
「
鼻
」
は
一
九
一
六
年
二
月
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ

れ
た
。
そ
れ
が
夏
目
漱
石
の
賞
賛
を
受
け
、
芥
川
が
文
壇
に
華
々
し
く
登
場

し
た
、
と
い
う
の
が
、
芥
川
を
語
る
う
え
で
の
欠
か
せ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、

久
米
正
雄
の
「
ｌ
愛
読
者
の
た
め
に
ｌ
『
鼻
』
と
芥
川
龍
之
介
」
（
『
現
代
』

一
九
三
四
・
一
二
）
や
松
岡
譲
の
「
第
四
次
新
思
潮
」
（
複
製
版
『
新
思
潮
』

別
冊
一
九
六
七
・
一
二
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
久
米
の
も
の
に
よ
れ

ば
、
漱
石
門
下
に
入
っ
て
い
た
久
米
、
芥
川
ら
で
あ
っ
た
が
、
「
原
稿
を
書

い
て
行
っ
て
先
生
に
見
て
も
ら
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
と
て
も
恥
か
し
い
、
そ
れ

に
向
ふ
も
迷
惑
だ
ら
う
」
か
ら
、
「
僕
等
の
作
品
を
黙
っ
て
活
字
に
し
て
先

生
に
送
っ
た
ら
見
て
く
れ
て
、
我
々
の
価
値
を
知
っ
て
く
れ
る
だ
ら
う
、
従

っ
て
世
間
で
も
僕
等
の
価
値
を
分
っ
て
く
れ
る
者
は
分
っ
て
く
れ
る
だ
ら
う

と
い
ふ
の
で
創
刊
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
四
次
『
新
思
潮
』

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

ｌ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
の
願
い
Ｉ

｜
、
作
品
の
背
景

は
、
こ
れ
は
松
岡
の
言
葉
で
あ
る
が
、
「
漱
石
を
第
一
の
読
者
に
し
て
」
創

刊
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
笠
井
秋
生
に
よ
る
、
．
鼻
」
執
筆
中

の
芥
川
は
、
読
者

と
し
て
の
漱
石
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
筆
を
進
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

（
１
）

こ
の
こ
と
が
、
「
鼻
」
の
モ
チ
ー
フ
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
」
と
い
う
指
摘

を
等
閑
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
具
体
的
に
は
、
漱
石
を
意
識
し

た
こ
と
が
、
ど
う
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
に
は
や
は
り
漱
石

に
よ
る
あ
の
有
名
な
書
簡
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も

引
い
て
お
き
た
い
。

あ
な
た
の
も
の
は
大
変
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
落
着
が
あ
っ
て
巫
山
戯
て

ゐ
な
く
っ
て
自
然
其
儘
の
可
笑
味
が
お
っ
と
り
出
て
ゐ
る
所
に
上
品
な

趣
が
あ
り
ま
す
夫
か
ら
材
料
が
非
常
に
新
ら
し
い
の
が
眼
に
つ
き
ま
す

文
章
が
要
領
を
得
て
能
く
整
っ
て
ゐ
ま
す
敬
服
し
ま
し
た
、
あ
塾
い
ふ

も
の
を
是
か
ら
二
三
十
並
べ
て
御
覧
な
さ
い
文
壇
で
類
の
な
い
作
家
に

な
れ
ま
す
（
一
九
一
六
年
二
月
十
九
日
付
芥
川
龍
之
介
宛
書
簡
）

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
漱
石
が
「
鼻
」
に
つ
い
て
「
賞
賛
」
し
た
と
こ
ろ
で
あ

田

村

修
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る
が
、
「
落
着
が
あ
っ
て
巫
山
戯
て
ゐ
な
く
っ
て
自
然
其
儘
の
可
笑
味
が
お

っ
と
り
出
て
ゐ
る
所
」
と
は
、
一
所
懸
命
で
あ
く
ま
で
も
糞
真
面
目
な
禅
智

内
供
を
、
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
お
か
し
さ
で
あ
ろ
う
。
内
供
は
け

っ
し
て
ふ
ざ
け
て
は
お
ら
ず
、
一
所
懸
命
な
の
が
、
か
え
っ
て
読
者
に
「
自

然
其
儘
の
可
笑
味
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
登
場
人
物
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
漱
石
の
こ
の
「
賞
賛
」
は
、
「
鼻
」
に
つ

い
て
は
言
え
て
も
、
芥
川
文
学
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
か
と
い
え
ば
疑
問
で

あ
る
。
例
え
ば
「
鼻
」
と
の
関
連
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
「
芋
粥
」
に

出
て
く
る
五
位
の
侍
は
、
「
鼻
」
の
禅
智
内
供
が
醸
し
出
す
よ
う
な
、
「
自
然

其
儘
の
可
笑
味
さ
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
芥
川

文
学
全
般
を
眺
め
渡
し
た
と
き
、
禅
智
内
供
よ
り
は
、
五
位
の
侍
の
人
物
造

形
の
ほ
う
が
、
ず
っ
と
芥
川
臭
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
漱
石
の
予
想
ど
お
り
芥
川
は
「
文
壇
で
類
の
な
い
作
家
」
に
は
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
「
あ
壁
い
ふ
も
の
」
（
「
鼻
」
の
よ
う
な
も
の
）
を
二
三
十
並
べ

た
結
果
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
極
論
す
れ
ば
、
芥
川
は
、
「
あ
蛍
い
ふ

も
の
」
は
「
鼻
」
し
か
書
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
赤
羽
莞
や

（
３
）

越
智
良
二
が
、
芥
川
の
「
鼻
」
と
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
に
登
場

す
る
金
田
「
鼻
子
」
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
が
、

「
鼻
」
は
漱
石
を
意
識
し
た
、
芥
川
の
作
品
の
な
か
で
も
異
例
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
漱
石
の
影
響
が
強
い
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
が
漱
石
の
賞
賛
を
受
け
た
こ
と
は
、
全
く
の
偶
然
と

は
言
え
ず
、
芥
川
が
漱
石
を
意
識
し
て
書
い
た
こ
と
の
、
計
算
づ
く
の
勝
利

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

「
鼻
」
の
題
材
と
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
八
第
二
○
「
池
尾
禅

珍
内
供
鼻
語
」
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
二
（
七
）
「
鼻
長
き
僧
の
事
」
、
ま

た
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
鼻
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
芥
川
の

「
鼻
」
の
よ
う
な
、
長
い
鼻
を
気
に
し
て
い
る
僧
が
治
療
に
よ
り
短
く
し
た

ら
周
囲
の
も
の
に
余
計
に
笑
わ
れ
、
元
ど
お
り
の
長
い
鼻
に
戻
っ
て
安
堵
す

る
、
と
い
う
筋
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
は
芥
川
の
独
創
で
あ

る
。
周
囲
の
目
を
気
に
す
る
僧
侶
、
鼻
の
短
く
な
っ
た
内
供
へ
の
周
囲
の
反

応
な
ど
、
芥
川
の
深
い
人
間
洞
察
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ス
ト
ー

リ
ー
を
追
い
な
が
ら
、
検
証
を
試
み
て
み
た
い
。

原
典
の
『
今
昔
物
語
集
』
の
内
供
に
は
、
鼻
を
気
に
し
て
い
る
と
い
う
描

写
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
内
供
の
鼻
を
粥
の
入
っ
た
お
椀
に
落
と
し
て
し

ま
っ
た
中
童
子
へ
の
叱
り
方
は
屈
折
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
私
で
は
な
い
身
分
の
高
い
人
の
鼻
を
持
ち
上
げ
る
と
き
も
こ
ん
な
こ
と
を

す
る
の
か
」
と
、
中
童
子
へ
の
怒
り
を
や
や
教
訓
め
い
た
言
葉
で
糊
塗
し
た

わ
け
で
、
中
童
子
の
「
ほ
か
に
そ
ん
な
鼻
の
人
が
い
れ
ば
持
ち
上
げ
も
す
る

が
」
と
い
う
逆
襲
は
、
内
供
の
言
葉
の
欺
隔
を
衝
い
た
と
こ
ろ
に
も
、
そ
の

お
か
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
今
昔
」
の
こ
の
二
人
の
や
り
取

り
に
も
、
近
代
人
に
劣
ら
な
い
心
理
的
攻
防
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川

が
「
今
昔
」
の
こ
の
話
を
採
用
し
た
の
も
、
そ
う
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
と
こ

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

二
、
長
い
鼻
を
も
つ
内
供

五
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ろ
を
正
確
に
読
み
取
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
芥
川
の
「
鼻
」
は
、

こ
の
原
典
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
「
一
度
こ
の
弟
子
の
代
り
を
し
た
中
童
子
が
、

喧
を
し
た
拍
子
に
手
が
ふ
る
へ
て
、
鼻
を
粥
の
中
へ
落
し
た
話
は
、
当
時
京

都
ま
で
喧
伝
さ
れ
た
。
」
の
一
文
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
今
昔
物
語
集
』

を
取
り
込
む
形
と
な
っ
て
い
る
。
芥
川
の
パ
ロ
デ
ィ
精
神
、
遊
び
の
精
神
が

発
揮
さ
れ
た
箇
所
と
言
え
よ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
と
類
似
す
る
パ
ロ
デ
ィ
と
し

て
は
、
「
地
獄
変
」
の
中
の
良
秀
の
言
葉
、
「
「
よ
ぢ
り
不
動
」
の
火
焔
を
描

き
ま
し
た
の
も
、
実
は
あ
の
火
事
に
遇
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
る
・
」
の

一
文
に
よ
り
、
「
地
獄
変
」
と
い
う
作
品
が
、
原
典
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」

を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

さ
て
、
原
典
の
内
供
は
、
特
に
鼻
を
気
に
し
て
い
る
と
い
う
様
子
は
描
写

さ
れ
て
い
な
い
が
、
芥
川
の
「
鼻
」
で
は
、
長
い
鼻
を
始
終
苦
に
病
ん
で
来

（
４
）

た
「
高
僧
」
が
造
形
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
の
残
し
た
「
鼻
」
の
自
解
を
見
る

と
、
「
鼻
」
の
ゞ
Ｑ
ａ
ｇ
雨
己
号
農
ゞ
（
思
想
内
容
）
の
う
ち
、
「
傍
観
者
の
利

己
主
義
」
は
二
口
３
９
菫
（
脇
）
な
位
置
に
あ
り
、
二
言
匡
宮
二
（
主
要
）
な
も

の
は
、
「
身
体
的
欠
陥
の
為
に
た
え
ず
ぐ
自
亘
の
な
や
ま
さ
れ
て
ゐ
る
苦
し

さ
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
芥
川
は
、
「
さ
う
し
て
そ
の
点
で

は
僕
も
十
分
に
成
功
し
た
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
唯
実
際
身
体
的
欠
陥
に

（
如
何
に
微
細
な
も
の
で
も
）
悩
ん
だ
事
の
あ
る
人
は
幾
分
で
も
内
供
の
心

も
ち
に
同
感
し
て
く
れ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
僕
は
あ
の
中
に
書
き
た
く
も
な

い
僕
の
弱
点
を
書
い
て
ゐ
る
点
で
そ
れ
だ
け
の
貧
弱
な
自
信
は
あ
る
」
と

記
し
て
い
る
。
「
書
き
た
く
も
な
い
僕
の
弱
点
」
が
具
体
的
に
何
な
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
芥
川
は
「
鼻
」
を
書
く
こ
と
で
、
「
書
き
た
く
も
な

い
僕
の
弱
点
」
ま
で
さ
ら
そ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
答
え
の
鍵
は
、
や
は
り
「
自
解
」
の
中
の
、
「
身
体

的
欠
陥
に
悩
ん
だ
事
の
あ
る
人
は
幾
分
で
も
内
供
の
心
も
ち
に
同
感
し
て
く

れ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
」
の
部
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
き
っ
と
、

読
者
が
「
同
感
し
て
く
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
身
体
的
欠
陥
の
為
に
た

え
ず
く
“
。
昼
の
な
や
ま
さ
れ
て
ゐ
る
苦
し
さ
」
を
個
人
の
孤
独
な
苦
悩
か

ら
解
放
し
、
人
々
と
分
か
ち
合
い
た
い
と
い
う
作
者
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
願
い
が
、
戯
画
化
さ
れ
た
内
供
に
託
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

身
体
的
欠
陥
が
な
ぜ
身
体
的
欠
陥
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
他
の
人

々
一
般
と
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
々
が
み
ん
な
内
供
の
よ
う
な
鼻

を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
内
供
の
鼻
は
「
身
体
的
欠
陥
」
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
内
供
が
自
ら
の
長
い
鼻
を
気
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
自
分
の
鼻
が
人
と
「
違
う
」
こ
と
を
苦
に
し
、
そ
こ
か
ら
く
る

疎
外
感
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
内
道
場
供
奉
の
職
に
ま

で
の
ぼ
り
つ
め
た
の
な
ら
ば
、
俗
世
間
の
人
々
な
ど
無
視
し
て
傲
然
と
し
て

い
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
「
愛
す
べ
き
内
供
」
は
、
地
位

も
名
誉
も
得
て
五
十
歳
を
越
え
て
も
な
お
、
人
々
と
の
よ
り
良
い
、
よ
り
深

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
彼
の
思
い

か
ら
く
る
、
普
通
の
鼻
の
持
主
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い
（
本
音
）
と
、
長

い
鼻
な
ど
気
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
地
位
に
い
る
と
い
う
こ
と
（
建
前
）
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
、
彼
の
自
尊
心
を
い
た
く
傷
つ
け
、
そ
れ
が
ま
た
彼
の
虚
栄

心
を
し
て
、
長
い
鼻
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
、
と
い
う
演
技
を
さ
せ
る
こ
と
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と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

自
尊
心
を
回
復
す
る
た
め
の
内
供
の
試
み
は
、
内
供
が
真
面
目
な
だ
け
に

い
っ
そ
う
、
傍
観
者
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
読
者
に
は
滑
稽
さ
が
感
じ
ら
れ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
内
供
は
誇
張
さ
れ
ま
た
戯
画
化
さ
れ
、

客
観
的
に
突
き
放
さ
れ
て
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
こ
う
い
う
面
は
我
々
一
般

に
多
少
な
り
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
こ
の
内
供
の
人
物
造
形
も
、

作
者
芥
川
が
自
己
を
見
つ
め
、
人
間
を
見
つ
め
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
内
供
の
様
々
な
試
み
で
も
分
か
る
こ

と
は
、
内
供
は
必
ず
し
も
自
ら
の
長
い
鼻
の
「
長
い
」
こ
と
自
体
を
苦
に
病

ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
内
供
が
試
み
た
の
は
、

長
い
鼻
を
実
際
以
上
に
短
く
「
見
せ
る
」
方
法
で
あ
り
、
鏡
に
向
か
っ
て
あ

れ
こ
れ
と
試
み
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
人
に
少
し
で
も
異
様
に
見
ら
れ

な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
り
、
長
い
鼻
だ
と
不
便
だ
か
ら
と
言
う

実
際
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
第
二
の
試
み
は
寺
に
出

入
り
す
る
人
の
中
か
ら
、
第
三
の
試
み
は
内
典
外
典
の
な
か
に
自
分
と
同
じ

よ
う
な
鼻
を
持
つ
人
物
を
見
つ
け
て
安
心
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

作
品
本
文
に
「
内
供
は
、
震
旦
の
話
の
序
に
蜀
漢
の
劉
玄
徳
の
耳
が
長
か
っ

た
と
云
ふ
事
を
聞
い
た
時
に
、
そ
れ
が
鼻
だ
っ
た
ら
、
ど
の
位
自
分
は
心
細

、
、

く
な
く
な
る
だ
ら
う
と
思
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
内
供
は
自
分
だ
け
が
異

形
の
鼻
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
、
た
ま
ら
な
く
心
細
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ

つ
（
〕
Ｏ

こ
の
よ
う
な
内
供
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
長
い
鼻
を
短
く
す
る
治
療
法
を
弟

子
が
教
わ
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
で
も
飛
び
つ
き
た
い

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

と
思
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鼻
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
を

悟
ら
れ
た
く
な
い
内
供
は
、
自
分
か
ら
是
非
治
療
を
受
け
た
い
と
は
言
い
出

せ
ず
、
食
事
の
た
び
ご
と
に
、
「
弟
子
の
手
数
を
か
け
る
の
が
、
心
苦
し
い
」

な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
弟
子
の
方
か
ら
内
供
に
治
療
を
受
け
る
よ
う
説
き
伏

せ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
た
。
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
本
文
の
次
の
部
分
で
あ

つ
（
》
Ｏ

弟
子
の
僧
に
も
、
内
供
の
こ
の
策
略
が
わ
か
ら
な
い
筈
は
な
い
。
し
か

し
そ
れ
に
対
す
る
反
感
よ
り
は
、
内
供
の
さ
う
云
ふ
策
略
を
と
る
心
も

ち
の
方
が
、
よ
り
強
く
こ
の
弟
子
の
僧
の
同
情
を
動
か
し
た
の
で
あ
ら

う
。
弟
子
の
僧
は
、
内
供
の
予
期
通
り
、
口
を
極
め
て
、
こ
の
法
を
試

み
る
事
を
勧
め
出
し
た
。

こ
れ
を
見
れ
ば
、
弟
子
た
ち
は
内
供
が
鼻
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
を
、
最

初
か
ら
知
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
弟
子
ば
か
り
で
な
く
、
周
囲
の

人
々
に
も
そ
れ
は
知
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
本
文
の
、
「
傍
観
者

の
利
己
主
義
」
云
々
が
説
明
さ
れ
る
く
だ
り
の
と
こ
ろ
に
、
「
誰
で
も
他
人

の
不
幸
に
同
情
し
な
い
者
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
内

供
に
「
同
情
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
面
と
向
か
っ
て
「
つ
け

つ
け
と
」
笑
う
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
内
供
は
周
囲
の
人
々
の
そ
ん

な
気
持
ち
を
冷
静
に
受
け
止
め
る
だ
け
の
明
に
も
欠
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
同
情
を
媒
介
と
し
た
人
間
関
係
に
も
「
そ
れ
と
な
く
」
は
、
違
和
感
を

感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
っ
と
す
っ
き
り
と
し
た
、
よ
り
良
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
内
供
の
誤
算
は
、
鼻
が
短

く
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
点
に
あ
っ
た
。｛
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長
い
鼻
を
短
く
す
る
治
療
と
い
う
の
も
荒
唐
無
稽
で
お
か
し
さ
を
感
じ
さ

せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
治
療
法
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
原
典
を

踏
ま
え
て
い
る
（
た
だ
し
『
今
昔
』
の
、
苑
だ
っ
た
鼻
を
踏
み
付
け
る
と
、

白
い
虫
が
穴
ご
と
に
出
て
来
る
、
な
ど
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
は
カ
ッ
ト
さ

れ
て
、
よ
り
「
上
品
」
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
こ
の
場
面
で
も
、

弟
子
の
ほ
う
が
「
痛
う
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
な
」
と
親
切
な
態
度
で
内
供
に
接
す

る
の
に
対
し
、
内
供
は
素
直
に
喜
び
を
表
さ
ず
、
不
承
不
承
に
、
あ
る
い
は

不
服
ら
し
い
顔
を
し
て
弟
子
の
治
療
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
分

は
鼻
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
し
、
弟
子
が
説
き
伏
せ
る
も
の
だ
か
ら
、
仕
方

な
く
治
療
を
受
け
て
や
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
の

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
内
供
の
態
度
は
、
権
力
者
の
傲
慢
さ
と
い
う
よ
り
は
、

駄
々
っ
子
を
思
わ
せ
る
態
度
で
あ
る
。
内
供
よ
り
も
地
位
の
低
い
弟
子
の
方

が
精
神
的
に
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
お
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
構
図

で
あ
ろ
う
。
内
供
は
そ
の
よ
う
な
自
分
自
身
を
客
観
的
に
分
析
す
る
明
に
も

欠
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
内
供
は
弟
子
た
ち
や
周
囲
の
人
達
の
親
切
や

同
情
に
多
分
に
甘
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
内
供
の
本
質
は
無

邪
気
な
甘
え
ん
坊
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

治
療
中
は
不
服
ら
し
い
顔
を
し
て
い
た
内
供
も
、
治
療
が
終
わ
っ
て
鼻
を

撫
で
、
短
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
弟
子
の
僧
が
さ
し
だ

し
た
鏡
を
「
極
り
が
悪
る
さ
う
に
お
づ
お
づ
覗
い
て
」
見
る
。
こ
こ
で
、
そ

三
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
内
供

れ
ま
で
の
演
技
し
よ
う
と
し
て
い
た
態
度
が
、
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
内
供
の
シ
ャ
イ
な
性
格
が
伝
わ
っ
て
来
る
描
写
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
確
か
に
鼻
が
短
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
内
供
は
、
「
か

う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
晒
ふ
も
の
は
な
い
の
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
心
の
中
で

さ
さ
や
く
。
鼻
が
短
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
よ
り
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
人

に
笑
わ
れ
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
尊
心
を
回
復
さ
せ
る
と
同
時
に
虚
栄
心

か
ら
も
解
放
さ
れ
、
人
々
と
よ
り
良
い
関
係
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
築

く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
期
待
に
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
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
鼻
い
た
」
と
い
う
描
写
は
、
自
分
は
鼻
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
、

と
い
う
演
技
を
し
続
け
て
き
た
、
内
供
の
緊
張
感
が
ぷ
つ
り
と
切
れ
た
瞬
間

を
鏡
が
客
観
的
に
と
ら
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
内
供
の
こ
の
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
周
囲
の

人
々
は
、
内
供
が
異
形
の
鼻
の
持
主
で
あ
っ
た
時
よ
り
も
、
露
骨
に
笑
い
始

め
た
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の
鼻
に
な
っ
た
内
供
が
な
ぜ
余
計
に
笑
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
、
こ
の
作
品
を
小
説
と
し
て
成
立

さ
せ
て
い
る
核
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
い
か
け
に
対
す

る
一
つ
の
回
答
を
、
小
説
の
語
り
手
は
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
引
い

て
お
き
た
い
。

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

誰
で
も
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

一
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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
。
ｌ
内
供
が
、
理

由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
不
快
に
思
っ
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
。

こ
こ
は
大
高
知
児
が
「
明
白
な
主
題
文
を
含
む
一
節
を
直
戯
的
に
語
る
表

現
方
洗
』
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
二
一
好
行
雄
が
か
つ
て
「
〈
傍
観
者
の
エ
ゞ
コ

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
駒
』

と
述
べ
た
よ
う
に
、
作
者
が
語
り
手
に
解
説
的
言
辞
を
語
ら
せ
て
し
ま
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
学
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
解
説
的
言
辞
は
極
力
避
け

る
べ
き
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
若
い
頃
の
芥
川
に
は
言
葉
の
伝
達
力
に
対
す

る
無
邪
気
な
信
頼
感
が
あ
り
、
言
葉
で
う
ま
く
「
説
明
」
す
れ
ば
、
あ
る
事

象
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
っ
て
い
た
ふ
し
が
あ
っ
乾
し
か

し
言
う
ま
で
も
な
く
言
葉
に
よ
る
表
現
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
文

学
は
む
し
ろ
そ
の
限
界
性
を
逆
に
武
器
に
す
べ
き
だ
と
言
う
点
で
は
、
「
傍

観
者
の
利
己
主
義
」
の
説
明
の
く
だ
り
は
無
く
も
が
な
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
作
者
芥
川
が
こ
こ
で
語
り
手
に
「
傍
観
者
の
利

己
主
義
」
云
々
に
つ
い
て
語
ら
せ
た
こ
と
は
、
重
く
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
若
い
芥
川
の
、
こ
の
こ
と
を
強
く
訴
え
た
い
と
い
う
願
望
の
現
れ
が
、

直
裁
的
な
、
説
明
的
な
言
辞
に
走
ら
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
小
説
世
界
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
事
象
と
、
「
傍
観
者
の
利

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

己
主
義
」
云
々
の
説
明
と
は
、
や
は
り
微
妙
な
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
和
田
繁
二
郎
博
士
は
、
か
つ
て
「
こ
の
笑
い
の
原
因
は
傍
観
者
の
利
己

主
義
に
あ
る
よ
り
も
、
ど
う
や
ら
、
内
供
自
身
の
中
に
あ
り
そ
う
な
の
で
あ

ふ
山
と
述
べ
た
が
、
確
か
に
、
長
い
鼻
が
普
通
の
鼻
に
な
っ
て
も
笑
わ
れ

る
と
い
う
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
一
般
的
に
当
て
嵌
ま
る
と
は
思
え
な
い
。
す
な

わ
ち
こ
の
情
況
は
、
当
事
者
が
こ
の
内
供
で
あ
る
か
ら
発
生
し
た
個
別
な
ケ

ー
ス
で
あ
っ
て
、
人
が
変
わ
れ
ば
ま
た
情
況
も
変
わ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
語
り
手
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
等
閑
に
付
し
て
し
ま
う
。
す
な

わ
ち
、
「
鼻
」
の
雪
Ｑ
ａ
昌
汀
冨
冒
言
三
（
思
想
内
容
）
で
、
ゞ
言
匡
宮
ゞ
（
主
要
）

な
も
の
は
「
身
体
的
欠
陥
の
為
に
た
え
ず
ぐ
昌
昼
の
な
や
ま
さ
れ
て
ゐ
る

苦
し
さ
」
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
語
り
は
、
内
供
の

こ
く
目
ご
ゞ
（
虚
栄
心
）
と
事
象
と
の
関
連
性
の
洞
察
は
行
方
不
明
に
な
り
、

二
回
ｇ
ｏ
邑
二
（
脇
）
な
位
置
に
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」

が
全
面
的
に
前
へ
出
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
好
行
雄
が
、
「
傍
観
者
の

噸
笑
に
傷
つ
く
被
害
者
と
し
て
の
内
供
を
描
く
後
半
と
、
〈
栄
ゆ
る
寺
〉
の

高
徳
の
長
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
長
鼻
ゆ
え
に
傷
つ
く
自
尊
心
や
偽
善
を

あ
ば
か
れ
る
前
半
と
は
、
モ
チ
ー
フ
の
う
え
で
微
妙
な
差
が
あ
ふ
単
）
と
評
し

た
所
以
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
嶌
田
明
玲
営
戸
松
鼬
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
語
り
手
は
明
ら
か
に
内
供
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
噺
笑
の

責
任
を
内
供
自
身
も
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
背
景
を
、
客
観
的
に
把
握
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
芥
川
自
身
が
「
僕
は
あ
の
中
に

書
き
た
く
も
な
い
僕
の
弱
点
を
書
い
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
事
情

に
原
因
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
‐
「
鼻
」
の
内
供
は
「
羅
生
門
」
の
下
人
な
ど

一
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に
比
べ
れ
ば
極
力
客
観
的
に
人
物
が
造
形
さ
れ
て
い
る
と
は
思
う
が
、
ど
こ

か
内
供
を
突
き
放
し
切
れ
な
い
、
没
入
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
、
内
供
の
鼻
が
短
く
な
っ
て
か
ら
の
周
囲
の
人
々
の
瑚
笑
の
責
任
の

一
端
を
内
供
自
身
も
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
が
、
か

つ
て
石
割
透
が
「
内
供
が
鼻
を
正
常
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
治
療
を
受
け

た
こ
と
は
、
そ
れ
迄
隠
さ
れ
た
形
で
あ
っ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
僧
俗
の
間

に
、
恐
ら
く
は
初
め
て
曝
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
主
（
傍
点
原
文
）
と
述

べ
た
よ
う
に
、
内
供
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
あ
く
ま
で
も
「
隠
さ
れ
た
形
」

に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
治
療
時
に
お
け
る
弟
子
の
態
度
で
も
分
か

る
よ
う
に
、
内
供
が
自
ら
の
鼻
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、

周
囲
の
者
に
は
元
々
知
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
作
品
本
文
に
「
誰
で
も

他
人
の
不
幸
に
同
情
し
な
い
者
は
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
周

囲
の
者
は
内
供
に
同
情
を
寄
せ
、
だ
か
ら
こ
そ
「
つ
け
つ
け
」
と
笑
う
よ
う

な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
内
供
が
「
日
常
の
談
話
の
中
に
、
鼻
と

云
ふ
語
が
出
て
来
る
の
を
何
よ
り
も
愼
れ
て
ゐ
た
」
と
同
時
に
、
周
囲
の
者

た
ち
は
、
内
供
の
前
で
鼻
と
い
う
語
が
話
題
に
な
る
こ
と
を
極
力
避
け
て
い

た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
そ
の
こ
と
に
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
ら

し
い
内
供
で
あ
る
。
周
囲
の
者
の
気
配
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
供
は
あ
く

ま
で
も
自
分
は
鼻
な
ど
全
く
気
に
し
て
い
な
い
と
演
じ
続
け
、
周
囲
の
者
の

親
切
に
対
し
て
、
例
え
ば
治
療
を
施
し
て
く
れ
る
弟
子
に
不
服
ら
し
い
顔
で

接
す
る
な
ど
、
駄
々
っ
子
の
よ
う
な
態
度
を
と
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
内
供

と
し
て
は
、
自
ら
の
異
形
の
鼻
そ
の
も
の
が
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
、
彼
の
レ
ベ
ル
で
は
自
然

な
行
動
で
あ
っ
た
が
、
周
囲
の
者
に
と
っ
て
は
快
い
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な

い
。
た
だ
彼
ら
の
問
で
、
内
供
が
「
不
幸
」
な
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
、
「
つ
け
つ
け
と
」
笑
う
こ
と
は
控
え
る
な
ど
の
同
情
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
自
然
に
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
供
の
鼻
が
短

、
、
、
、
、
、
、
、

く
な
っ
た
こ
と
で
情
況
は
一
変
す
る
。
今
ま
で
同
情
を
か
け
て
や
っ
て
い
た

対
象
が
、
そ
の
同
情
に
対
す
る
見
返
り
が
何
も
な
い
ま
ま
、
自
分
は
同
情
を

か
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
何
ひ
と
つ
無
い
人
物
な
ん
だ
と
主
張
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
周
囲
の
者
た
ち
が
、
そ
れ
ま
で
の
内
供
の
「
鼻
な
ど
全
然
気
に

し
て
い
な
い
」
と
い
う
演
技
や
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
内
供
の
晴
れ
晴
れ
と
し

た
表
情
に
憎
悪
を
抱
き
始
め
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま

で
は
同
情
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
内
供
の
「
演
技
」
を
大
目
に
見
て
や
る
こ

と
も
で
き
た
が
、
そ
っ
ち
が
そ
の
気
な
ら
ば
、
も
う
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
彼
ら
は
、
短
く
な
っ
た
鼻
を
笑
う
こ
と

が
、
内
供
に
い
か
に
大
き
な
心
理
的
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
か
も
認
識
し
て
い

た
。
内
供
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
心
持
ち
も
ま
た
、
周
囲
の
者
に
見
透
か
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
と
考
え
れ

ば
、
や
は
り
内
供
の
、
鼻
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
と
い
う
「
演
技
」
に
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
内
供
が
周
囲
の
人
々
と
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
創
造
す
る
に
は
、
自
分
が
鼻
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
を
告
白
す
べ

き
だ
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
隠
そ
う
と
し
た
り
な
ど
は
す
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ご
ま
か
し
で
は
な
い
率
直
な
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
り

初
め
て
、
内
供
の
心
の
痛
み
を
分
か
ち
合
え
る
よ
う
な
、
「
同
情
」
を
媒
介

六
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と
は
し
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
創
造
の
可
能
性
が
生
ま
れ
た
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
環
境
が
あ
っ
て
初
め
て
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
内
供

が
祝
福
さ
れ
る
人
間
関
係
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
努
力
を
全

く
す
る
こ
と
な
く
、
鼻
さ
え
短
く
な
れ
ば
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
る
だ
ろ
う
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
虫
が
良
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
「
つ

け
つ
け
」
と
し
た
笑
い
は
、
そ
の
よ
う
な
「
内
供
の
利
己
主
義
」
に
対
す
る

攻
撃
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
言
う
は
易
し
」
で
、
人
間
は
虚
栄

心
や
自
尊
心
か
ら
そ
う
自
由
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
内
供
は
俗
物
権
力

者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
実
相
が
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
内
供
の
利
己
主
義
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
初
め
て
「
傍
観
者

の
利
己
主
義
」
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
囲
の
者
は
異
形
の

鼻
を
持
つ
内
供
を
「
つ
け
つ
け
」
と
は
笑
わ
な
い
だ
け
の
優
し
さ
は
持
ち
合

わ
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
同
情
に
基
づ
く
も
の
、
自
ら
の
優
位
性
に
浸
っ
て

い
ら
れ
る
安
心
感
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
真
に
内
供
の
心
の
痛
み
を
汲
み

と
ろ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
内
供
の
俗
で
な
い

事
を
仕
合
せ
だ
」
と
か
、
「
あ
の
鼻
だ
か
ら
出
家
し
た
の
だ
ら
う
」
な
ど
と

勝
手
な
事
を
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
内
供
の
鼻
が

短
く
な
り
、
自
ら
の
優
位
性
の
基
盤
が
脅
か
さ
れ
た
と
た
ん
、
露
骨
に
内
供

を
攻
撃
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
自
ら
の
都
合
に
よ
っ
て
同
情
を
か
け
た
り
、

攻
撃
し
た
り
す
る
あ
り
よ
う
は
、
や
は
り
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
と
称
し

て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
周
囲
の
人
々
の
反
応
も
、

や
は
り
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
人
間
の
実
相
な
の
で
あ
る
。

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

「
当
事
者
の
利
己
主
義
」
な
り
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
な
り
が
ど
こ
か

ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
作
家
が
そ
れ
ま
で
の
人

生
で
体
験
し
、
血
肉
化
し
た
も
の
か
ら
削
り
出
さ
れ
た
と
考
え
る
し
か
な
い

だ
ろ
う
。
思
い
出
さ
れ
る
の
は
や
は
り
次
の
手
紙
で
あ
る
。

「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
は
な
れ
た
愛
が
あ
る
か
ど
う
か
イ
ゴ
イ
ズ
ム
の
あ

る
愛
に
は
人
と
人
と
の
間
の
障
壁
を
わ
た
る
事
は
出
来
な
い
（
中
略
）

周
囲
は
醜
い
自
己
も
醜
い
そ
し
て
そ
れ
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
生

き
る
の
は
苦
し
い
」
（
一
九
一
五
・
三
・
九
井
川
恭
宛
）

「
僕
は
霧
を
ひ
ら
い
て
新
し
い
も
の
を
見
た
や
う
な
気
が
す
る
し
か

し
不
幸
に
し
て
そ
の
新
し
い
国
に
は
醜
い
物
ば
か
り
で
あ
っ
た
僕
は

そ
の
醜
い
物
を
祝
福
す
る
そ
の
醜
さ
の
故
に
僕
は
僕
の
持
っ
て
ゐ

る
、
そ
し
て
人
の
持
っ
て
ゐ
る
美
し
い
物
を
更
に
よ
く
知
る
事
が
出
来

た
か
ら
で
あ
る
し
か
も
又
僕
の
持
っ
て
ゐ
る
そ
し
て
人
の
持
っ
て

ゐ
る
醜
い
物
を
更
に
ま
た
よ
く
知
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
」

（
一
九
一
五
・
三
・
一
二
井
川
恭
宛
）

「
鼻
」
に
表
れ
て
い
る
「
内
供
」
と
「
傍
観
者
」
の
「
利
己
主
義
」
と
、

失
恋
体
験
に
よ
っ
て
認
識
し
た
「
自
己
」
と
「
周
囲
」
の
「
イ
ゴ
イ
ズ
ム
」

は
、
や
は
り
照
応
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
あ
の
頃

の
自
分
の
事
（
削
除
欣
副
の
記
述
、
「
自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ

だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
、
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の

反
対
に
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た

か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
っ
て
、
こ
の

二
つ
の
短
編
（
「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
の
こ
と
ｌ
田
村
注
）
を
書
い
た
」
と

六
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鼻
が
短
く
な
っ
た
内
供
は
、
周
囲
の
者
た
ち
と
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
取
れ
る
よ
う
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
「
二
言
目
に
は
、
誰

で
も
意
地
悪
く
叱
り
つ
け
る
」
と
こ
ろ
な
ど
は
、
や
は
り
駄
々
っ
子
を
思
わ

せ
る
態
度
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
創
造
の

願
い
が
裏
切
ら
れ
た
内
供
は
、
や
り
場
の
な
い
悲
し
み
・
怒
り
を
周
囲
の
者

に
当
た
り
散
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
供
は
、
「
な
ま
じ
ひ
に
、

鼻
の
短
く
な
っ
た
の
が
、
反
て
恨
め
し
く
」
な
る
。
内
供
が
、
鼻
が
短
く
な

る
こ
と
自
体
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
一
九
九
五
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
現
在
最
も
新
し
い
岩
波
書
店
の
全

集
に
は
「
「
鼻
」
草
稿
」
が
収
録
さ
れ
（
第
二
十
一
巻
）
、
芥
川
の
苦
心
の
様

子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
興
味
深
い
が
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
鼻
が

短
く
な
っ
て
も
笑
わ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
、
内
供
の
思
案
の
次
の
部
分
で
あ

る
（
「
草
稿
」
Ｖ
ｌ
ａ
よ
り
）
。

し
か
し
内
供
の
心
を
苦
し
め
た
も
の
は
単
に
池
の
尾
の
僧
俗
が
晒

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

い
う
記
述
は
、
あ
な
が
ち
虚
構
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
ず
、
こ
の
「
鼻
」
に

お
い
て
も
、
そ
の
信
遍
性
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
再
び
鼻
が
長
く
な
っ
た
内
供

は
れ
る
事
も
あ
っ
た
が
）
所
が
今
中
童
子
や
下
法
師
が
咽
ふ
の
を
見

る
と
そ
こ
に
は
殆
一
点
の
憐
偶
さ
へ
も
動
い
て
ゐ
な
い
ｌ
神
経
質
な

内
供
は
す
ぐ
に
こ
の
事
実
に
気
が
つ
い
た

定
稿
の
内
供
は
、
そ
の
笑
い
の
変
化
の
中
に
同
情
の
有
無
と
い
う
相
違
を

明
確
に
認
識
す
る
だ
け
の
明
に
も
欠
け
る
、
よ
り
「
愛
す
べ
き
」
人
物
と
し

て
造
形
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
作
品
の
中
の
情
況
と
し
て
は
、
笑
い
の

変
化
の
中
に
同
情
の
有
無
の
相
違
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
み
て
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
内
供
は
、
短
く
な
っ
た
鼻
を
笑
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
く
と
同
時
に
、
以
前
の
自
分

が
同
情
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
は
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
、
朧
げ
な
が
ら
も

気
づ
き
始
め
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
内
供
は
、
「
な
ま
じ
ひ
に
、

鼻
の
短
く
な
っ
た
の
が
、
反
て
恨
め
し
く
」
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

そ
の
よ
う
な
情
況
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
再
び
鼻
が
元
ど
お
り
長
く
な
っ
て

「
は
れ
ば
れ
し
た
心
も
ち
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
帰
っ
て
来
る
」
よ
う
に

感
じ
る
の
も
、
自
然
な
感
情
で
あ
る
と
納
得
で
き
る
。
鼻
そ
の
も
の
は
元
の

木
阿
弥
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
内
供
は
一
旦
鼻
が
短
く
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
長
い
鼻
の
自
分
が
周
囲
の
者
た
ち
の
同
情
に
よ
り
、
あ
る
程
度
は
守
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
と
な
く
は
学
習
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ほ

う
が
、
鼻
が
短
く
な
っ
て
周
囲
の
容
赦
の
な
い
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
り
は
、

よ
ほ
ど
居
心
地
が
良
い
こ
と
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
内
供
は
、
そ
れ
以
上
は
成
長
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
田
中
燕
や

戸
松
尉
恢
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
冒
頭
近
く
の
「
勿
論
表
面
で
は
、

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
」
の
一
文

一
ハ
ー
ハ



は
、
再
び
鼻
が
長
く
な
っ
た
後
も
、
内
供
は
相
変
わ
ら
ず
「
演
技
」
を
続
け

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
「
愛
す
べ
き
」
内
供
は
、
真
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
る
た
め
の
方
策
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
も
な
く

（
そ
の
明
に
欠
け
て
い
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
）
、
そ
の
努
力
を

放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
作
品
「
鼻
」
は
、
作
家
芥

川
が
そ
れ
ま
で
の
人
生
で
体
験
し
た
自
己
と
周
囲
の
者
た
ち
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

を
客
観
的
に
見
つ
め
、
「
自
然
其
儘
の
可
笑
味
」
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
に
結

晶
化
し
た
点
で
優
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
た
と
え
身

体
的
欠
陥
が
あ
っ
て
も
「
人
と
人
と
の
間
の
障
壁
を
わ
た
称
一
事
の
で
き
る

可
能
性
が
示
さ
れ
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
言
え
よ
う
。
し
か
し
内
供
と
作
者
芥
川
と
が
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
は
、

芥
川
は
こ
の
作
品
の
中
に
「
書
き
た
く
も
な
い
僕
の
弱
点
」
を
書
こ
う
と
し

た
こ
と
で
あ
る
。
芥
川
の
そ
の
と
り
す
ま
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
彼

は
内
供
の
よ
う
に
「
演
技
」
に
徹
す
る
こ
と
な
く
、
虚
構
の
中
で
は
あ
っ
て

も
、
自
ら
を
さ
ら
そ
う
と
し
た
。
そ
の
点
、
作
者
芥
川
龍
之
介
は
、
内
供
よ

り
も
ず
っ
と
有
効
な
方
法
で
、
か
つ
誠
実
に
、
我
々
読
者
に
、
よ
り
深
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
訴
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）
笠
井
秋
生
「
「
鼻
」
ｌ
漱
石
書
簡
の
意
味
」
（
『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』

双
文
社
出
版
一
九
九
三
・
五
）

（
２
）
赤
羽
学
「
芥
川
龍
之
介
の
「
鼻
」
に
お
け
る
治
療
の
問
題
」
（
『
文
芸
研

究
〈
東
北
大
学
〉
』
一
九
九
二
・
五
）

芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論

（
３
）
越
智
良
二
「
「
鼻
」
の
歪
み
」
（
『
近
代
文
学
試
論
〈
広
島
大
学
〉
』
一
九

八
○
・
十
一
）

（
４
）
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
二
十
三
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
九
八
・
二
に
拠

っ
た
。

（
５
）
大
高
知
児
「
芥
川
龍
之
介
「
鼻
」
論
ｌ
禅
智
内
供
の
心
緒
を
巡
っ
て
ｌ
」

（
『
紀
要
文
学
科
〈
中
央
大
学
〉
』
一
九
八
八
・
三
）

（
６
）
三
好
行
雄
「
負
け
犬
ｌ
「
芋
粥
」
の
構
造
ｌ
」
（
『
芥
川
龍
之
介
論
』
筑

摩
書
房
一
九
七
六
・
九
所
収
）

（
７
）
芥
川
を
「
コ
ト
バ
の
楽
天
主
義
を
同
ぐ
信
ず
る
作
者
」
（
傍
点
原
文
）

と
評
す
る
浅
野
洋
の
論
が
あ
る
（
「
地
獄
変
」
の
限
界
ｌ
自
足
す
る
語
り

ｌ
」
、
『
文
学
』
一
九
八
八
・
五
）
。
芥
川
は
、
晩
年
に
は
逆
に
言
葉
の
伝

達
力
に
対
し
、
絶
望
的
と
も
言
え
る
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
。
遺
稿
「
十

本
の
針
」
の
「
十
言
葉
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
わ
た
し
た
ち
の
気
も
ち
を
容
易
に
他
人
に
伝
へ
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
唯
伝
へ
ら
れ
る
他
人
次
第
に
よ
る
の
で

あ
る
。
「
枯
華
微
笑
」
の
昔
は
勿
論
、
百
数
十
行
に
亘
る
新
聞
記
事

さ
へ
他
人
の
気
も
ち
と
応
じ
な
い
時
に
は
到
底
合
点
の
出
来
る
も
の

で
は
な
い
。
「
彼
」
の
言
葉
を
理
解
す
る
も
の
は
い
つ
も
「
第
二
の

彼
」
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
「
彼
」
も
亦
必
ず
植
物
の
や
う
に
成

長
し
て
ゐ
る
。
従
っ
て
或
時
代
の
「
彼
」
の
言
葉
は
第
二
の
或
時
代

の
「
彼
」
以
外
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
い
や
、

或
時
代
の
彼
自
身
さ
へ
他
の
時
代
の
彼
自
身
に
は
他
人
の
や
う
に
見

え
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
幸
ひ
に
も
「
第
二
の
彼
」
は
「
彼
」
の

六
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（
９
）
三
好
行
雄
前
掲
論
文

（
、
）
嶌
田
明
子
「
「
鼻
」

究
』
一
九
八
九
・
三
）

言
葉
を
理
解
し
た
と
信
じ
て
ゐ
る
。

（
８
）
和
田
繁
二
郎
『
芥
川
龍
之
介
』
（
創
元
社
一
九
五
六
・
三
）

大
学
研
究
紀
要
』
一

（
巧
）
戸
松
泉
前
掲
論
文

（
、
）
戸
松
泉
「
「
鼻
」
の
語
り
手
」
（
『
相
模
国
文
』
一
九
九
五
・
三
）

（
ｕ
）
石
割
透
「
「
鼻
」
ｌ
形
式
と
内
実
の
離
反
ｌ
」
（
『
芥
川
龍
之
介
ｌ
初
期

作
品
の
展
開
』
有
精
堂
一
九
八
五
・
二
）

（
Ｂ
）
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」
は
『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
一
月
号
に
掲

載
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
の
第
二
章
、
第
六
章
は
削
除
さ
れ
て
、
単
行
本
『
影

燈
籠
』
・
『
或
る
日
の
大
石
蔵
之
助
』
に
収
め
ら
れ
た
。
引
用
部
分
は
削
除

さ
れ
た
第
二
章
の
一
部
で
あ
る
。

（
脚
）
田
中
実
「
芥
川
文
学
研
究
ノ
ー
ト
③
『
鼻
』
と
『
龍
』
」
（
『
都
留
文
科

大
学
研
究
紀
要
』
一
九
九
四
・
三
）

（
応
）
一
九
一
五
年
三
月
九
日
付
井
川
恭
宛
書
簡
よ
り
引
用
。

（
た
む
ら
・
し
ゅ
う
い
ち
舞
鶴
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）

に
お
け
る
語
り
手
の
意
味
」
（
『
上
智
近
代
文
学
研

六
八


