
幻
像
（
Q
弓
l
t
F
）
に
当
惑
し
た
関
内
は
茶
を
捨
て
、
注
意
深
く
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茶
碗
を
調
べ
て
み
た
。
だ
が
そ
れ
は
何
の
変
哲
も
な
い
、
た
だ
の
安
物
の
湯
飲
み
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼
は
別
の
茶
碗
を
み
つ

　
　
け
て
ま
た
茶
を
注
い
だ
。
す
る
と
再
び
そ
の
顔
が
お
茶
の
中
に
現
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
新
し
く
茶
を
い
れ
な
お
さ
せ
た
上
で
、

　
　
改
め
て
茶
碗
に
注
い
だ
。
す
る
と
今
ま
た
そ
の
不
思
議
な
顔
が
現
れ
、
今
度
は
嘲
け
る
よ
う
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
た
。
し
か

　
　
し
関
内
は
じ
っ
と
堪
え
て
恐
怖
感
を
抑
え
つ
け
た
。
「
貴
様
が
誰
で
あ
ろ
う
と
」
彼
は
口
ご
も
り
な
が
ら
言
っ
た
、
「
も
は
や
だ

　
　
ま
さ
れ
な
い
ぞ
」
。
ｌ
そ
し
て
そ
の
茶
を
、
顔
も
何
も
か
も
一
気
に
飲
み
干
し
た
後
、
一
行
に
連
な
っ
て
出
掛
け
た
。
は
た
し

　
　
て
霊
を
飲
み
こ
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
い
ぶ
か
し
み
な
が
ら
。

　
茶
碗
の
中
に
顔
を
見
た
関
内
の
狼
狽
と
自
制
の
武
士
ら
し
い
心
の
動
き
を
描
き
こ
ん
で
い
る
の
は
作
家
ら
し
い
脚
色
で
あ
る
。
だ

が
注
意
す
べ
き
は
、
原
話
で
は
た
だ
「
最
麗
し
き
」
と
あ
る
だ
け
の
顔
に
、
ハ
ー
ン
が
原
話
に
は
な
い
「
嘲
け
る
よ
う
な
笑
み
」
を

そ
の
特
徴
と
し
て
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
顔
に
何
度
も
言
及
し
、
そ
の
た
び
に
「
顔
」
「
顔
」
と
代
名
詞
を
使
わ
ず

に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
顔
の
幻
像
そ
の
も
の
を
関
内
の
視
野
の
な
か
で
大
き
く
拡
大
し
、
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
夜
に
な
っ
て
茶
碗
の
幻
の
男
が
訪
ね
て
来
る
部
分
、
原
話
の
「
其
夜
関
内
が
部
屋
へ
若
衆
来
り
、
昼
は
初
め
て
逢
ひ
ま
ゐ

ら
せ
つ
。
式
部
平
内
と
い
ふ
者
也
。
関
内
お
ど
ろ
き
、
全
く
我
は
覚
え
侍
ら
ず
。
さ
て
表
の
門
を
ば
何
と
し
て
通
り
来
れ
る
ぞ
や
。

不
審
き
も
の
な
り
。
人
に
は
あ
ら
じ
と
お
も
ひ
、
抜
う
ち
に
切
り
け
れ
ぼ
、
逃
げ
出
た
り
し
を
厳
し
く
追
か
く
る
に
、
隣
の
境
ま
で

行
き
て
見
う
し
な
ひ
し
」
の
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
日
の
晩
遅
く
、
中
川
殿
の
屋
敷
に
詰
め
て
当
直
に
あ
た
っ
て
い
る
と
、
見
慣
れ
ぬ
客
人
（
s
t
r
a
n
g
e
r
）
が
音
も
な
く
部
屋
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に
入
っ
て
き
た
の
に
関
内
は
驚
い
た
。
客
は
立
派
な
身
な
り
を
し
た
若
侍
で
、
関
内
の
真
向
か
い
に
座
る
と
、
軽
く
お
辞
儀
を

し
て
か
ら
こ
う
述
べ
た
。

　
　
「
式
部
平
内
と
申
し
ま
す
。
－
今
日
初
め
て
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
。
…
…
お
気
付
き
に
な
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
。
」

　
そ
の
男
は
極
め
て
低
い
、
だ
が
よ
く
通
る
声
で
話
し
た
。
そ
し
て
関
内
は
自
分
の
前
に
、
あ
の
同
じ
不
気
味
で
端
正
な
顔

を
、
彼
が
茶
碗
の
中
に
見
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
幻
像
宵
弓
ｌ
ｔ
Ｆ
）
と
同
じ
顔
が
あ
る
の
を
認
め
て
仰
天
し
た
。
そ
の
顔

は
今
微
笑
ん
で
い
た
、
茶
碗
の
中
の
幻
影
（
各
自
｛
ｏ
ヨ
｝
が
微
笑
ん
で
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
。
し
か
し
笑
っ
て
い
る
口
許
の
上

の
両
眼
が
ま
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
に
自
分
を
見
据
え
て
い
る
の
は
挑
戦
で
あ
り
、
ま
た
侮
辱
で
も
あ
っ
た
。

　
　
「
は
て
、
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
な
」
、
関
内
は
内
心
怒
気
を
含
ん
で
冷
や
や
か
に
答
え
た
。
「
そ
れ
よ
り
も
、
当
屋
敷
内
に
如
何

に
し
て
忍
び
入
ら
れ
た
か
、
そ
れ
を
承
り
た
い
。
」

　
　
〔
封
建
時
代
に
は
、
大
名
の
屋
敷
は
刻
限
を
問
わ
ず
厳
重
に
守
り
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
警
備
の
者
に
許
し
難
き
不
注
意

で
も
な
い
限
り
、
誰
も
取
り
次
ぎ
な
し
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
〕

　
　
「
ほ
う
、
御
存
じ
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
か
！
」
い
か
に
も
皮
肉
な
調
子
で
、
そ
う
声
を
あ
げ
る
と
、
訪
問
者
宵
回
ｏ
「
」
は
少

し
ず
つ
に
じ
り
寄
っ
て
き
た
。
「
御
存
じ
な
い
と
な
！
　
そ
れ
で
も
貴
殿
は
今
朝
、
わ
ざ
と
拙
者
に
手
ひ
ど
い
危
害
を
加
え
ら

れ
た
…
…
」

　
関
内
は
と
っ
さ
に
腰
の
短
刀
を
掴
み
、
男
の
喉
元
め
が
け
て
鋭
く
突
い
た
。
し
か
し
刃
先
に
は
何
の
手
応
え
も
な
い
。
と
同

時
に
、
侵
入
者
（
F
喋
乱
a
）
は
音
も
な
く
さ
っ
と
壁
ぎ
わ
へ
飛
び
の
き
、
そ
の
壁
を
す
る
り
と
通
り
抜
け
て
し
ま
っ
た
。
…
…

壁
に
通
っ
た
痕
跡
は
何
も
な
か
っ
た
。
ま
る
で
蝋
燭
の
明
か
り
が
行
燈
の
紙
を
透
か
し
通
る
よ
う
に
壁
を
す
り
ぬ
け
て
い
っ
た
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の
だ
。
」

　
こ
こ
で
ハ
ー
ン
は
、
原
話
で
は
た
だ
「
若
衆
」
と
あ
る
の
を
、
見
慣
れ
ぬ
客
人
（
s
t
r
a
n
g
e
r
）
　
　
　
　
･
訪
問
者
宵
Ｗ
ｏ
「
」
・
侵
入
者
（
i
n
t
r
u
'

Ｐ
Ｑ
「
」
と
規
定
し
て
登
場
さ
せ
る
。
ま
た
ハ
ー
ン
は
茶
碗
の
な
か
に
現
れ
た
の
と
同
じ
顔
を
し
た
訪
問
者
の
顔
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
、
そ
の
微
笑
と
さ
ら
に
関
内
を
直
視
す
る
挑
む
よ
う
な
眼
差
し
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
「
見
覚
え
が
な
い
」
と
主
張
す
る
関
内
に

対
し
、
平
内
は
繰
り
返
し
「
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
」
と
食
い
下
が
る
。
そ
し
て
原
話
で
は
平
内
を
追
い
か
け
た
あ
げ
く
「
見
失
っ

た
」
と
あ
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
化
け
物
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、
た
だ
逃
げ
足
が
速
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

ハ
ー
ン
は
「
刀
に
何
の
手
応
え
も
な
く
」
、
平
内
が
「
音
も
な
く
さ
っ
と
」
壁
の
中
に
消
え
て
い
く
さ
ま
を
描
き
、
平
内
が
こ
の
世
な

ら
ぬ
存
在
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
実
体
が
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
の
家
来
達
が
訪
ね
て
く
る
部
分
で
も
、
関
内
が
切
り
つ
け
よ
う
と
す
る
と
、
ハ
ー
ン
に
お
い
て
は
家
来
た
ち
は
「
影
の
よ
う

に
」
ひ
ら
ひ
ら
と
壁
の
む
こ
う
に
消
え
て
い
く
。
そ
し
て
原
話
に
あ
る
家
来
達
の
「
あ
ら
け
な
き
形
」
、
つ
ま
り
侮
辱
さ
れ
た
主
人
の

仇
を
討
ち
に
来
た
彼
ら
の
腹
に
す
え
か
ね
て
荒
々
し
い
形
相
な
ど
は
か
え
っ
て
人
間
味
が
あ
る
た
め
か
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
い
っ
た
ハ
ー
ン
の
改
変
の
跡
に
関
し
て
い
え
ば
、
原
話
よ
り
ハ
ー
ン
の
再
話
作
品
の
方
が
遥
か
に
緊
迫
感
が
あ
っ
て
不
気
味

で
あ
り
、
怪
談
ら
し
い
恐
怖
感
の
漂
う
仕
上
が
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
だ
が
、
ハ
ー
ン
は
た
だ
原
語
を
敷
衍
し
て
劇
化
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
文
章
を
そ
っ
く
り
削
除
し
て
い
る
所
が
二
箇
所
あ

る
。
松
岡
平
蔵
以
下
が
関
内
を
訪
ね
て
き
て
恨
み
ご
と
を
言
う
場
面
の
「
思
ひ
よ
り
て
ま
ゐ
り
し
も
の
を
、
い
た
は
る
ま
で
こ
そ
な

く
と
も
、
手
を
負
は
せ
る
は
い
か
が
ぞ
や
」
と
い
う
台
詞
、
そ
し
て
最
後
の
「
後
又
も
来
ら
ず
」
と
い
う
締
め
く
く
り
の
一
文
で
あ
る
。

　
原
話
で
は
、
家
来
の
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
茶
碗
の
中
に
美
少
年
の
顔
が
現
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
晩
当
人
が
関
内
を
訪
れ
た
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か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
茶
碗
に
浮
か
ん
だ
顔
は
た
だ
の
怪
異
現
象
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
思
ひ
よ
り
て
ま
ゐ
っ
た
」
、
思

い
を
寄
せ
て
恋
い
慕
い
、
そ
の
恋
慕
の
情
を
伝
え
ん
が
た
め
の
一
念
で
現
れ
た
若
侍
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
関
内
が
そ
の
茶
碗

を
飲
み
干
し
体
内
に
受
け
入
れ
た
た
め
、
若
侍
は
自
分
の
思
い
が
受
入
れ
ら
れ
た
と
勘
違
い
し
、
喜
び
勇
ん
で
夜
や
っ
て
き
た
。
そ

れ
な
の
に
関
内
は
そ
の
い
じ
ら
し
さ
を
い
た
わ
る
こ
と
さ
え
も
せ
ず
、
い
き
な
り
切
り
つ
け
た
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
酷
い
で
は
な
い

か
、
と
い
う
の
が
家
来
達
の
言
い
分
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
腹
を
立
て
て
主
人
の
仇
討
に
来
た
、
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
原
話
の
重
点
は
茶
碗
の
中
に
顔
が
見
え
た
り
す
る
こ
と
の
不
思
議
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ

の
若
侍
と
関
内
の
関
係
の
方
に
あ
り
、
テ
ー
マ
は
、
一
方
的
な
思
い
込
み
に
よ
る
愛
と
そ
の
不
覚
の
受
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
言
い

か
え
れ
ば
、
原
話
の
読
者
に
と
っ
て
、
茶
碗
の
中
の
水
の
映
像
が
恋
慕
の
情
の
組
晶
と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
自
明
の

こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
文
学
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
万
葉
集
に
あ
る
、
任
地
に
赴
く
防
人
の
「
わ
が
妻
は
い
た

く
恋
ひ
ら
し
飲
む
水
に
影
さ
へ
見
え
て
よ
に
忘
れ
ら
れ
ず
」
と
い
う
歌
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
し
、
さ
ら
に
盃
を
組
み
交
わ

し
て
契
り
を
固
め
る
風
習
が
、
茶
を
飲
み
干
し
た
こ
と
す
な
わ
ち
相
手
の
思
い
を
受
け
入
れ
た
こ
と
と
い
う
筋
立
て
に
遠
く
響
い
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
う
い
っ
た
原
話
の
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
「
思
ひ
よ
り
て
ま
ゐ
り
し
も
の
を
、
…
…
」
と
い
う
重
要
な
台
詞
を
ハ
ー
・
ン

は
削
っ
た
。
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
結
末
の
「
そ
の
後
は
も
う
現
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
文
を
削
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
昭
和
五
十
九
年
度

の
泉
鏡
花
賞
を
と
っ
た
赤
江
漠
氏
の
『
ハ
雲
が
殺
し
た
』
は
、
こ
の
点
を
枕
に
し
た
サ
ス
ペ
ン
ス
風
の
短
編
で
あ
る
。
『
ハ
雲
が
殺
し

た
』
で
は
、
若
い
頃
に
ハ
ー
ン
の
こ
の
作
品
を
読
ん
で
理
解
で
き
ず
に
い
た
中
年
の
一
人
暮
ら
し
の
女
主
人
公
が
関
内
と
似
た
体
験

を
へ
た
後
、
夢
の
な
か
に
毎
夜
現
れ
て
は
自
分
を
虜
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
見
知
ら
ぬ
相
手
の
男
へ
の
殺
意
を
覚
え
、
そ
し
て
原
話
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の
方
の
意
味
に
気
づ
く
。
赤
江
氏
は
、
『
ハ
雲
が
殺
し
た
』
の
女
主
人
公
に
「
ハ
雲
っ
て
、
な
ん
て
ト
ン
チ
キ
な
、
小
説
の
わ
か
ら
な

い
男
だ
ろ
う
。
し
か
も
原
話
を
お
く
め
ん
も
な
く
『
未
完
の
物
語
』
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
未
完
に
し
た
の
は
、
ハ
雲
自
身
で
は
な

い
か
！
　
原
話
の
花
や
実
に
気
づ
か
ず
、
そ
れ
を
む
し
り
と
っ
て
お
き
な
が
ら
！
」
と
憤
慨
さ
せ
、
素
朴
な
が
ら
完
成
さ
れ
た
原
話

に
比
べ
て
ハ
ー
ン
の
短
編
は
「
字
数
が
多
い
割
り
に
、
…
…
物
語
の
完
成
度
は
数
等
劣
っ
て
」
「
通
俗
ば
な
し
の
原
話
に
は
る
か
に
及

ば
な
い
不
出
来
の
作
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
批
判
す
る
。

　
だ
が
こ
の
批
判
は
的
は
ず
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
、
再
話
の
材
料
を
集
め
る
時
、
妻
の
小
泉
節
子
の
助
け
を
借
り
て
、

日
本
語
の
原
話
を
、
行
間
の
心
理
に
至
る
ま
で
実
に
細
か
く
読
み
こ
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ハ
ー
ン
が
、
こ
の
よ
う
に

誰
が
読
ん
で
も
わ
か
る
よ
う
な
Ｊ
超
俗
話
〃
の
原
話
の
テ
ー
マ
に
気
づ
か
ぬ
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
原
話

の
人
間
関
係
を
そ
の
ま
ま
活
か
す
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
話
が
描
い
て
い
る
の
は
、
要

す
る
に
男
色
に
か
ら
む
話
だ
か
ら
だ
。
江
戸
時
代
（
特
に
そ
の
初
期
）
の
武
土
社
会
で
は
、
美
少
年
愛
玩
が
必
ず
し
も
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル

で
反
社
会
的
な
行
為
と
は
認
識
さ
れ
ず
、
か
な
り
お
お
っ
ぴ
ら
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
年
下
の
方
を
「
若
衆
」
、
年
長
の
方
を

　
「
念
者
」
、
そ
う
い
う
関
係
を
「
衆
道
」
と
称
し
た
。
衆
道
は
か
な
り
切
実
な
問
題
だ
っ
た
ら
し
く
、
気
持
ち
の
行
き
違
い
や
ら
三
角

関
係
や
ら
に
武
士
の
体
面
が
加
わ
っ
て
い
ざ
こ
ざ
が
絶
え
ず
、
当
事
者
ば
か
り
か
家
来
ま
で
巻
き
込
ん
だ
刃
傷
沙
汰
が
よ
く
起
き
た

ら
し
い
。
そ
う
い
う
文
脈
で
見
れ
ば
、
原
話
に
お
け
る
「
若
衆
」
の
「
い
と
麗
し
き
」
と
い
う
形
容
、
復
讐
に
来
た
家
来
達
の
「
あ

ら
け
な
き
」
形
相
、
そ
し
て
話
全
体
の
珍
し
く
も
な
い
と
い
っ
た
調
子
の
淡
々
と
し
た
語
り
口
が
納
得
さ
れ
る
。

　
し
か
し
ハ
ー
ン
は
、
十
九
世
紀
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
読
者
層
に
対
す
る
倫
理
的
配
慮
か
ら
か
、
他
の
怪
談
の
再
話
に
お
い
て
も
原

話
に
少
し
で
も
悪
趣
味
と
思
わ
れ
る
所
が
あ
れ
ば
、
注
意
深
く
削
っ
た
。
で
は
そ
う
し
た
ハ
ー
ン
の
良
識
的
取
捨
選
択
の
た
め
に
、
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ハ
ー
ン
の
『
茶
碗
の
中
』
は
赤
江
氏
が
い
う
よ
う
に
「
原
話
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
不
出
来
の
作
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

　
そ
も
そ
も
原
話
の
な
か
で
、
相
手
が
男
だ
と
い
う
点
を
別
に
し
て
、
女
に
置
き
か
え
れ
ば
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
存
在
な
い
し
こ
の
世

な
ら
ぬ
方
法
で
幻
出
す
る
女
と
の
恋
物
語
は
、
ハ
ー
ン
が
非
常
に
好
ん
だ
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
『
泉
の
乙
女
』
『
鳥
女

房
』
か
ら
日
本
の
怪
談
の
『
雪
女
』
『
牡
丹
燈
籠
』
『
お
貞
の
話
』
『
伊
藤
則
資
の
話
』
な
ど
、
ハ
ー
ン
の
作
品
の
な
か
に
数
多
く
み
ら

れ
る
。
だ
が
そ
の
テ
ー
マ
を
あ
え
て
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
原
話
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
茶
碗
の
水
面
に
顔
が
現
れ
る
と
い

う
現
れ
方
が
、
ハ
ー
ン
の
中
に
強
く
喚
起
し
揺
さ
ぶ
り
起
こ
す
も
の
が
他
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ハ
ー
ン
は
原
話
と
い

う
布
地
の
中
に
何
か
別
の
も
の
を
、
ハ
ー
ン
個
人
の
感
性
が
生
ん
だ
全
く
異
な
る
テ
ー
マ
を
織
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
三
、
分
身
の
物
語

　
こ
こ
で
、
ハ
ー
ン
が
原
話
に
な
い
要
素
と
し
て
何
を
付
け
加
え
た
か
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
ハ
ー
ン
が
強
調
し
た
の
は
、
ま
ず
茶
碗

の
中
の
水
面
に
映
っ
た
顔
の
影
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
関
内
と
同
じ
年
若
い
侍
の
顔
で
あ
り
、
そ
の
幻
影
は
と
て
も
小
さ
な
碗

の
枠
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
い
ね
ば
ま
る
で
鏡
の
な
か
に
み
え
る
等
身
大
の
像
の
よ
う
に
大

き
く
は
っ
き
り
と
関
内
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
の
表
情
だ
が
、
顔
の
幻
は
関
内
の
心
の
内
の
動
揺
を
み
す
か
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
、

関
内
を
じ
っ
と
見
据
え
て
嘲
り
の
笑
い
を
浮
か
べ
て
い
る
。
そ
の
顔
に
は
も
は
や
当
初
述
べ
ら
れ
た
繊
細
な
美
し
さ
な
ど
消
し
飛
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
揺
る
が
ぬ
不
敵
な
視
線
と
嘲
笑
は
、
茶
碗
の
中
の
水
鏡
か
ら
抜
け
出
て
式
部
平
内
と
名
乗
っ
た
あ
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と
も
、
関
内
が
反
発
す
る
と
そ
の
反
発
を
返
す
ご
と
く
、
一
層
執
拗
に
関
内
に
向
け
ら
れ
、
関
内
を
挑
発
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
ン

は
、
茶
碗
に
現
れ
た
幻
影
の
本
質
を
、
恋
慕
の
情
の
結
晶
か
ら
直
視
す
る
視
線
（
s
t
e
a
d
y
　
g
a
z
e
）
と
嘲
笑
（
∃
o
･
F
?
ﾖ
ｰ
F
）
へ
と
変

え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
関
内
に
と
っ
て
、
そ
の
幻
影
の
映
る
茶
を
飲
み
干
す
と
い
う
行
為
の
意
味
も
、
相
手
の
受
け
容
れ
か
ら
相

手
の
負
傷
へ
と
変
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
幻
影
が
関
内
に
要
求
す
る
の
は
、
い
た
わ
り
で
は
な
く
、
自
分
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め

よ
と
い
う
要
求
、
い
わ
ば
無
自
覚
な
関
内
に
対
す
る
自
覚
の
促
し
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
茶
碗
の
中
の
水
鏡
を
中
心
に
ハ
ー
ン
が
浮
上
さ
せ
た
、
直
視
す
る
視
線
、
嘲
笑
、
攻
撃
、
無
自
覚
と
自
覚
の
強
要

と
い
っ
た
要
素
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
連
想
さ
れ
る
の
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
特
に
多
く
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
、
す
な
わ
ち
主
人
公
が
も
う
一
人
の
自
分
と
出
会
う
と
い
う
分
身
の
主
題
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ポ
ー
の
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
』
で
は
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
て
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
対
立
し
た
と
思
う
と

消
え
て
し
ま
う
分
身
の
姿
は
、
本
人
に
そ
っ
く
り
だ
と
い
う
抽
象
的
な
形
容
し
か
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
実
体
性
の
希
薄
な
幻
の

ご
と
く
ぼ
ん
や
り
と
霞
が
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ほ
の
暗
い
そ
の
顔
の
中
で
そ
の
「
皮
肉
な
笑
み
」
だ
け
が
強
い
印
象
を
与
え
て
い

る
。
ま
た
、
ハ
ー
ン
が
文
学
上
の
師
と
仰
い
だ
テ
オ
フ
ィ
ル
≒
ゴ
ー
チ
エ
の
『
二
重
の
騎
土
』
で
は
、
主
人
公
の
騎
土
オ
ー
ロ
フ
の

人
格
が
分
裂
す
る
契
機
と
な
る
の
は
、
オ
ー
ロ
フ
が
母
の
胎
内
に
あ
っ
た
時
の
あ
る
旅
人
の
来
訪
な
の
だ
が
、
そ
の
旅
人
は
「
天
使

の
よ
う
に
美
し
か
っ
た
。
た
だ
し
堕
天
使
の
よ
う
に
。
彼
は
静
か
に
微
笑
み
静
か
に
相
手
を
見
つ
め
た
が
、
そ
の
眼
差
し
と
微
笑
は

恐
怖
で
人
を
凍
り
つ
か
せ
、
深
淵
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
恐
ろ
し
さ
を
覚
え
さ
せ
た
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
母
親
が
そ
の
悪
魔
的

な
旅
人
を
見
つ
め
、
眼
ざ
し
で
交
わ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
旅
人
は
オ
ー
ロ
フ
の
第
二
の
父
親
と
な
り
、
オ
ー
ロ
フ
は
善
な
る
領
主
の

実
子
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
旅
人
そ
っ
く
り
の
分
身
を
持
っ
た
存
在
と
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
分
身
は
本
体
の
面
前
に
そ
の
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姿
を
現
出
さ
せ
、
対
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
格
の
分
裂
と
い
う
現
実
を
、
不
審
感
を
抱
い
て
い
る
程
度
で
い
ま
だ
気
づ
い
て
い
な

い
本
人
に
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
英
国
の
民
俗
学
者
Ｊ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
『
金
枝
篇
』
二
八
九
〇
－
一
九
」
五
）
の
中
で
、
未
開
人
は
水
面
に
映
っ
た
相
手
の
影
を
突

い
た
り
切
っ
た
り
し
て
相
手
を
あ
や
め
よ
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
古
来
よ
り
鏡
な
る
も
の
に
は
、
そ
れ
に
姿
を
映
し
た
人
間

の
分
身
化
作
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
が
『
茶
碗
の
中
』
に
お
い
て
描
い
た
の
も
、
茶
碗
の
水
面

を
鏡
と
し
た
分
身
の
物
語
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
ハ
ー
ン
は
こ
の
怪
談
の
テ
ー
マ
を
、
茶
の
水
鏡
を

軸
に
、
恋
慕
か
ら
鏡
へ
と
巧
妙
か
つ
大
胆
に
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
ポ
ー
そ
の
他
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
物
語
で
は
、
分
身
は
ほ
と
ん
ど
常
に
、
善
に
対
す
る
悪
、
な
い
し
は
悪
行
に
対
す
る
良
心

の
化
身
、
象
徴
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
の
物
語
で
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
茶
碗
の
水
鏡
に
現
れ
た
幻
が
象
徴
す
る
の
は
何
な
の
か
。
こ

の
よ
う
に
問
う
た
時
、
『
茶
碗
の
中
』
冒
頭
の
ハ
ー
ン
の
前
置
き
が
に
わ
か
に
生
彩
を
帯
び
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

　
ハ
ー
ン
は
話
の
読
後
感
を
、
何
処
と
も
し
れ
ぬ
古
い
塔
の
螺
旋
階
段
を
昇
っ
て
み
た
ら
何
も
な
く
、
蜘
蛛
の
巣
の
か
か
っ
た
暗
が

り
に
佇
ん
で
い
た
と
い
う
経
験
、
ま
た
海
岸
の
険
し
い
崖
沿
い
の
道
を
辿
っ
て
い
く
と
突
然
何
も
な
い
絶
壁
の
淵
に
で
て
し
ま
っ
た

と
い
う
経
験
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
が
そ
の
頭
の
な
か
で
、
原
話
か
ら
内
面
的
な
問
題
を
は
ら
む
鏡
の
物

語
を
形
作
り
つ
つ
あ
っ
た
時
、
脳
裏
に
ま
ず
浮
か
ん
だ
の
が
以
上
の
体
験
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の

経
験
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
な
る
手
前
で
意
表
を
突
か
れ
て
中
断
し
て
し
ま
う
と
い
う
終
わ
り
方

の
比
喩
の
た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
ハ
ー
ン
は
そ
の
経
験
に
つ
い
て
、
感
性
を
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
る
重
要
な
記
憶

だ
と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
情
景
は
、
そ
れ
自
体
が
ま
る
で
夢
の
な
か
の
出
来
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
モ
ノ
ク
ロ
の
幻
想
味
を
漂
よ
わ
せ
て
い

て
、
印
象
に
残
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
一
節
に
焦
点
を
あ
て
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
、
ハ
ー
ン
の
他
の
作
品
に
お
け
る
幾
多
の
風
景
描
写
の
な
か
で
特
異
な

性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ハ
ー
ン
が
基
本
的
に
好
ん
だ
の
は
、
縁
濃
い
山
々
や
光
の
溢
れ
る
暖
か
な
海
と
空
、
つ
ま
り

ハ
ー
ン
が
生
涯
慕
い
続
け
た
生
き
別
れ
の
母
の
国
ギ
リ
シ
ャ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
南
国
の
風
景
で
あ
る
。
乃
ー
・
Ｉ
・
ン
は
こ
う
い
っ
た
風
景

を
、
ア
メ
リ
カ
南
部
、
西
イ
ン
ド
諸
島
、
日
本
と
舞
台
を
換
え
つ
つ
、
朝
、
真
昼
、
夕
刻
、
夜
と
様
々
な
時
刻
の
姿
に
変
奏
さ
せ
な

が
ら
、
ル
ポ
ル
ー
ジ
ュ
の
な
か
に
、
随
筆
の
な
か
に
、
再
話
作
品
の
中
に
一
貫
し
て
描
き
続
け
た
。
だ
が
、
古
い
塔
の
薄
暗
い
螺
旋

階
段
や
寒
々
と
し
た
海
岸
の
絶
壁
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
処
の
風
景
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
ン
は
四
才
か
ら
十
三
才
ま
で
を
主
と
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ダ
ブ
リ
ン
で
過
ご
し
た
。
従
っ
て
そ
こ
は
、
子
供
時
代
の
大
半

を
過
ご
し
、
大
体
の
精
神
形
成
が
そ
の
地
で
な
さ
れ
た
、
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
重
要
な
土
地
の
は
ず
な
の
だ
が
、
ま
た
つ
ら
い
思
い
出

の
地
で
も
あ
っ
た
。
ハ
ー
ン
は
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
フ
カ
ダ
島
で
島
の
娘
と
英
国
軍
軍
医
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
父
と
の
間
に
生
ま
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
ハ
ー
ン
四
才
の
時
、
母
子
が
ギ
リ
シ
ヤ
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
や
っ
て
く
る
と
ま
も
な
く
、
父
親
は
優
し
い
母
を

一
方
的
に
離
縁
し
、
ギ
リ
シ
ャ
ヘ
追
い
返
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
淋
し
い
子
供
時
代
を
送
る
は
め
に
な
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

の
ダ
ブ
リ
ン
に
つ
い
て
、
ハ
ー
ン
は
終
生
め
っ
た
に
具
体
的
な
形
で
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
が
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
で
の
幼
児
時
代
に
触
れ
る
の
は
、
僅
か
に
『
夢
魔
の
感
触
』
『
薄
明
の
認
識
』
な
ど
で
、
そ
れ
も
必
ず
、
自
分
が
毎
夜
悪
魔
に
う
な

さ
れ
お
化
け
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
の
は
恐
ろ
し
い
ケ
ル
ト
の
民
話
を
聞
か
さ
れ
た
せ
い
だ
と
、
間
接
的
否
定
的
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
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だ
が
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ヘ
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、
珍
し
く
子
供
の
頃
○
回
想
を
し
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
「
カ
ル
ナ
ヴ
ォ
ン
城
が

好
き
で
よ
く
行
っ
た
も
の
だ
。
い
つ
も
イ
ー
グ
ル
塔
を
登
っ
て
は
、
沖
合
の
船
を
眺
め
た
…
…
あ
る
年
の
夏
に
は
乳
母
と
た
っ
た
二

人
で
海
辺
の
船
乗
り
の
コ
テ
ー
ジ
で
暮
ら
し
た
…
…
」
と
。
ダ
ブ
リ
ン
は
荒
涼
た
る
北
の
海
に
面
し
て
い
て
、
現
在
で
も
近
郊
に
は

中
世
以
前
か
ら
の
古
城
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
原
始
的
で
簡
素
な
石
造
り
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
特
有
の
鉛
筆
型
の
黒
ず
ん
だ
物
見
の
円

塔
が
点
在
し
て
い
る
。
廃
墟
に
近
い
そ
の
よ
う
な
苔
む
し
た
塔
の
崩
れ
か
か
っ
た
薄
暗
い
階
段
を
黙
々
と
ひ
と
り
昇
る
孤
独
な
夢
想

家
の
少
年
。
浅
黒
い
肌
、
黒
い
髪
に
異
国
人
の
血
を
彷
彿
と
さ
せ
、
ど
こ
か
周
囲
に
な
じ
め
ず
に
海
岸
を
散
歩
し
て
は
、
言
葉
を
失

な
っ
た
か
の
よ
う
に
波
の
か
な
た
を
見
つ
め
る
姿
。
そ
の
情
景
は
、
『
茶
碗
の
中
』
冒
頭
の
前
置
き
に
描
か
れ
た
心
象
風
景
と
ぴ
た
り

と
重
な
り
あ
う
。
ハ
ー
ン
が
そ
こ
で
想
起
し
て
い
た
の
は
、
心
の
奥
深
く
幼
時
に
刻
み
込
ま
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ひ
と
つ
の
風
景

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ハ
ー
ン
の
幾
多
の
怪
談
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
生
い
た
ち
に
か
か
わ
る
個
人
的
な
前
書
き
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
た
も
の
は

他
に
ほ
と
ん
ど
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
ハ
ー
ン
は
、
『
茶
碗
の
中
』
の
物
語
に
こ
め
た
自
ら
の
思
い
入
れ
を
前
書
き
と
い
う
擬
装
の
中

に
託
し
た
の
で
あ
る
。
『
茶
碗
の
中
』
冒
頭
の
前
置
き
に
お
け
る
風
景
描
写
は
、
単
に
物
語
が
〃
未
完
μ
で
あ
る
こ
と
の
比
喩
で
は
な

く
、
こ
の
物
語
の
内
容
全
体
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
味
の
根
底
に
お
い
て
本
文
の
物
語
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
『
茶
碗
の
中
』
と
い
う
作
品
は
前
書
き
と
本
文
の
物
語
の
両
者
を
一
体
と
し
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
。

　
ハ
ー
ン
が
両
親
の
離
婚
後
、
い
ね
ば
厄
介
者
払
い
の
よ
う
に
預
け
ら
れ
た
工
人
住
ま
い
の
叔
母
の
家
は
裕
福
だ
っ
た
が
陰
鬱
だ
っ

た
。
や
が
て
ハ
ー
ン
は
熱
狂
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
そ
の
叔
母
に
強
制
的
に
神
学
校
へ
入
学
さ
せ
ら
れ
る
が
、
後
に
宗
教
上
の
問
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題
、
財
産
の
争
い
事
も
か
ら
ん
で
ハ
ー
ン
は
絶
縁
し
、
一
人
で
貧
困
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
る
。
十
九
才
の
と
き
単
身
ア
メ
リ
カ
ヘ

渡
り
苦
労
の
末
新
聞
記
者
と
な
っ
て
よ
う
や
く
一
息
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
経
緯
の
た
め
、
ハ
ー
ン
が
終
生
、
父
と
そ

し
て
父
の
国
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
を
否
定
し
、
二
度
と
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
母
を
慕
い
続
け
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ハ
ー
ン
は
自
分
に
付
け
ら
れ
た
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
と
い
う
名
の
う
ち
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
守
護
聖
人
に
ち
な
ん
だ

フ
ァ
ー
ス
ト
ネ
ー
ム
の
方
は
捨
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
母
の
出
身
地
に
ち
な
む
方
を
名
乗
っ
た
。
ま
た
自
ら
の
こ
と
を
語
る
時
に
は
必
ず

自
分
を
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
略
歴
に
は
「
ア
メ
リ
カ
人
で
は
な
く
生
ま
れ
か
ら
し
て
ギ
リ
シ
ャ
人
」
と

記
し
、
自
分
の
文
学
に
つ
い
て
も
、
「
私
の
昔
な
が
ら
の
ギ
リ
シ
ャ
の
耳
に
心
地
よ
く
響
く
よ
う
な
散
文
詩
を
書
く
の
が
夢
」
で
あ

り
、
「
私
自
身
、
地
中
海
民
族
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ャ
人
で
あ
る
た
め
に
、
ラ
テ
ン
民
族
と
の
方
が
気
が
合
う
。
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の

あ
の
灰
色
が
か
っ
た
さ
む
ざ
む
し
い
文
体
と
は
肌
が
合
わ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
そ
こ
ま
で
徹
底
的
に
遠
ざ
け
、
否
認
し
よ
う
と
し
た
幼
年
時
代
の
記
憶
の
な
か
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
風
景
が
、
『
茶
碗
の
中
』
で

は
、
冒
頭
に
お
か
れ
て
作
品
全
体
を
支
配
す
る
基
調
風
景
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
険
し
い
海
岸
の
崖
に
た
つ
古
い
円
塔
の
描
か

れ
た
書
き
割
り
を
背
景
に
演
じ
ら
れ
た
こ
の
物
語
の
な
か
で
、
茶
碗
の
な
か
の
鏡
に
現
れ
る
幻
像
と
は
、
ハ
ー
ン
の
内
な
る
ケ
ル
ト

的
分
身
、
ハ
ー
ン
が
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
過
去
の
時
間
の
霊
な
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『
茶
碗
の
中
』
で
、
関
内
が
最
初

一
瞬
俘
O
Q
t
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
た
幻
像
の
実
体
が
、
対
決
を
へ
た
後
、
最
後
に
は
大
文
字
の
Ｓ
ｏ
ｕ
ｌ
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ

ろ
う
。
（
従
っ
て
、
平
井
訳
の
よ
う
に
両
方
と
も
同
じ
に
Ｊ
閔
缶
ｆ
と
訳
し
て
は
ハ
ー
ン
の
意
図
が
そ
こ
な
わ
れ
る
。
）
そ
の
S
o
u
l

を
、
ハ
ー
ン
が
い
く
ら
否
定
し
、
抑
え
こ
も
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ハ
ー
ン
を
見
据
え
て
離
さ
ず
、
ハ
ー
ン
の
無
駄
な
努
力
を
嘲
笑
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う
。
ハ
ー
ン
が
そ
の
分
身
を
打
ち
の
め
そ
う
と
、
そ
の
影
を
飲
み
込
む
と
い
う
呪
述
的
攻
撃
行
為
に
出
て
も
、
分
身
は
、
口
で
は

　
「
ひ
ど
い
傷
を
被
っ
た
」
と
言
い
つ
つ
も
、
一
向
に
こ
た
え
た
様
子
も
な
く
、
変
幻
自
在
に
出
没
し
、
分
身
の
存
在
を
認
知
せ
よ
と

ハ
ー
ン
に
迫
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ま
す
ま
す
ハ
ー
ン
の
体
内
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
っ
か
り
と
根
ざ
し
た
か
の
よ
う
に
勝
ち
誇
っ

て
い
る
の
か
と
さ
え
思
え
る
。

　
ハ
ー
ン
は
十
九
世
紀
西
欧
文
学
に
多
く
登
場
す
る
分
身
化
の
テ
ー
マ
を
鏡
の
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
て
『
茶
碗
の
中
』
に
描
い
た
。
十

九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
の
テ
ー
マ
の
流
行
自
体
は
、
道
徳
行
為
や
た
て
ま
え
の
倫
理
性
を
重
視
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
価
値
観

に
そ
の
一
側
面
が
代
表
さ
れ
る
市
民
社
会
を
時
代
背
景
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ハ
ー
ン
の
『
茶
碗
の
中
』
が
そ
う
い
っ
た

西
欧
の
同
テ
ー
マ
の
作
品
と
違
う
点
が
二
つ
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
ハ
ー
ン
の
描
く
分
身
化
作
用
は
、
ポ
ー
や
ゴ
ー
チ
ェ
な
ど
の
よ
う
に
善
悪
と
い
う
道
徳
的
基
準
を
も
っ
て
人
間
の

一
貫
し
た
人
格
に
働
き
か
け
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
の
な
か
に
た
ゆ
た
う
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
過
去
な
る
も
の
の
存
在
を

抽
出
し
て
分
裂
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
分
身
化
作
用
の
結
果
生
じ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
的
状
況
の
処
理
の
仕
方
が
異
な
る
。
例

え
ば
、
ポ
ー
の
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
』
で
は
、
分
身
が
何
度
も
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
前
に
現
れ
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
苛
立
ち
が
高

ま
っ
て
い
き
、
つ
い
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
分
身
を
刺
殺
し
て
し
ま
う
。
だ
が
相
手
を
殺
し
た
と
思
っ
た
の
は
実
は
鏡
に
映
っ
た
自
分
の

姿
だ
っ
た
。
そ
し
て
息
絶
え
な
が
ら
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
分
身
の
、
す
な
わ
ち
自
分
の
声
が
響
く
の
を
聞
く
。
「
君
は
僕
の
中
に
あ
っ
て
生

き
て
い
た
の
だ
が
…
…
そ
の
僕
の
死
に
よ
っ
て
…
…
君
は
完
全
に
自
分
自
身
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
ゴ
ー
チ
ェ

の
『
二
重
の
騎
土
』
で
は
、
緑
の
星
の
騎
土
オ
ー
ロ
フ
は
自
分
に
影
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
う
邪
悪
な
赤
い
星
の
騎
土
の
存
在
を
知
る
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と
、
森
の
中
で
決
闘
を
し
、
相
手
を
倒
す
。
そ
の
時
自
分
が
倒
し
た
の
は
自
分
と
全
く
同
じ
顔
の
分
身
で
あ
っ
た
と
悟
る
の
だ
が
、

オ
ー
ロ
フ
は
悪
に
対
す
る
善
の
勝
利
者
と
し
て
幸
せ
に
な
る
。
ポ
ー
と
ゴ
ー
チ
エ
の
結
末
は
そ
れ
ぞ
れ
、
分
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
よ

る
自
滅
と
救
い
と
の
両
端
の
典
型
だ
が
、
十
九
世
紀
西
欧
の
大
方
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
物
語
に
お
い
て
、
分
身
と
敵
対
し
た
あ

げ
く
、
本
体
の
勝
利
か
、
あ
る
い
は
敗
北
か
、
い
ず
れ
か
の
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
そ
れ
に
対
し
、
ハ
ー
ン
は
あ
え
て
未
完
の
物
語
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
結
末
を
保
留
し
て
い
る
。
そ
の
ハ
ー
ン
の
判
断
に
こ

そ
、
ハ
ー
ン
の
分
身
た
る
「
過
去
」
の
霊
に
た
い
す
る
考
え
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
そ
の
分
身
を
完

全
に
否
定
し
、
克
服
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
逆
に
そ
れ
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
自
滅
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、
あ
り
の
ま

ま
に
受
け
入
れ
、
体
内
に
抱
え
こ
ん
だ
ま
ま
、
生
き
て
い
く
だ
け
だ
と
。
二
律
背
反
的
な
選
択
の
な
か
か
ら
一
一
万
的
な
結
論
を
引
き

出
す
こ
と
を
回
避
し
た
ハ
ー
ン
に
、
完
結
し
た
原
話
を
再
話
の
際
に
わ
ざ
わ
ざ
「
未
完
の
物
語
」
に
し
た
積
極
的
な
意
図
が
読
み
取

れ
る
。
さ
ら
に
は
、
人
生
に
お
け
る
「
過
去
」
の
分
身
の
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
方
に
、
仏
教
の
輪
廻
思
想
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ

た
西
洋
人
ハ
ー
ン
の
精
神
的
な
道
程
の
跡
を
み
い
だ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　
『
茶
碗
の
中
』
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
古
塔
と
海
岸
線
の
昔
日
の
風
景
の
な
か
の
幼
い
日
の
思
い
出
を
、
今
、
晩
年
の
ハ
ー
ン
が
追

体
験
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
改
め
て
古
い
塔
の
薄
暗
い
螺
旋
階
段
を
昇
っ
て
、
静
か
な
暗
闇
の
た
だ
な
か
に
佇
み
、
海
岸
の
き
り

た
っ
た
断
崖
ぞ
い
の
道
を
辿
っ
て
、
眼
下
に
海
の
広
が
る
絶
壁
の
淵
に
立
っ
て
み
る
と
、
驚
き
と
同
時
に
一
種
悟
り
に
も
似
た
安
堵

と
解
放
感
も
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
気
持
ち
で
幼
き
日
を
振
り
返
っ
て
、
そ
の
思
い
出
を
ハ
ー
ン
は
「
そ

の
時
に
味
わ
っ
た
感
覚
の
強
烈
さ
と
そ
の
記
憶
の
鮮
や
か
さ
が
何
よ
り
雄
弁
に
物
語
る
」
「
極
め
て
重
大
な
感
情
的
価
値
の
あ
る
も

の
と
し
て
」
自
ら
の
中
に
位
置
づ
け
、
『
茶
碗
』
の
冒
頭
に
そ
う
述
べ
た
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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『
茶
碗
の
中
』
を
含
め
て
、
ハ
ー
ン
の
怪
談
の
ほ
と
ん
ど
は
、
あ
く
ま
で
日
本
の
古
い
民
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ハ
ー
ン
の

叙
述
の
何
処
に
も
ハ
ー
ン
個
人
の
物
語
は
あ
ら
わ
に
顔
を
見
せ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
『
茶
碗
の
中
』
に
お
け
る
ハ
ー

ン
の
心
理
の
動
き
は
、
一
つ
の
解
釈
と
し
て
読
み
と
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
自
分
個
人
の
悲
し
み
、
自
分
一
人
の
喪
失
し
た
も
の
、
失

敗
や
苦
し
み
、
心
の
痛
み
が
、
人
間
全
体
の
痛
み
を
真
に
表
す
の
で
な
い
限
り
、
文
学
に
書
き
と
め
る
価
値
が
あ
る
な
ど
と
夢
々

思
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
（
『
文
学
と
人
生
と
性
格
の
関
係
』
）
と
述
べ
た
ハ
ー
ン
は
、
怪
談
を
は
じ
め
と
し
て
自
ら
を
声
高
に
語
り
は
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
、
物
語
は
ハ
ー
ン
を
突
き
抜
け
て
一
気
に
読
者
す
べ
て
の
感
情
の
祖
型
の
レ
ベ
ル
に
触
れ
る
力
を

持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
ハ
ー
ン
の
怪
談
も
の
の
魅
力
は
い
ね
ば
、
時
代
、
地
域
共
に
ロ
ー
カ
ル
な
物
語
の
な
か
に
見
出
さ

れ
る
時
間
空
間
を
超
越
し
た
こ
の
普
遍
性
に
あ
る
。
江
戸
時
代
の
若
侍
関
内
の
物
語
で
あ
る
『
茶
碗
の
中
』
の
鏡
の
分
身
は
ハ
ー
ン

の
分
身
で
あ
る
と
同
時
に
読
む
者
の
分
身
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
茶
碗
の
中
』
の
構
成
は
「
過
去
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
ハ
ー
ン
の
哲
学
と
深
く
関
わ
っ
て
く
る
と
先
に
述
べ
た
。
ハ
ー
ン
の

具
体
的
な
「
過
去
」
観
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
と
思
う
。

－151 －



－152 －



－153 －


