
梅
崎
春
生
の
笑
い

ー
生
の
肯
定
へ

市
井
物
の
中
の
笑
い

「
桜
島
」
(
一
九
四
六
年
九
月
)
に
よ
っ
て
戦
後
派
作
家
と
し
て
注
目
さ
れ
た
梅

崎
春
生
は
、
そ
の
後
も
「
日
の
果
て
」
(
一
九
四
七
年
九
月
)
や
「
E
島
風
物
詩
」

(
一
九
四
八
年
一

O
月
)
な
ど
の
戦
争
物
の
小
説
を
発
表
し
て
い
た
が
、

一
九
五

0
年
代
前
半
か
ら
は
そ
れ
ら
の
戦
争
物
よ
り
も
市
井
物
の
小
説
が
増
え
て
く
る
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
梅
崎
恵
津
は
、
『
幻
化
の
人
・
梅
崎
春
生
』
(
東
邦
出
版
、

九
七
五
年
八
月
)

の
中
で
、
梅
崎
春
生
が
N
H
K
ラ
ヂ
オ
で
語
っ
た
話
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
「
桜
島
」
だ
け
は
体
験
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
直
ぐ

書
き
は
じ
め
た
戦
争
物
は
作
り
も
の
な
の
で
、
自
分
は
嘘
を
書
い
て
い
る
と
い
う

日
常
の
生
活
に
戻
し
た
。
戦
後
の
混
乱
等
を
書
い

気
が
し
て
来
た
」
、
「
そ
こ
で
、

た
。
こ
の
方
が
性
に
あ
っ
て
い
る
し
資
質
的
に
も
そ
う
い
う
作
家
だ
と
思
っ
た
」

梅崎春生の笑い

後と

皇梅
乱雲
の生
中は
に 語
七 つ

を2
日フl
品下

長あ
活そ
に梅
高崎
同 文
材 山
を寸

.~ 
取

A お
4 け
;与る

請者
誌は

登あ
場 「
し戦

て
く
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
山
名
の
場
合
」
(
一
九
五
一
年
一
一
月
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
夜

聞
の
学
校
」
に
勤
め
て
い
る
二
人
の
教
師
の
話
で
あ
る
。
山
名
申
吉
は
国
語
教
師

綾

目

広

ム口、v，t

で
五
味
司
郎
太
は
社
会
科
の
教
師
で
あ
る
が
、
一
一
人
は
共
に
三
十
一
歳
の
独
身
で

あ
る
。
も
と
も
と
作
家
志
望
で
は
な
か
っ
た
山
名
が
、
「
自
分
と
い
う
も
の
を
ハ

ツ
キ
リ
さ
せ
る
た
め
に
小
説
と
い
う
も
の
を
書
い
て
み
ょ
う
か
な
と
い
う
気
持
」

を
持
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
動
き
始
め
る
。

そ
こ
で
山
名
は
「
先
ず
手
慣
ら
し

に
、
自
分
の
身
辺
に
題
材
を
求
め
る
こ
と
」
に
し
て
、
教
員
室
で
は
隣
り
で
夜
間

-17ー

学
校
に
赴
任
し
た
時
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
五
味
司
郎
太
の
こ
と
を
書
こ
う
と
す

る

実
は
、

山
名
に
と
っ
て
、
「
他
人
に
関
心
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
淡
い
憎
悪
を

抱
き
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
名
に
は
「
憎

悪
」
に
よ
っ
て
で
し
か
他
人
と
関
係
し
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
て
、
自
分
自
身

も
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
五
味
は
、

「
何
で
も
っ
て
他
人
に
つ

な
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
?
」
と
い
う
疑
問
が
山
名
に
湧
い
て
来
た
の
だ
が
、

五

味
は
「
ど
う
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
ら
し
い
」
と
山
名
に
は
思
え
、

そ
う
な
る
と

今
度
は
「
自
尊
心
」
が
傷
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
に
も
な
る
。
山
名
の
五
味
へ

の
関
心
の
深
ま
り
は
、

小
説
の
題
材
の
た
め
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
と
と
も
に
こ
の
よ
う
に
「
五
味
を
憎
み
始
め
た
」

「
憎
悪
」
に
よ
っ
て
で
し
か
他
人
と

か
ら
で
も
あ
っ
た
。
後
で

も
触
れ
る
が
、

「
つ
な
が
」

る
こ
と
が
で
き



梅崎春生の笑い

な
い
と
い
う
問
題
は
、
梅
崎
文
学
の
中
心
テ
!
?
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
後
の
山
名
は
五
味
を
小
説
の
題
材
と
し
て
観
察
し
つ
つ
、
他
方

で
は
五
味
に
「
厭
が
ら
せ
」
も
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
下
宿
で
鼠
に
悩
ま
さ

さ
て
、

れ
て
い
た
山
名
は
、
鼠
を
捕
獲
し
て
そ
れ
を
五
味
の
家
に
放
っ
た
り
、
ま
た
デ
パ

ー
ト
で
五
味
を
偶
然
見
つ
け
た
山
名
は
、

五
味
が
ベ
レ

l
帽
に
関
心
を
持
っ
て
い

る
の
を
見
て
取
り
、
自
分
で
そ
の
ベ
レ

l
帽
を
買
っ
て
五
味
に
見
つ
か
ら
な
い
よ

う
に
彼
の
買
物
袋
に
入
れ
た
り
す
る
。
無
意
識
の
う
ち
に
万
引
き
し
て
し
ま
っ
た

の
か
と
五
味
に
恩
わ
せ
て
、
動
揺
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
作
戦
は
悉
く
不
成
功
に
終
る
。
鼠
に
つ
い
て
は
、
五
味
は

，
ま

に
旨
か
っ
た
」
と
一
吉
田
う
。
彼
は
南
方
で
の
兵
役
中
に
、
鼠
を
食
べ
慣
れ
て
い
た
の

「
久
し
ぶ
り

で
あ
る
。
ま
た
五
味
は
ベ
レ

l
帽
を
被
っ
て
平
気
な
顔
で
学
校
に
出
勤
も
す
る
。

山
名
が
驚
い
て
訊
ね
る
と
、

五
味
は
買
物
か
ら
戻
る
と
自
分
の
荷
物
に
紛
れ
込
ん

で
い
た
と
言
う
。
山
名
が

「
へ
ん
な
話
だ
ね
」
と
言
う
と
、

五
味
は
「
へ
ん
で
も

な
い
よ
。
誰
か
が
間
違
え
た
ん
だ
ろ
う
」
と
、
「
変
哲
も
な
く
言
い
」
、

五
味
は
全

く
動
揺
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

五
味
の
狙
い
が
肩
透
か
し
を
食
わ
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ヤ
」

の
小
説
に
お
け
る
笑
い
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
読
者
は
山
名
の

馬
鹿
げ
た
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
「
情
熱
」

の
あ
り
方
に
お
か
し
さ
を
感
じ
取

る
で
あ
ろ
う
。
小
説
で
は
山
名
の
そ
の

「
情
熱
」

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
。
「
生
れ
て
以
来
あ
て
も
な
く
ぼ
ん
や
り
と
生
き
て
来
て
、
情
熱
な
ど
と

い
う
も
の
に
は
自
分
は
縁
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
に
、

三
十
一
歳
の
今
に

な
っ
て
、

と
つ
ぜ
ん
こ
ん
な
情
熱
が
沸
き
立
っ
て
き
た
。

し
か
も
そ
の
情
熱
が
、

五
味
司
郎
太
と
い
う
個
人
へ
の
厭
が
ら
せ
、

そ
の
一
ぃ
白
川
だ
け
に
燃
え
上
っ
て
い

る
」
、
と
。
も
っ
と
も
、
「
そ
う
気
が
つ
く
と
、

山
名
は
な
ん
だ
か
妙
な
感
じ
が
し

な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
て
、
山
名
自
身
も
そ
の
「
情
熱
」

の
思
か
さ
に
気
が
つ
い
て
い
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

梅
崎
文
学
に
お
け
る
笑
い
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
に
馬
鹿
げ
た
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
こ
と
に
一
生
懸
命
に
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
人
間
の
愚
か
さ
が
描
か
れ

の
様
が

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
同
様
の

「
情
熱
」

措
か
れ
て
い
る
の
が
、
「
S
の
背
中
」
(
一
九
五
二
年
一
月
)

で
あ
る
。
蟹
江
四
郎

の
二
度
目
の
妻
で
あ
る
久
美
子
は
結
婚
し
て
一
年
半
ほ
と
で
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て

肺
炎
で
死
ん
だ
の
だ
が
、
遺
品
の
『
か
り
そ
め
日
記
・
蟹
江
久
美
子
』
に
、
「
私

は
S
を
愛
し
て
い
る

「
わ
た
し
は
5
の
背
中
が
好
き
だ
。

そ
の
背
中
の

(
路
)

ま
ん
な
か
あ
た
り
に
、
小
さ
な
癒
が
あ
る
。
直
径
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
か
し

ら
。
そ
こ
に
縮
れ
た
毛
が
三
本
生
え
て
い
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
、
蟹

江
四
郎
は
発
見
す
る
。
蟹
江
四
郎
は
、
「
S
」
ど
は
自
分
の
友
人
で
も
あ
る
猿
沢
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佐
介
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
出
す
。
「
第
二
篠
沢
佐
介
と
い
う
名
前
は
、

そ

の
発
音
の
響
き
か
ら
し
て
も
、

S
の
か
た
ま
り
み
た
い
な
名
前
だ
。
ま
っ
た
く
S

的
な
名
前
で
は
な
い
か
へ
と
。

そ
の
疑
惑
が
湧
い
て
か
ら
は
、
蟹
江
四
郎
は
確
証
を
得
る
た
め
に
何
と
か
猿
沢

佐
介
の
背
中
を
見
ょ
う
と
す
る
。
あ
る
土
曜
日
に
猿
沢
の
家
に
御
馳
走
に
招
か
れ

て
行
っ
た
と
き
に
は
、
蟹
江
は
猿
沢
の
背
中
に
癒
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
猿

沢
夫
婦
に
鎌
を
か
け
た
話
を
し
て
み
た
り
す
る
の
だ
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
そ
れ
に

つ
い
て
の
証
言
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
語
り
手
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
こ
の
夜
あ
た
り
を
さ
か
い
と
し
て
、
蟹
江
の
生
き
て
い
る
情
熱
は
、

は
っ
き
り
と
ひ
と
つ
の
形
の
目
標
に
そ
そ
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

Jコ

ま
り
、
猿
沢
の
背
中
に
癒
が
あ
る
か
な
い
か
、

そ
の
一
点
な
の
で
し
た
」
、
と
。

や
は
り

こ
こ
で
も
愚
か
だ
と
言
え
る
「
一
点
」

の
事
柄
に
情
熱
を
傾
け
る
人
物



が
登
場
し
て
、
読
者
の
笑
い
を
誘
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
関
谷
一
郎
が
「
〈
笑
い
〉

の
系
譜
|
|
井
伏
・
太
宰
・
梅
崎
・
安
岡

l
l
」
(
『
笑
い
と
創
造
第
五
集
』
〈
ハ

ワ
l
ド
・
ピ
ペ
ッ
ト
・
文
学
と
笑
い
研
究
会
編
、
勉
誠
出
版
、
二

O
O
八
年
=
一
月
〉

所
収
)

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
蟹
江
は
「
己
れ
の

「
四
郎
」
も
「
5
」

で
あ

る
こ
と
に
思
い
及
ば
ぬ
ま
ま
、
久
美
子
の
日
記
の

「S
」
を
「
猿
沢
」
と
決
め
つ

け
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
身
の
考
え
や
思
い
込
み
を
冷
静
に
批
判

的
に
捉
え
直
そ
う
と
し
な
い
愚
か
さ
も
、
笑
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

愚
か
さ
が
笑
い
を
誘
う
と
い
う
こ
と
で
は
落
語
の
笑
い
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ

る
が
、
「
S
の
背
中
」
に
は
落
語
に
そ
の
ま
ま
出
て
き
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う

な
挿
話
も
語
ら
れ
て
い
る
。
蟹
江
と
猿
沢
が
将
棋
を
指
し
た
と
き
、
形
勢
不
利
と

吋

い

ま

「
君
の
そ
の
桂
馬
を
、
=
一
十
円
で
売
っ
て
呉
れ
な
い
か
」

見
た
猿
沢
が
蟹
江
に
、

と
吉
田

つ。

そ
う
言
わ
れ
た
蟹
江
も
「
び
っ
く
り
し
た
よ
う
」
な
の
だ
が
、
「
よ
か

ろ
う
。
そ
の
代
り
、
現
金
だ
よ
」
と
応
え
る
。
や
が
て
、
蟹
江
の
方
か
ら
も
猿
沢

に
桂
馬
を
ゆ
ず
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
と
き
に
は
、
猿
沢
は
「
あ
あ
、
い
い
だ
ろ
う
。

五
十
円
だ
よ
」
と
応
え
、
「
う
ち
じ
ゃ
そ
ん
な
値
段
な
ん
だ
よ
」

と
言
う
。
そ
し

て
蟹
江
は

し
ぶ
し
ぶ
五
十
円
出
し
て
、
桂
馬
を
受
取
り
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て

い
る
。
将
棋
の
対
局
で
駒
の
売
買
を
し
た
り
す
れ
ば
、
勝
負
と
い
う
も
の
の
存
立

自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
は
ず
だ
が
、

そ
れ
を
平
然
と
行
う
と
こ
ろ
は
ま
さ
に
落

語
的
な
お
か
し
さ
で
あ
る
。

梅崎春生の笑い

語
り
手
は
小
説
の
末
尾
部
分
で
、
も
う
蟹
江
は
猿
沢
の
背
中
を
見
な
い
方
が
い

あ
さ

「
猿
沢
の
背
中
に
癒
が
あ
っ
て
も
、
蟹
江
は
不
幸
に

い
の
で
は
な
い
か
と
言
い
、

な
る
し
、
な
い
と
す
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
不
幸
に
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と

語
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
注
意
し
た
い
の
は
、
語
り
手
あ
る
い
は

作
者
が
蟹
江
や
猿
沢
を
瑚
笑
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
私
た
ち
読
者
も

愚
か
し
い

ご
点
」

に
拘
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
、
と

言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
落
語
的
と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
「
春
日
尾

行
」
(
一
九
五
=
一
年
五
月
)

は
話
の
構
造
そ
の
も
の
が
落
語
的
で
あ
る
と
言
う
と

と
が
で
き
る
。
こ
の
小
説
に
は
、
梅
崎
春
生
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
短
編
小
説
に
は
よ

く
登
場
す
る
、
語
り
手
の
「
僕
」
よ
り
も
年
少
で
あ
る
画
家
の
友
人
が
出
て
き
て
、

そ
の
友
人
が
自
身
の
体
験
談
を
語
る
の
で
あ
る
。
画
家
の
友
人
が
酔
っ
て
置
き
忘

ら
よ

3
ほ
3

五
日
「
重
宝
し
て
使
っ
て
」
い
た
と
こ
ろ
、
画
家

れ
た
高
価
な
腕
時
計
を
四
、

は
日
曜
の
朝
起
き
て
顔
を
洗
お
う
と
し
て
腕
に
時
計
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
、
そ
れ
を
外
し
た
と
こ
ろ
ま
で
は
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
気
が
付
く
と
腕
か
ら

そ
の
腕
時
計
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
顔
を
洗
っ
て
い
る
と
き
に
、

ち
ょ
う
ど
「
同
じ
家
に
間
借
り
し
て
い
る
」
二
十
歳
前
後
の
駒
井
嬢
も
洗
濯
を
し
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て
い
た
こ
と
か
ら
、
函
家
は
洗
面
所
に
置
い
た
腕
時
計
を
駒
井
嬢
が
盗
ん
だ
の
で

は
な
い
か
と
「
嫌
疑
」
を
か
け
、
彼
女
が
腕
時
計
を
「
ど
こ
か
古
物
商
に
で
も
売

り
に
行
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
?
」
と
思
っ
て
、
彼
女
を
尾
行
す
る
の
で
あ
る
。

し

か
し
駒
井
嬢
に
尾
行
を
気
づ
か
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
は
パ
チ
ン
コ
屋
に
入
っ
た

彼
女
を
庖
内
で
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

少
々
常
軌
を
逸
し
て
い
る
と
言
え
る
の
は
、
駒
井
嬢
を
見
失
っ
た
後
、
パ
チ
ン

コ
屋
で
隣
り
に
い
た
「
三
等
重
役
的
タ
イ
プ
」
の
男
の
、
「
て
ら
て
ら
し
た
額
に
、

汗
の
王
が
五
つ
六
つ
ふ
き
上
っ
て
い
る
」
顔
を
見
た
と
た
ん
、

す
こ
し
憎
ら
し
く
な
っ
て
来
」
て
、

急
に
こ
の
男
が

「
駒
井
嬢
の
か
わ
り
に
、
今
日
一
日

こ
の

男
の
あ
と
を
つ
け
廻
し
て
や
ろ
う
か
!
」
と
思
い
、
実
際
に
そ
の
男
の
後
を
尾
行

す
る
こ
と
で
あ
る
。
男
は
女
性
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
て
、
一
一
人
で
映
画
館
に

入
り
、

そ
の
次
に
は
遊
園
地
に
も
行
く
の
だ
が
、
画
家
は
そ
の
後
も
尾
行
す
る
の
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で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
画
家
は

そ
の
時
も
百
も
承

「
パ
カ
だ
っ
て
こ
と
は

知
で
す
。

(
略
)

で
も
人
間
に
は
、
気
持
の
行
き
が
か
り
っ
て
も
の
が
、
確
か
に

パ
カ
を
や
ら
な
い
人
聞
が
あ
っ
た
ら
、

あ
る
ん
で
す
よ
。
(
略
)

お
目
に
か
か
り

た
い
で
す
ね
え
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
も
う
と
う
な
れ
ば
意
地
で
し
た
な
」

と
も
語
る
。

結
局
、

画
家
は
腕
時
計
が
今
自
分
が
着
て
い
る
「
上
衣
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
」
に
入

っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
尾
行
の
末
の
こ
の

〈
落
ち
〉
が
落
語
的
な

わ
け
だ
が
、
「
山
名
の
場
合
」
や
「
S
の
背
中
」

左
同
様
に
「
春
日
尾
行
」
に
お

い
て
も
見
ら
れ
る
、
言
わ
ば
人
生
の
大
局
か
ら
見
れ
ば
下
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ

う
の
な
い
こ
と
に
「
情
熱
」
を
燃
や
す
愚
か
さ
、
あ
る
い
は
「
意
地
」
に
な
っ
て

し
か
し
先
に

拘
る
愚
か
さ
を
、
梅
崎
春
生
は
多
く
の
小
説
に
描
い
た
と
言
え
る
。

も
触
れ
た
よ
う
に
梅
崎
春
生
は
そ
の
愚
か
さ
を
噺
笑
し
た
り
冷
笑
し
た
り
は
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
幾
分
か
は
噺
笑
的
な
場
合
で
も
そ
れ
は
自
瑚
を
含
ん
だ
笑
い

と
言
え
、
他
者
を
高
所
か
ら
見
下
ろ
し
た
よ
う
な
蔑
笑
で
は
な
い
。
次
に
、
そ
の

笑
い
の
特
質
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。

笑
い
の
特
質

梅
崎
文
学
に
お
け
る
笑
い
の
表
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が

「
空
虚
な
笑
い
」
や

「
堵
虐
的
な
笑
い
」
、
さ
ら
に
は
「
笑
い
そ
の
も
の
に
積
極
的
に
焦
点
を
当
て
る
」

よ
う
な
笑
い
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
詳
細
に
分
類
し
た
論
考
に
、
和
田
勉
の
『
梅
崎

春
生
の
文
学
』
(
桜
楓
社
、

一
九
八
六
年
一
一
月
)

に
収
め
ら
れ
て
い
る

笑
い

の
表
現
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。
和
田
勉
は
、
先
に
見
た
「
山
名
の
場
合
」
「
S
の
背

中
」
や
ま
た
「
ボ
ロ
屋
の
春
秋
」
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
小
説
は
愚
か
し
い
人
間

を
笑
い
に
よ
っ
て
批
判
、
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く

「
実
は
人
間

と
は
、
所
詮
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
気
持
を
も
っ
て
描
い
て
お
り
、
噺
笑
・
蔑

笑
な
ど
を
含
ん
だ
苦
笑
・
欄
笑
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

と
く
に
こ
れ
ら
=
一
作

に
限
定
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
言
い
方
も
異
な
る
が
、
や
は
り
梅

崎
文
学
の
笑
い
が
高
所
に
立
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
冷
笑
や
蔑
笑
で
は
な
い
こ
と
を

語
っ
て
い
る
の
が
、
柳
津
通
博
の
『
梅
崎
春
生

ユ
ー
モ
ア
と
「
幻
」
』
(
木
鶏
社
、

O 

一
年
五
月

で
あ
る
。
柳
津
通
博
は
そ
の
中
で
、
「
梅
崎
は
常
に
社
会
的

弱
者
で
あ
る
人
間
の
実
在
を
低
声
で
語
っ
た
の
だ
が
、

そ
こ
で
吐
か
れ
た
自
瑚
や

嘆
息
は
い
つ
か
し
ら
彼
独
自
の
ペ
ー
ソ
ス
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
は
ぐ
く
み
、
や
が
て

わ
が
国
の
文
学
と
し
て
は
き
わ
め
て
異
例
な
ユ
ー
モ
ア
の
世
界
を
形
成
し
た
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
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「
山
名
の
場
合
」
と
「
ボ
ロ
屋
の
春
秋
」

の
二
つ
の
小
説
に
関
し

て
言
え
ば
、
戸
塚
麻
子
が
『
戦
後
派
作
家

梅
崎
春
生
』
(
論
創
社
、
二

O

年
七
月
)

で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
山
名
の
場
合
」

で
は
「
カ
タ
ル
シ
ス
を
得

る
こ
と
が
描
か
れ
た
」

の
に
対
し
て
、
「
ボ
ロ
屋
の
春
秋
」

で
は
そ
れ
が
無
い
と

い
う
相
違
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
山
名
の
場
合
」
と
違
っ
て

「
ボ
ロ
屋
の
春
秋
」
に

は
、
単
に
野
呂
旅
人
と
「
僕
」
と
の
間
に
あ
る
単
純
な
対
立
だ
け
で
な
く
、

そ
こ

に
二
人
に
詐
欺
を
働
い
た
不
破
数
馬
や
、
結
局
は
そ
の

え
た
中
国
料
理
屈
の
経
営
者
の
陳
根
頑
が
絡
ん
で
い
て
、
対
立
は
複
雑
な
様
相
を

「
ボ
ロ
屋
」
を
差
し
押
さ

呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
対
立
は
、
個
人
間
の
次
元
に
収
ま
ら
な
い
、

言
わ
ば
社
会
的
な
背
景
が
あ
る
も
の
と
し
て
も
示
唆
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え

る

そ
の
複
雑
な
対
立
の
あ
り
様
は
、
『
砂
時
計
』
(
一
九
五
四
年
八
月

1
一
九
五
五

年
七
月
)
や
『
つ
む
じ
風
』
(
一
九
五
六
年
三
月

1

月

で
描
か
れ
る
こ
と



に
な
る
。

そ
う
な
る
と
そ
の
物
語
の
世
界
は
喜
劇
的
世
界
と
い
う
よ
り
も
、
見
方

に
よ
っ
て
は
残
酷
劇
の
様
相
を
帯
び
た
世
界
に
見
え
て
く
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

な
く
は
な
い
。
と
く
に
『
砂
時
計
』
が
そ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
修
羅
印
カ

レ
l
粉
工
場
周
辺
、
夕
陽
養
老
院
、
そ
し
て
白
川
研
究
所
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
会
社
を
舞
台
に
し
て
展
開
し
て
い
て
、
カ
レ

l
粉
工
場
は
地
域
の

住
民
に
公
害
を
撒
き
散
ら
し
て
い
る
会
社
で
あ
り
、
夕
陽
養
老
院
は
入
院
老
人
の

回
転
を
良
く
し
て

「
入
院
料
十
万
円
の
間
断
な
き
流
入
」
を
図
る
た
め
に
、
食
事

に
肝
臓
を
お
か
す
黄
変
米
を
混
ぜ
た
り
、
老
人
が
滑
っ
て
事
故
死
す
る
よ
う
に
風

呂
を
タ
イ
ル
張
り
に
し
た
り
し
て
計
画
的
な
殺
人
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
白
川

研
究
所
は
人
間
た
ち
の
弱
み
に
つ
け
込
み
、
強
請
り
を
主
な
収
入
源
と
す
る
よ
う

な
組
織
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
組
織
の
人
聞
は
悪
練
さ
が
際
立
つ
よ
う
に
は
描
か
れ
て
い

な
く
、
む
し
ろ
滑
稽
さ
が
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
も
少
し
笑
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
夕
陽
養
老
院
の
経
営
者
の
院
長
は
、
老
人
た
ち
が

待
遇
改
善
を
要
求
す
る
と
、
「
今
ど
き
の
老
人
は
全
く
な
っ
て
お
ら
ん
。
義
務
の

こ
と
は
忘
れ
て
、
権
利
ば
か
り
主
張
す
る
。
な
ん
と
嘆
か
わ
し
い
こ
と
か
!
」
、

と
心
底
思
う
。
自
ら
の
悪
巧
み
は
棚
に
上
げ
て

〈
正
論
〉

の
立
場
か
ら
老
人
た
ち

を
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
無
自
覚
さ
ぶ
り
は
笑
え
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
ま
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た
、
白
川
研
究
所
は
事
務
所
の
黒
板
に
「
こ
の
世
に
弱
み
な
き
人
聞
は
な
し

手
の
す
べ
て
の
退
路
を
断
て
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
こ

た
か

の
研
究
所
が
強
請
り
ゃ
集
り
を
本
業
と
し
て
い
る
組
織
で
あ
る
こ
と
を
公
然
と
明

ら
か
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
も
悪
は
悪
で
あ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
も
の
の
、
幾
分
滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
悪

も
笑
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
言
っ
て
、
梅
崎
春
生
が
笑
い
な
が
ら
悪
を
許
容
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
彼
が
、
悪
と
り
わ
け
権
力
の
悪
に
対
し
て
は
憎
悪
さ
え
持
っ
て
い
た
こ
と

は
、
戦
争
物
の
小
説
や
メ
ー
デ
ー
事
件
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
も
い
え
る
エ
ッ
セ

イ
「
私
は
み
た
」
(
一
九
五
二
年
七
月
)
や
「
警
官
隊
に
つ
い
て
」

七
月
)
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
天
皇
制
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
習
慣
に

(
一
九
五
二
年

過
ぎ
ず
、

そ
れ
も
ぐ
う
た
ら
な
習
慣
に
過
ぎ
な
い
」
(
「
天
皇
制
に
つ
い
て
」

九

五
三
年
八
月
)
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
梅
崎
春
生
は
日
本
の
社
会
体
制
に
対
し

て
も
厳
し
い
批
判
の
限
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
梅
崎
春
生
は
社
会
の
悪

を
決
し
て
許
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
の
兵
役
体
験
が
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
社
会
体
制
な
り
権
力
な
り
を

作
っ
て
し
ま
う
人
間
存
在
の
愚
か
さ
や
弱
さ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
梅
崎
春
生
は

し
か
し
、

そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、
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笑
い
な
が
ら
肯
定
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
梅
崎
文
学
に
お
け
る
笑
い
は
、
蔑
笑
や
冷
笑
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
相
手
を

笑
殺
す
る
よ
う
な
笑
い
な
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、

人
々
が
縛
ら
れ
て
い
る
通

常
の
規
範
や
論
理
則
か
ら
彼
ら
を
解
放
し
て
、
そ
れ
ま
で
は
見
え
な
か
っ
た
新
た

な
世
界
を
提
示
す
る
き
っ
か
け
を
粛
す
と
き
に
起
る
よ
う
な
笑
い
、
す
な
わ
ち
発

見
や
認
識
の
笑
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
或
る
諦
念
を
持

相

ち
な
が
ら
も
人
間
の
愚
か
さ
を
欄
笑
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
肯
定
す
る
よ
う
な
笑

い
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
の
笑
い
に
は
『
人
も
歩
け
ば
』
(
一
九
五
九
年
八
月
刊
)

見

ら
れ
る
よ
う
に
社
会
楓
刺
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
や
は
り
基
本
は
人

聞
の
愚
か
さ
や
弱
さ
へ
の
共
感
に
基
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
上
宏
は
『
笑
い
学

の
す
す
め
』
(
世
界
思
想
社
、
二

O
O
四
年
七
月

の
中
で
、
昔
話
に
は
人
の
欠
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陥
や
失
敗
が
語
ら
れ
て
い
て
面
白
い
が
、

そ
れ
は
「
別
に
優
越
感
か
ら
笑
う
わ
け

で
な
く
て
、
人
間
の
弱
さ
へ
の
共
感
か
ら
笑
っ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
弱

さ
」
だ
け
で
な
く
愚
か
さ
も
含
め
れ
ば

」
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
梅
崎
文
学
の
笑

い
の
説
明
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

西
村
清
和
と
松
枝
到
の
共
著

で
あ
る
『
笑
う
人
間
/
笑
い
の
現
在
』
(
ポ

l
ラ
文
化
研
究
所
、

一
九
九
四
年
一

月

「
泣
き

で
あ
る
の
は
、
悲
惨
と
矛
盾
に
満

で
l立

「
こ
ど
も
の
産
声
が

ち
た
世
界
に
ほ
う
り
込
ま
れ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
か
ら
だ
、

と
い
う
ジ
ョ

l

ク
が
あ
る
が
、
と
な
れ
ば
幼
児
の

決
意
し
た
し
る
レ
な
の
だ
ろ
う
か
」
(
傍
点
・
原
文
)
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
梅

「
笑
い
」

は
、
そ
ん
な
世
界
で
生
き
る
こ
と
を

崎
文
学
の
笑
い
も
そ
う
い
う
笑
い
で
あ
る
と
吾
一
守
え
よ
う
。
「
悲
惨
や
矛
盾
」
を
受

け
止
め
つ
つ
、

そ
の
中
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る

笑
い
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
悲
惨
や
矛
盾
」

の
意
識
が
強
く
な
る
と
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に

梅
崎
春
生
に
は

「
憎
悪
」
に
よ
っ
て
で
し
か
他
人
と
「
つ
な
が
」

る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
認
識
や
、
「
人
間
と
人
間
と
を
結
び
合
う
も
の
は
、
愛
な
ど
と
い
う

し
ゃ
ら
く
さ
い
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
オ
セ
ッ
カ
イ
と
か
出
し
ゃ
ば
り

精
神
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
(
「
ボ
ロ
屋
の
春
秋
」
)
と
い
う
認
識
も
あ
っ
て
、

実
際
に
も
こ
れ
ら
が
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
梅
崎
春
生
の
根
本
認
識
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
い
う
べ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
を
持
ち

な
が
ら
も
、
笑
い
を
言
わ
ば
緩
衝
装
置
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
を
肯
定
的

に
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
と
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

姿
勢
は
遺
作
「
幻
化
」
(
一
九
六
五
年
六
月
・
八
月
)

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
林
秀
雄
は
新
潮
社
版
『
梅
崎
春
生
全
集
』
の
内
容
見
本
(
一
九
六
六
年
一

O

月
)
の
中
で
、
近
頃
読
ん
だ
小
説
で

「
司
じ
-

f
イ
」

に
二
番
感
心
し
た
」
と
述
べ

「
私
小
説
の
手
法
と
は
異
な
っ
て
、
自
身
の
異
常
な
心
理
を
道
具
と
し
て
扱
ひ
、

独
特
の
ユ
ー
モ
ア
小
説
を
創
ら
ん
と
し
た
作
者
の
企
図
は
成
功
し
た
と
思
ふ
」
と

述
べ
て
い
る
。
「
幻
化
」

に
「
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
」
が
あ
る
と
と
を
見
抜
い
た
の

は
さ
す
が
に
慧
眼
だ
と
言
え
る
が
、

し
か
し
何
の
留
保
も
付
け
ず
に
「
幻
化
」
を

「
ユ
ー
モ
ア
小
説
」
だ
と
言
い
切
っ
た
の
は
、
戦
争
に
何
ら
傷
つ
く
こ
と
が
な
か

っ
た
と
言
っ
て
い
い
小
林
秀
雄
ら
し
い
発
言
で
あ
る
。
「
幻
化
」
に
は
、
辛
か
っ

た
兵
役
体
験
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
の
喜
び
を
反
調
す
る
こ
と
で
、
生
き
る
意
欲

を
回
復
し
よ
う
と
し
た
梅
崎
春
生
の
切
実
な
願
い
が
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
切
実
さ
に
も
言
及
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
見
方
に
よ
れ
ば
、
主
人
公

玉
郎
の
対
人
関
係
の
あ
り
方
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
幻
化
」

で
は

そ
の
面
よ
り
も
願
い
の
切
実
さ
の
方
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た

が
っ
て
、
妻
子
を
交
通
事
故
で
失
っ
た
丹
尾
の
悲
し
み
を
王
郎
に
も
重
ね
て
読
ま

nJ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
の
場
面
で
阿
蘇
の
火
口
の
周
り
を
歩

く
丹
尾
に
、

五
郎
は
「
元
気
出
し
て
歩
け
、

し
っ
か
り
歩
け
」
と
心
の
中
で
声
援

を
送
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
梅
崎
文
学
の
笑
い
や
、

そ
し
て
「
幻
化
」
の
中

に
伏
在
し
て
い
る
ユ
ー
モ
ア
も
、
最
終
的
に
は
丹
尾
を
応
援
し
生
を
肯
定
す
る
五

郎
の
こ
の
言
葉
に
向
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

[
附
記
]
本
稿
は
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
(
特
集
日
本
の
近
代
文
学
と
笑
い
)
』
(
二
O
一一

年
一
一
月
号
)
用
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
同
誌
が
二
O
一
一
年

一
O
月
号
を
も
っ
て
休
刊
と
な
っ
た
た
め
、
事
務
局
に
相
談
し
、
本
稿
を
「
近
代
文
学

試
論
」
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
本
誌
の
論
文
と
し
て
は
本
稿
の
枚
数

が
二
O
枚
と
少
な
い
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
る
。
了
承
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
あ
や
め

ひ
ろ
は
る
、

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
)




