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『
坑
夫
』
（
明
治
四
一
、
一
～
四
）
は
、
東
京
の
「
相
当
の
地
位
を
有
っ
た
も
の
Ｌ
子
」
で

か
け
お
ち

あ
る
一
人
の
青
年
が
、
あ
る
「
過
去
」
の
事
惰
の
た
め
に
生
家
か
ら
「
逃
亡
」
し
、
ポ
ン
引
き

に
つ
か
ま
っ
て
鉱
山
に
送
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
境
遇
を
、
後
年
、
同
一
人
物
で
あ
る
語
り

手
が
回
想
す
る
形
で
成
立
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
明
ら
か
な
素
材
が
あ
り
、
下
敷
き
に
な
っ
た
荒
井
某
の
体
験
は
聞
き
書
き

メ
モ
と
し
て
も
残
さ
れ
て
い
る
。
執
箪
の
準
備
に
十
分
な
時
間
が
な
か
っ
た
こ
と
①
、
素
材
が

ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
作
品
と
な
っ
て
い
る
こ
と
②
な
ど
も
あ
り
、
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

と
い
う
点
で
は
、
と
く
に
そ
の
《
内
面
性
》
③
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
以
後
、
そ
の
「
心
理
分

析
」
や
〈
意
識
の
流
れ
〉
④
を
軸
に
し
た
小
説
の
方
法
鎗
的
視
点
か
ら
、
作
者
自
身
の
「
理
論
」

が
い
か
に
「
実
践
」
さ
れ
た
か
が
間
わ
れ
（
輿
あ
る
い
は
作
者
自
身
の
「
内
面
」
を
も
含
め
た

そ
の
『
実
生
活
」
と
こ
の
犀
皆
四
と
の
関
わ
り
な
ど
が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
⑥
も

し
か
し
『
坑
夫
』
の
魅
力
の
一
つ
が
、
語
り
手
の
そ
の
語
り
口
に
あ
る
こ
と
は
異
請
の
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
方
で
、
〈
人
間
（
の
心
）
は
変
わ
る
も
の
だ
〉
と
主
張
す
る

語
り
手
に
ど
こ
か
物
足
り
な
さ
を
、
そ
の
説
得
力
の
不
足
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
。
こ
の
物
足

り
な
さ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
作
者
と
素
材
の
関
係
は
研
究
さ
れ
て
き
た

が
、
語
り
手
が
自
分
の
過
去
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
私
が
こ
こ
で
試
み
る
の
は
、
語
り
手
の
「
過
去
」
の
扱
い
方
を
中
心
に
、
彼
の

〈
現
在
〉
ま
で
を
含
め
て
考
察
し
つ
つ
、
『
坑
夫
』
を
読
み
返
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
ま
ず
、
『
坑
夫
』
と
い
う
作
品
全
体
を
貫
い
て
い
る
問
題
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

『
坑
夫
』
は
、
男
が
感
想
を
も
ら
す
場
面
か
ら
始
ま
る
。

さ
つ
き
か
ら
松
原
を
通
っ
て
る
ん
だ
が
、
松
原
と
云
ふ
も
の
は
絵
で
見
た
よ
り
も
余
つ
程

長
い
も
ん
だ
。
何
時
迄
行
っ
て
も
松
ば
か
り
生
え
て
居
て
一
向
要
領
を
得
な
い
。
此
方
が

あ
る
い

い
く
ら
歩
行
た
っ
て
松
の
方
で
発
展
し
て
呉
れ
な
け
れ
ば
駄
目
な
事
だ
。
い
っ
そ
始
め
か

ら
突
っ
立
っ
た
侭
松
と
睨
め
っ
子
を
し
て
ゐ
る
方
が
増
し
だ
。

は
じ
め
に

｜
『
坑
夫
』
を
貫
く
〈
問
題
〉
あ
る
い
は
「
中
を
行
く
男
」

-1-
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あ
る
い

「
絵
」
よ
り
も
現
実
の
松
原
の
方
が
「
長
い
」
。
し
か
し
、
「
歩
行
」
て
い
る
こ
と
と
「
突

っ
立
っ
た
儘
」
で
い
る
こ
と
と
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
現
実
の
松
原
も

ま
た
「
絵
」
と
区
別
は
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
す
で
に
『
坑
夫
』
を
貫
く
問
題
が
顔

を
出
し
て
い
る
。

問
題
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
男
は
、
松
原
を
抜
け
る
途
中
の
掛
茶
屋
で
「
枠
天
だ

ち
ゅ
う

か
、
ど
て
ら
だ
か
分
ら
な
い
着
物
を
着
た
男
」
（
「
枠
天
と
ど
て
ら
の
中
を
行
く
男
」
「
枠
天

あ
ひ

と
ど
て
ら
の
合
の
子
」
と
も
表
現
さ
れ
る
）
に
出
会
う
。
そ
う
し
て
こ
の
人
物
の
「
ぢ
り
ノ
ー
」

と
し
た
「
何
処
迄
も
落
附
い
て
ゐ
る
。
が
そ
れ
で
滅
法
早
い
」
眼
差
し
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

砥
り

し
ら
め

る
。
男
を
鉱
山
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
こ
の
ポ
ン
引
き
の
「
服
装
」
や
「
白
眼
」
の
描
写

は
、
甲
だ
か
乙
だ
か
「
分
ら
な
い
」
が
、
甲
の
よ
う
で
も
あ
り
乙
の
よ
う
で
も
あ
る
「
合
の
子
」

が
、
ひ
た
す
ら
甲
と
乙
の
『
中
を
行
く
」
こ
と
に
な
る
主
人
公
の
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
暗
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
か
ら
現
れ
る
文
中
、
文
末
の
否
定
形
の
多
用
は
、
こ
こ
で
も
ま
だ
続
い
て
い
る
。
男
を

「
追
っ
掛
け
」
て
く
る
も
の
は
彼
の
「
過
去
」
で
あ
り
、
男
が
歩
き
続
け
る
の
は
そ
れ
か
ら
逃

れ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
「
足
よ
り
松
よ
り
腹
の
中
が
一
番
苦
し
い
」
の
は
、

男
が
未
来
を
持
て
な
い
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
と
未
来
の
は
ざ
ま
と
し
て
あ
る
は
ず
の
自

身
の
〈
現
在
〉
の
位
置
ど
り
に
「
一
向
要
領
を
得
な
い
」
ま
ま
、
男
は
「
只
歩
く
」
し
か
な
い
。

男
は
、
未
来
を
見
い
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
自
分
の
「
過
去
」
を
検
証
し
よ
う
と
す
る

◆
』

の
で
も
な
い
。
「
ど
こ
迄
も
半
陰
半
晴
の
姿
で
、
ど
こ
迄
も
片
付
か
ぬ
不
安
が
立
て
軍
め
て
居

顔
の
先
一
間
四
方
が
ぼ
う
と
し
て
何
だ
か
焼
き
損
な
っ
た
写
真
の
様
に
曇
っ
て
ゐ
る
。
し

あ
て

か
も
此
の
曇
っ
た
も
の
が
、
い
つ
晴
れ
る
と
云
ふ
的
も
な
く
、
只
漠
然
と
際
限
も
な
く
行

手
に
広
が
っ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
歩
く
の
は
居
た
私
ま
れ
な
い
か
ら
歩
く
の
で
、
此
の
ぼ

ん
や
り
し
た
前
途
を
抜
出
す
為
に
歩
く
の
で
は
な
い
。
抜
け
出
さ
う
と
し
た
っ
て
抜
け
出

せ
な
い
の
は
知
れ
切
っ
て
ゐ
る
。

一
旦
飛
び
出
し
た
か
ら
は
、
も
う
ど
う
あ
っ
て
も
家
へ
戻
る
了
簡
は
な
い
。
東
京
に
さ
へ

居
り
切
れ
な
い
身
体
だ
。
た
と
ひ
田
舎
で
も
落
ち
付
く
気
は
な
い
。
休
む
と
後
か
ら
追
っ

掛
け
ら
れ
る
。
昨
日
迄
の
い
さ
く
さ
が
頭
の
中
を
切
っ
て
廻
つ
た
日
に
は
ど
ん
な
田
舎
だ

っ
て
遣
り
切
れ
な
い
。
だ
か
ら
只
歩
く
の
で
あ
る
。

る
」
彼
の
〈
現
在
〉
を
た
だ
さ
ま
よ
い
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
『
坑
夫
』
を
貫
い

て
い
る
「
中
を
行
く
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
暗
い
所
」
「
人
の
居
な
い
所
」
と
い
っ
た
言

め
あ
て

葉
が
多
用
さ
れ
、
そ
こ
が
彼
の
と
り
あ
え
ず
の
「
目
的
」
の
場
所
と
し
て
選
ば
れ
て
は
い
る
。

し
か
し
、
男
の
本
当
の
目
的
は
「
生
涯
片
付
か
な
い
不
安
の
中
を
」
片
付
か
な
い
ま
ま
「
歩
い

て
行
く
」
こ
と
、
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
こ
の
「
中
を
行
く
」
と
い
う
問
題
が
、
『
坑
夫
』
を
貫
い
て
い
る
こ
と
を
見
て
取

れ
ば
、
た
と
え
ば
男
が
鉱
山
へ
向
か
う
汽
車
の
中
で
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
「
亭
主
と
泥
棒
」

の
話
（
強
盗
に
入
っ
た
泥
棒
が
そ
の
家
の
主
人
か
ら
贋
金
を
つ
か
ま
さ
れ
、
そ
の
主
人
を
贋
金

ど
つ
ち

使
い
と
し
て
振
れ
て
歩
く
と
い
う
話
○
こ
の
二
人
の
「
何
方
が
罪
が
重
い
」
か
が
問
わ
れ
る
所

で
会
話
は
途
切
れ
て
い
る
。
）
が
、
前
後
の
脈
絡
な
し
に
出
て
く
る
こ
と
、
ま
た
す
ぐ
そ
の
後

に
「
睡
眠
」
が
話
題
に
な
る
こ
と
な
ど
も
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
計
算
さ
れ
選

ば
れ
て
そ
こ
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
「
片
付
か
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、

「
中
を
行
く
」
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
睡
眠
」
は
、
「
生
き
戻
り
損
な
う
危
険
も
伴
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
」
「
自
滅
の
一
着
と
し
て
、

た
倉
も
の

生
き
な
が
ら
坑
夫
に
な
る
も
の
に
取
っ
て
は
、
至
大
な
る
自
然
の
賓
で
あ
る
。
其
の
自
然
の
妾

が
偶
然
に
も
今
自
分
の
頭
に
落
ち
て
来
た
」
。
男
は
「
生
き
て
ゐ
る
以
上
は
是
非
共
其
の
経
過

を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
を
、
丸
渡
し
に
」
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
先
づ
凡
人
は
死

ぬ
代
り
に
睡
眠
で
間
に
合
せ
て
置
く
方
が
軽
便
で
あ
る
」
。
し
か
し
「
正
直
に
理
想
を
云
ふ
と
、

死
ん
だ
り
生
き
た
り
互
違
に
す
る
の
が
一
番
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

は
っ
き
り

汽
車
を
降
り
、
「
大
き
な
宿
の
」
「
心
持
の
判
然
す
る
程
真
直
」
な
「
広
い
往
還
の
真
中
に

し
ゆ
く
は
づ
れ
み
お
ろ

立
っ
て
遥
か
向
ふ
の
宿
外
を
見
下
し
た
」
と
き
の
男
の
二
種
妙
な
心
持
」
に
つ
い
て
も
、
「
実

世
界
の
事
実
」
と
「
夢
」
の
「
合
の
子
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
。
「
魂
が
寝
返
り
を
打
た
な
い
さ
き
、
景
色
が
如
何
に
も
明
瞭
で
あ
る
な
と
心
附
い
た
あ

と
、
‐
ｌ
其
の
際
ど
い
中
間
に
起
っ
た
」
。
「
明
ら
か
な
外
界
を
明
ら
か
な
り
と
感
受
す
る
程

の
能
力
は
持
ち
な
が
ら
、
是
れ
は
実
感
で
あ
る
と
自
覚
す
る
程
作
用
が
鋭
く
な
か
っ
た
為
員
事

実
に
等
し
い
明
ら
か
な
夢
と
見
た
」
。
現
実
だ
と
確
か
め
る
こ
と
は
出
来
る
。
「
出
来
る
と
云

ふ
事
は
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
ゐ
な
が
ら
も
、
出
来
る
と
云
ふ
観
念
を
全
く
遺
失
し
て
、
単
に
切
実

な
る
感
能
の
印
象
丈
を
眸
の
な
か
に
う
け
な
が
ら
立
っ
て
ゐ
た
」
。
こ
こ
で
は
〈
低
個
趣
味
〉

が
は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
心
持
」
は
、
一
個
の
事
件
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ

の
真
相
を
明
ら
か
に
す
べ
く
「
魂
」
「
自
覚
」
「
観
念
」
と
視
点
を
移
し
な
が
ら
何
度
も
言
い

換
え
ら
れ
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
低
個
」
は
、
や
は
り
「
中
を
行
く
」
も
の
を

対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

－2－
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あ
ば
ら
や
ゆ
う
べ

山
中
の
「
破
屋
」
の
場
面
で
は
、
男
は
「
昨
夜
と
今
日
の
間
に
厚
い
仕
切
り
が
出
来
て
、
裁

然
と
区
別
が
つ
い
た
様
」
に
思
え
、
「
か
う
心
に
連
続
が
な
く
な
っ
て
は
不
思
議
な
位
自
分
で

自
分
が
当
に
な
ら
な
く
な
る
。
要
す
る
に
人
世
は
夢
の
様
な
も
ん
だ
」
と
考
え
る
。
こ
こ
で
も

「
睡
眠
」
が
彼
に
不
連
続
感
を
も
た
ら
す
の
だ
が
、
こ
の
意
識
の
不
連
続
は
「
中
を
行
く
」
問

題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
先
の
「
睡
眠
」
の
話
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
し
て
「
自
覚

が
あ
っ
て
死
ん
で
た
ら
こ
ん
な
だ
ら
う
。
生
き
て
る
け
れ
ど
も
動
く
気
に
な
ら
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
こ
で
の
男
の
心
情
に
今
ま
た
注
意
す
れ
ば
、
男
が
意
識
の
不
連
続
の
状
態
を
一
種
の
理

想
郷
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
潔
で
き
る
。
「
夢
」
と
「
現
実
」
と
を
区
別
し
、
「
夢
」
の
中
に

住
ん
で
い
た
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
坑
夫
』
で
は
、
「
現
実
」
と
「
夢
」
と
が
、
い
わ
ば

同
じ
位
相
（
片
付
く
）
に
あ
り
、
こ
の
一
つ
の
位
相
に
対
し
て
、
「
中
を
行
く
」
（
片
付
か
な

い
）
と
い
う
も
う
一
つ
の
位
相
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
山
の
中
の
山
を
越
え
て
、
雲
の
中
の
雲
を
通
り
抜
け
て
」
男
が
い
よ
い
よ
鉱
山
の
あ
る
町

に
蒲
い
た
と
き
に
も
、
そ
の
目
の
前
に
現
れ
た
銀
行
、
郵
便
局
、
料
理
屋
と
「
凡
て
が
苔
の
生

え
な
い
、
新
し
づ
く
め
」
の
町
を
、
む
し
ろ
「
全
く
夢
の
様
な
気
持
で
」
眺
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
て
彼
は
「
何
だ
か
又
現
実
世
界
に
引
き
摺
り
込
ま
れ
る
様
な
気
が
し
て
、
少
し
く
失
望

し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
夢
」
と
「
現
実
」
の
逆
立
の
表
現
で
は
な
い
。
彼
は
こ
こ
で
も

「
中
を
行
く
」
世
界
に
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
世
界
に
留
ま
り
た
い
と
い
う
願
望
を
素
直
に
表

明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
見
て
く
れ
ば
、
坑
夫
体
験
の
中
心
舞
台
と
な
る
鉱
山
の
い
わ
ゆ
る
「
シ
キ
」

の
中
で
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
も
、
ま
た
お
お
よ
そ
の
見

当
は
つ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
中
を
行
く
」
問
題
に
す
べ
て
を
還
元
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の

目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
坑
夫
』
に
お
け
る
「
中
を
行
く
」
と
い
う
問
題
を
一
般
化
し
て
し

ま
い
、
そ
の
固
有
性
を
見
失
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
中
を
行
く
」
と
い
う
問
題
が
、
『
坑
夫
』

に
お
け
る
い
わ
ば
縦
糸
だ
と
す
る
と
、
そ
の
横
糸
と
し
て
編
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
、
「
自
殺
」

と
「
過
去
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
の
問
わ
れ
方
が
、
『
坑
夫
』
と
い
う
作
品
を

ど
の
よ
う
な
模
様
に
編
み
上
げ
る
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
考
察
し
て
み
た
い
。

「
自
殺
」
に
つ
い
て
は
、
『
坑
夫
』
の
冒
頭
近
く
、
次
の
よ
う
な
形
で
早
く
も
言
及
さ
れ
て

い
る
。

二
自
己
の
内
な
る
他
者
（
〈
無
意
識
〉
と
〈
肉
体
》
の
発
見

語
り
手
は
、
十
九
歳
の
当
時
の
自
分
の
行
為
が
、
一
方
で
「
自
殺
」
の
も
く
ろ
み
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
「
自
殺
」
は
、
〈
生
〉
か
ら
〈
死
〉
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
る
。

「
中
を
行
く
男
」
が
、
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
「
中
を
行
く
男
」
で
も
あ
る
以
上
、
片
付
か
な
い

い
つ
そ

こ
と
に
耐
え
か
ね
て
二
層
の
事
」
を
望
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
、
片
付
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

〈
死
〉
は
出
来
る
だ
け
「
遠
方
」
に
引
き
延
ば
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
青
年
は
〈
生
〉
と
〈
死
〉

の
間
の
行
き
つ
戻
り
つ
を
、
振
り
子
の
よ
う
に
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
暗
く
な

っ
た
所
を
又
暗
い
方
へ
と
踏
み
出
し
て
行
っ
た
ら
、
遠
か
ら
ず
世
界
が
闇
に
な
っ
て
、
自
分
の

か
ら
薦

眼
で
自
分
の
身
体
が
見
え
な
く
な
る
だ
ら
う
。
さ
う
な
れ
ば
気
楽
な
も
の
だ
」
。
し
か
し
青
年

ｏ
と
あ
し
の

は
、
一
旦
通
り
過
ぎ
た
は
ず
の
「
茶
店
の
方
へ
逆
戻
り
」
す
る
。
「
暗
い
所
か
ら
一
歩
立
ち
退
」

く
と
い
う
こ
の
行
為
が
、
〈
生
〉
と
〈
死
〉
の
間
で
演
じ
る
こ
と
に
な
る
以
後
の
青
年
の
振
る

舞
い
を
暗
示
し
て
い
る
。

〈
生
〉
か
ら
〈
死
〉
へ
と
向
か
っ
て
い
く
は
ず
の
も
の
が
、
再
び
〈
生
〉
へ
と
足
を
向
け
る

こ
と
に
な
る
「
矛
盾
」
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
「
性
格
な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
」

「
本
当
の
人
間
は
妙
に
纏
め
に
く
い
も
の
だ
」
と
、
そ
の
「
無
性
格
論
」
を
披
露
す
る
。
だ
が

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
「
無
性
格
論
」
が
、
自
己
の
内
な
る
他
者
の
発
見
を

含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
無
性
格
論
」
は
、
彼
の
「
宿
命
諸
」
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
は
、
語
り
手

は
（
初
め
て
入
っ
た
「
シ
キ
」
の
中
で
、
案
内
の
初
さ
ん
に
「
ま
だ
下
り
ら
れ
る
か
」
と
聞
か

れ
て
「
下
り
ま
せ
う
」
と
答
え
る
ま
で
の
心
理
を
説
明
す
る
箇
所
に
お
い
て
）
、
次
の
よ
う
に

そ
の
由
来
を
説
い
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

今
考
へ
る
と
馬
鹿
々
々
し
い
が
、
あ
る
場
合
に
な
る
と
吾
々
は
死
を
目
的
に
し
て
進
む
の

せ
め

を
貴
て
も
の
慰
籍
と
心
得
る
様
に
な
っ
て
来
る
。
但
し
目
指
す
死
は
必
ず
遠
方
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
も
事
実
だ
ら
う
と
思
ふ
。

か
う
云
ふ
時
の
出
処
進
退
は
、
全
く
相
手
の
思
は
く
一
つ
で
極
る
。
如
何
な
馬
鹿
で
も
、

如
何
な
利
口
で
も
同
じ
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
胸
に
相
談
す
る
よ
り
も
、
初
さ
ん
の

顔
色
で
判
断
す
る
方
が
早
く
片
が
附
く
。
つ
ま
り
自
分
の
性
格
よ
り
も
周
囲
の
事
情
が
運

命
を
決
す
る
場
合
で
あ
る
。
性
格
が
水
準
以
下
に
下
落
す
る
場
合
で
あ
る
。
平
生
築
き
上

げ
た
と
自
信
し
て
ゐ
る
性
格
が
、
滅
茶
苦
茶
に
崩
れ
る
場
合
の
う
ち
で
尤
も
顕
著
な
る
例

で
あ
る
。
１
１
自
分
の
無
性
格
證
は
此
処
か
ら
も
出
て
ゐ
る
。
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で
は
「
死
ぬ
ぞ
．
…
」
は
誰
が
言
っ
た
の
か
。
「
神
は
大
嫌
だ
」
と
い
う
語
り
手
は
、
ま
た

そ
れ
を
「
自
分
の
影
身
に
附
き
添
っ
て
ゐ
る
」
人
々
（
た
と
え
ば
「
恋
人
」
）
の
「
魂
」
だ
と

す
る
こ
と
も
潔
し
と
は
せ
ず
、
「
本
能
に
支
配
さ
れ
」
た
も
の
、
「
矢
つ
張
り
自
分
が
自
分
の

心
に
、
あ
わ
て
私
思
ひ
浮
か
べ
た
迄
で
あ
ら
う
」
と
結
講
す
る
。
自
分
自
身
が
「
全
く
離
れ
て

ゐ
る
。
そ
れ
で
全
く
続
い
て
ゐ
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
分
の
中
に
も
う
一
人
の
自
分
、
す
な

わ
ち
他
者
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
気
を
附
け
べ
き
事
と
思
ふ
」
。
こ
こ
に
は
、
自

己
の
内
部
に
意
識
の
連
続
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
う
一
人
の
人
間
が
い
る
こ
と
の
発
見
が
あ

る
。
（
こ
の
他
者
は
、
ま
た
別
の
側
面
か
ら
「
潜
伏
者
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
潜

伏
者
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
語
り
手
の
「
過
去
」
の
問
題
と
絡
め
て
問
う
こ
と
に
し
た
い
。
）

こ
の
他
者
の
発
見
が
、
彼
の
「
無
性
格
論
」
な
り
「
宿
命
讃
」
な
り
の
母
体
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
て
青
年
は
、
自
己
の
内
な
る
他
者
に
裏
切
ら
れ
、
「
自
殺
」
あ
る
い
は
「
自
滅
」
と

「
自
分
の
性
格
」
で
は
な
く
、
「
周
囲
の
事
情
が
運
命
を
決
す
る
」
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
い

う
「
場
合
」
を
実
際
に
数
多
く
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
語
り
手
は
、
「
近
頃
で
は
宿
命
論
者

の
立
脚
地
か
ら
人
と
交
際
を
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
が
「
運
命
」

の
鍵
は
「
自
分
」
で
は
な
く
、
「
周
囲
の
事
情
」
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
周
囲
」

の
う
ち
に
は
、
も
う
一
人
の
「
自
分
」
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

坑
道
の
「
ど
ん
底
」
の
八
番
坑
で
、
一
人
取
り
残
さ
れ
た
青
年
は
、
疲
労
の
た
め
に
意
識
が

次
第
に
希
薄
に
な
っ
て
い
く
「
嬉
し
さ
を
自
覚
し
て
ゐ
た
」
。
「
駆
落
が
自
滅
の
第
一
着
な
ら
、

此
の
境
界
は
」
「
終
局
地
を
去
る
事
遠
か
ら
ざ
る
停
車
場
で
あ
る
」
。
し
か
し
青
年
の
意
識
が

「
愈
零
に
近
く
な
っ
た
時
」
、
突
然
そ
の
連
続
性
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ

眼
を
開
け
た
時
に
、
眼
を
開
け
な
い
前
の
事
を
思
ふ
と
、
「
死
ぬ
ぞ
、
死
ん
ぢ
や
大
変
だ
」

迄
が
順
々
に
つ
な
が
っ
て
来
て
、
そ
こ
で
、
ぷ
つ
り
と
切
れ
て
ゐ
る
。
切
れ
た
次
ぎ
は
、

す
ぐ
眼
を
開
い
た
所
作
に
な
る
。
つ
ま
り
「
死
ぬ
ぞ
」
で
命
の
方
向
転
換
を
や
っ
て
、
や

っ
て
か
ら
の
第
一
所
作
が
眼
を
開
い
た
訳
に
な
る
か
ら
、
二
つ
の
も
の
は
全
く
離
れ
て
ゐ

皮
睡
り

る
。
そ
れ
で
全
く
続
い
て
ゐ
る
。
続
い
て
ゐ
る
証
拠
に
は
、
眼
を
開
い
て
、
身
の
周
囲
を

見
た
時
に
、
「
死
ぬ
ぞ
…
・
」
と
云
ふ
声
が
、
ま
だ
耳
に
残
っ
て
ゐ
た
。
慥
か
に
残
っ
て

ゐ
た
。
自
分
は
声
だ
の
耳
だ
の
と
云
ふ
字
を
使
ふ
が
、
外
に
は
形
容
し
や
う
が
な
い
か
ら

ど
こ
ろ

で
あ
る
。
形
容
所
で
は
な
い
、
実
際
に
「
死
ぬ
ぞ
…
・
」
と
注
意
し
て
呉
れ
た
人
間
が
あ

っ
た
と
し
き
や
受
け
取
れ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
人
間
は
無
講
ゐ
る
筈
は
な
し
。

し
か
し
、
診
察
場
の
「
臭
い
迄
が
夢
の
様
な
不
思
議
に
」
な
り
、
「
本
人
か
ら
し
て
が
、
何

物
だ
か
殆
ど
要
領
を
得
な
い
。
本
人
以
外
の
世
界
は
明
瞭
に
見
え
る
丈
で
、
ど
ん
な
意
味
の
あ

る
世
界
か
薩
張
り
見
当
が
つ
か
な
」
く
な
り
は
し
て
も
、
青
年
の
思
い
描
く
「
運
命
」
は
、
彼

自
身
の
肉
体
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
。
医
者
の
診
断
は
「
気
管
支
炎
」
で
あ
る
。
し
か
し
『
肺
病

の
下
地
」
で
あ
る
は
ず
の
青
年
の
肉
体
は
、
彼
の
幾
分
か
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
〈
死
〉
の
空
想

を
許
さ
な
い
。
現
実
の
〈
死
〉
を
青
年
と
背
餉
合
わ
せ
の
も
の
に
す
る
と
同
時
に
彼
か
ら
無
限

に
引
き
離
し
も
す
る
の
で
あ
る
。
〈
死
〉
は
、
本
人
の
意
志
や
意
識
と
は
無
縁
の
位
相
に
あ
る
。

肉
体
が
そ
れ
を
教
え
る
。
肉
体
も
ま
た
、
自
己
と
「
全
く
離
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
全
く
続
い
て

ゐ
る
」
他
者
な
の
で
あ
る
。

「
中
を
行
く
」
は
ず
の
男
が
「
自
殺
」
な
ど
で
き
な
い
こ
と
は
知
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
中

を
行
く
男
」
は
、
「
人
の
居
な
い
所
」
へ
と
歩
を
進
め
な
が
ら
、
「
自
殺
」
と
い
う
秘
め
ら
れ

た
自
己
の
欲
望
を
横
切
る
こ
と
で
、
自
己
の
内
な
る
他
者
と
し
て
の
〈
無
意
識
〉
や
〈
肉
体
〉

を
見
い
出
す
こ
と
に
な
る
。
「
暗
い
所
」
だ
か
ら
こ
そ
見
え
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
坑
夫
と
聞
い
た
時
何
と
な
く
嬉
し
い
心
持
が
」
し
、
「
尤
も
死
に
近
い
状
態
で
作
業
が

そ
し
へ

出
来
」
る
こ
と
を
「
当
初
の
目
的
に
も
叶
ふ
」
と
考
え
て
い
た
青
年
と
、
「
難
有
い
誌
を
垂
れ
、

尊
と
い
涙
を
流
し
た
」
相
手
の
安
さ
ん
も
「
矢
つ
張
り
仕
舞
に
は
金
さ
ん
の
様
に
」
「
死
ぬ
だ

ら
う
」
と
考
え
な
が
ら
「
涙
も
、
傭
も
」
「
未
練
も
、
心
残
り
も
な
か
っ
た
」
青
年
と
の
間
に

は
、
〈
死
〉
に
対
す
る
認
識
の
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
た
し
か
に
「
坑
夫
」

以
前
の
青
年
の
認
識
と
、
「
死
は
必
ず
遠
方
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
も
事
実
だ
」
と
指
摘
し
、

安
さ
ん
と
の
出
会
い
を
「
全
く
の
小
説
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
語
り
手
の
認
識
と
の
差
も
は
っ

い
う
秘
か
な
欲
望
を
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
青
年
の
「
運
命
を
決
す

る
」
「
周
囲
の
事
情
」
に
、
彼
自
身
の
肉
体
も
ま
た
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
「
健
康
の
証
明
書
」
を
も
ら
う
た
め
に
「
診
察
場
」
に
向
か
う
場
面
で
あ
る
。

自
分
も
、
も
う
や
が
て
死
ぬ
ん
だ
な
と
思
ひ
出
し
た
。
死
ん
で
此
処
の
土
に
な
っ
た
ら
不

思
議
な
も
の
だ
。
か
う
云
ふ
の
を
運
命
と
い
ふ
ん
だ
ら
う
。
運
命
の
二
字
は
昔
か
ら
知
っ

て
た
が
、
た
晋
字
を
知
っ
て
る
丈
で
意
味
は
分
ら
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
人
間

の
一
大
事
た
る
死
と
云
ふ
実
際
と
、
人
間
の
獣
類
た
る
坑
夫
の
住
ん
で
ゐ
る
シ
キ
と
を
結

び
附
け
て
、
二
三
日
前
迄
不
足
な
く
生
ひ
立
っ
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
突
然
宙
に
釣
る
し
て
、

此
の
二
つ
の
間
に
置
い
た
と
す
る
と
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
始
め
て
成
程
と
首
肯
す
る
。
運
命

は
不
可
思
議
な
魔
力
で
可
憐
な
青
年
を
弄
ぶ
も
ん
だ
と
云
ふ
事
が
分
る
。
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き
り
し
て
い
る
夙
路

し
か
し
、
た
っ
た
二
三
日
の
出
来
事
で
あ
る
こ
の
坑
夫
体
験
の
間
に
、
あ
る
い
は
そ
の
後
に
、

当
時
の
青
年
が
得
た
認
識
と
、
語
り
手
が
今
抱
え
て
い
る
認
識
と
の
間
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違

い
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
⑨
毛
「
自
殺
」
や
〈
死
〉
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
特
に
そ
れ

が
い
え
る
。
「
運
命
が
何
と
か
始
末
を
つ
け
て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
死
ん
で
も
い
魁
、
生
き
て
も

た
８
唾
ど

い
槌
。
華
厳
の
擬
杯
へ
行
く
の
は
面
倒
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
当
時
の
青
年
で
あ
る
。
語
り

手
を
待
た
ず
と
も
、
青
年
は
す
で
に
「
宿
命
鎗
者
」
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
語
り
手
が

十
分
に
長
い
時
間
を
経
た
今
、
あ
ら
た
め
て
過
去
を
回
想
し
叙
述
す
る
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

語
り
手
は
「
正
体
の
知
れ
な
い
」
自
己
を
真
に
今
〈
現
在
〉
生
き
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
は
「
無
性
格
請
」
や
「
宿
命
論
」
を
口
に
し
な
が
ら
、
し
た
が
っ
て
〈
無
意

識
〉
や
〈
肉
体
〉
と
い
っ
た
自
己
の
内
な
る
他
者
の
存
在
に
気
付
い
て
い
な
が
ら
、
叙
述
に
お

い
て
は
そ
の
発
見
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
発
展
展
開
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
と
関
連
し

て
い
る
。
語
り
手
は
本
当
に
《
真
に
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
し
た
》
⑨
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下

で
は
、
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
「
過
去
」
を
取
り
扱
い
、
ど
の

よ
う
に
彼
の
〈
現
在
〉
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
、
や
は
り
「
中
を
行
く
」
問
題
を
軸

に
し
つ
つ
見
て
い
き
た
い
。

『
坑
夫
』
の
語
り
手
に
関
し
て
、
森
田
草
平
氏
は
、
《
主
人
公
み
ず
か
ら
過
去
の
閲
歴
を
語

る
体
に
な
っ
て
い
る
が
い
つ
こ
う
自
分
で
自
分
の
経
験
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
主
人
公
の
行
動
と
語
る
人
の
気
持
ち
と
が
か
け
離
れ
て
い
る
》
。
《
語
る
者
と
語
ら
れ
る

者
と
は
、
な
に
か
そ
の
間
に
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
必
ず
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
は
ず
》
な
の
に

《
『
坑
夫
』
の
語
り
手
に
は
少
し
も
そ
れ
が
な
い
》
と
し
て
、
次
の
点
を
批
判
し
て
い
る
。

一
、
あ
れ
だ
け
の
苦
楚
を
嘗
め
て
き
た
人
に
し
て
は
じ
め
て
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
ん

だ
と
思
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
な
い
。

二
、
言
う
こ
と
が
す
べ
て
学
究
的
で
あ
る
。

三
、
一
度
は
坑
夫
に
ま
で
な
り
さ
が
っ
た
人
間
と
し
て
、
い
ま
は
何
を
し
て
い
る
ん
だ
か
さ
っ

ぱ
り
見
当
が
つ
か
な
い
。

そ
し
て
、
要
す
る
に
『
坑
夫
』
の
語
り
手
は
「
作
者
自
身
」
、
つ
ま
り
は
漱
石
そ
の
人
と
し

か
思
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
⑩
毛
森
田
氏
の
指
摘
は
、
『
坑
夫
』
に
お
け
る
語
り
手
の
問
題

三
「
中
を
行
く
」
語
り
手
の
位
置

に
つ
い
て
、
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

た
と
え
ば
作
者
自
身
は
、
主
人
公
と
語
り
手
と
の
距
離
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
距
雄
が
も

た
ら
す
功
罪
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
ら
れ
る
主
人
公
と
語
り
手
と
の
違
い
は
、
十
分
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
後
の
「
時
間
」
で
あ

る
。
「
時
間
」
は
、
語
り
手
の
語
り
に
「
遠
い
感
じ
」
と
「
公
平
」
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
が
、
「
遠
い
感
じ
」
の
現
実
性
（
臨
場
感
）
の
欠
如
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
が
、
〈
非
人
情
〉

的
視
点
か
ら
む
し
ろ
プ
ラ
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
公
平
」
さ
が
、
客
観
性

を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

語
り
の
現
実
性
（
臨
場
感
）
を
高
め
る
と
い
う
意
味
で
は
、
語
ら
れ
る
人
と
語
る
人
が
同
一

で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
本
人
」
が
自
己
を
語
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
〈
現
在
〉
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
語
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し
か
し
『
坑
夫
』
で
は
、
語
り
手
自
身
「
俗
人
は

其
の
時
其
の
場
合
に
書
い
た
経
験
が
一
番
正
し
い
と
思
ふ
が
、
大
間
違
で
あ
る
。
刻
下
の
事
情

と
云
ふ
も
の
は
、
転
瞬
の
客
気
に
駆
ら
れ
て
、
飛
ん
で
も
な
い
誤
謬
を
伝
へ
勝
ち
の
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
正
し
さ
〉
を
優
先
す
る
観
点
か
ら
〈
現
在
〉
を
語
る
こ
と
は

退
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
そ
れ
ほ
ど
語
り
の
客
観
性
あ
る
い
は
〈
正
し
さ
〉
を
重
視
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
語
ら
れ
る
人
と
語
る
人
と
を
い
っ
そ
「
別
人
」
に
す
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

や
は
り
「
本
人
」
が
そ
の
語
り
手
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
『
坑
夫
』
が
扱
う
〈
人
間
の
（
心
の
）
変
化
〉
と
い
う
問
題
と
関

わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
鑿
化
」
が
、
外
部
か
ら
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
〈
意
識
の
流
れ
〉

あ
れ
に
出
て
る
坑
夫
は
、
無
論
私
が
好
い
加
減
に
作
っ
た
想
像
の
も
の
で
あ
る
。
坑
夫

の
年
齢
は
十
九
歳
だ
が
、
十
九
の
人
と
し
ち
ゃ
受
取
れ
ぬ
事
が
書
い
て
あ
る
。
だ
か
ら
現

実
の
事
件
は
済
ん
で
、
そ
れ
を
後
か
ら
回
顧
し
、
何
年
か
前
の
こ
と
を
記
憶
し
て
香
い
て

る
体
と
な
っ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
ま
ア
昔
話
と
云
っ
た
香
方
だ
か
ら
、
其
時
其
人
が
書
い
た

や
う
に
叙
述
す
る
よ
り
も
、
ど
う
し
て
も
感
じ
が
乗
ら
ぬ
わ
け
だ
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
文
学
の
価
値
は
下
る
。
其
代
り
（
自
分
を
弁
護
す
る
ん
ぢ
や
な
い
が
…
．
：
）
昔
の
事
を

回
顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
。
そ
れ
か
ら
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。
良
い
所

も
悪
い
所
も
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
。
一
方
ぢ
や
熱
が
醒
め
て
る
代
り
に
、

一
方
ぢ
や
、
さ
あ
何
と
云
っ
て
好
い
か
ｌ
遠
い
感
じ
が
あ
る
。
当
り
が
遠
い
。
所
謂
セ

ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
の
烈
し
い
角
を
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
併
し
あ
る
人
々
に
は
気

に
入
ら
ん
だ
ら
う
。

（
司
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
）
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の
上
で
問
わ
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
だ
と
す
れ
ば
語
り
手
と
し
て
「
本
人
」
以
上
の
適
格
者
は

他
に
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
本
人
」
に
よ
る
叙
述
を
よ
り
〈
正
し
い
〉

も
の
と
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
「
時
間
」
が
付
加
さ
れ
る
。
「
時
間
」
が
語
り
手
を
「
別

人
」
に
近
づ
け
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
本
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
別
人
」
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
が
『
坑
夫
』
の
語
り
手
に
課
せ

ら
れ
た
条
件
で
あ
る
。
「
時
間
」
は
、
語
り
手
の
存
在
条
件
と
し
て
『
坑
夫
』
に
持
ち
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
が
語
ら
れ
る
人
「
本
人
」
で
あ
る
こ
と
と
「
別
人
」

で
あ
る
こ
と
と
の
「
中
を
行
く
男
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
中
を
行
く
男
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
中
を
行
く
男
」
が
そ
の
両
端
の
一
方
に
片
寄
れ
ば
、
「
変
化
」

を
正
し
く
問
え
な
く
な
り
、
も
う
一
方
に
よ
り
近
寄
れ
ば
、
「
作
者
」
と
い
う
「
別
人
」
が
顔

を
出
す
こ
と
に
も
な
る
。
「
中
を
行
く
男
」
自
身
が
「
中
を
行
く
」
問
題
を
扱
う
こ
と
、
ま
た

「
変
化
」
を
今
生
き
つ
つ
あ
る
男
が
「
変
化
」
を
問
う
こ
と
、
『
坑
夫
』
の
試
み
の
困
難
さ
は

こ
こ
に
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
『
坑
夫
』
の
魅
力
の
源
泉
が
、
語
り
手
と
そ
の
語
り
口
に
あ
る
の
も
ま
た
事

実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
小
宮
豊
隆
氏
は
《
人
間
は
刻
刻
に
流
動
し
て
止
ま
な
い
、
生
き
も
の
で

あ
る
。
生
き
て
流
動
す
る
以
上
、
矛
盾
も
あ
れ
ば
撞
着
も
あ
る
》
《
従
っ
て
生
き
た
人
間
を
、

最
も
自
然
に
描
き
出
さ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
は
所
謂
「
無
性
格
」
に
描
き
出
さ
れ
る

よ
り
外
に
途
が
な
い
》
と
語
り
手
の
「
無
性
格
論
」
を
擁
護
す
る
⑪
の
だ
が
、
『
坑
夫
』
に
お

い
て
最
も
「
生
き
た
人
間
」
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
語
り
手
の
描
き
出
す
青
年
で
は
な
く
、
む

し
ろ
語
り
手
自
身
な
の
で
あ
り
、
「
最
も
自
然
に
描
き
出
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
の
語
り
そ

の
も
の
な
の
で
あ
る
。

文
末
を
「
た
」
で
く
く
る
の
を
基
本
に
し
つ
つ
、
し
か
し
「
作
者
」
の
「
作
意
」
を
典
切
る

か
の
よ
う
に
、
随
所
に
現
在
形
（
文
末
「
る
」
）
を
実
況
中
継
的
に
取
り
入
れ
る
。
加
え
て
語

り
手
は
、
意
識
的
に
過
去
の
時
間
と
現
在
の
時
間
を
混
同
さ
せ
、
臨
場
感
を
高
め
て
も
い
る
⑫
○

自
然
描
写
な
ど
、
文
が
長
く
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
例
外
的
で
、
一
般
に
一
文
は
短
い
。
独
白

よ
り
は
対
話
に
近
い
テ
ム
ポ
で
刻
ま
れ
た
短
い
文
の
重
ね
合
わ
せ
か
ら
、
一
種
の
軽
み
を
帯
び

た
独
特
の
リ
ズ
ム
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
森
田
氏
が
批
判
の
第
一
の
点
と
し
て
あ
げ
て
い

た
問
題
の
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
文
体
の
持
つ
一
種
の
〈
軽
さ
〉
が
、
「
昔
」
の
青
年
の
未
熟

を
伝
え
る
の
に
は
適
し
て
い
て
も
、
「
今
」
現
在
の
語
り
手
の
成
熟
の
証
と
し
て
は
、
む
し
ろ

を
伝
え
る
の
に
は
適
し
て
い
て
も
、
「
今
」
現
在
（

反
証
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
あ
る
。

『
坑
夫
』
の
語
り
手
は
、
人
間
は
変
わ
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
森
田
氏
が
批
判
の
第
三

の
点
と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
自
分
の
「
今
」
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
そ
れ
で

い
て
そ
の
人
間
の
変
化
を
示
す
た
め
に
は
、
奪
化
の
結
果
を
語
り
そ
の
も
の
の
内
に
込
め
て
表

現
す
る
他
に
な
い
。
そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
語
り
は
〈
軽
さ
〉
を
印
象
づ
け
て
し
ま
う

た
め
に
「
昔
」
と
「
今
」
と
で
彼
の
性
格
は
不
変
と
な
る
。
森
田
氏
の
い
う
二
脈
相
通
ず
る

も
の
」
が
こ
れ
で
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
だ
と
す
れ
ば
問
題
の
解
決
に
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
も
ま

た
「
本
人
」
と
「
別
人
」
の
「
中
を
行
く
」
べ
き
語
り
手
が
、
「
別
人
」
の
方
に
片
寄
り
す
ぎ

た
た
め
の
弊
害
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
語
り
手
の
〈
軽
さ
〉
に
は
、
そ
の

設
定
上
の
「
中
を
行
く
」
条
件
と
は
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
、
よ
り
本
質
的
な
原
因
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
「
過
去
」
の
取
り
扱
い
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ゆ
Ｇ

「
此
の
鉱
山
行
だ
っ
て
、
昔
の
夢
の
今
日
だ
か
ら
、
此
の
位
人
に
解
る
様
に
書
く
事
が
出
来

る
」
。
「
其
時
の
自
分
を
今
の
眼
の
前
に
引
擦
り
出
し
て
、
根
掘
り
葉
掘
り
研
究
す
る
余
裕
が

な
け
れ
ば
、
た
と
ひ
是
程
に
だ
っ
て
到
底
書
け
る
も
の
ぢ
や
な
い
」
。
語
り
手
は
、
自
分
の
「
過

去
」
を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
〈
現
在
〉
の
「
余
裕
」
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
み
せ
る
。

そ
う
し
て
、
人
間
に
「
変
化
」
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

つ
（
》
。

「
鉱
山
行
」
の
途
中
、
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
赤
毛
布
や
小
僧
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
青

年
自
身
が
自
己
を
相
対
化
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
語
り
手
は
青
年
が

一
体
人
間
は
、
自
分
を
四
角
張
っ
た
不
変
体
の
様
に
思
ひ
込
み
過
ぎ
て
困
る
様
に
思
ふ
。

（
中
略
）
’
１
自
分
の
心
の
始
終
動
い
て
ゐ
る
の
も
知
ら
ず
に
、
動
か
な
い
も
ん
だ
、
変

ら
な
い
も
ん
だ
、
変
っ
ち
ゃ
大
変
だ
、
罪
悪
だ
杯
と
く
よ
ノ
、
思
っ
て
、
年
を
取
っ
た
ら

１
１
只
学
問
を
し
て
、
月
給
を
も
ら
っ
て
、
平
和
な
家
庭
と
、
尋
常
な
友
逮
に
満
足
し
て
、

内
省
の
工
夫
を
必
要
と
感
ず
る
に
至
ら
な
か
っ
た
ら
、
又
内
省
が
出
来
る
程
の
心
機
転
換

の
活
作
用
に
見
参
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
Ｉ
ｌ
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
と
、
あ
ら
ゆ
る
窮
迫
と
、
あ

ら
ゆ
る
流
転
と
、
あ
ら
ゆ
る
漂
泊
と
、
困
懲
と
、
慎
悩
と
、
得
喪
と
、
利
害
と
よ
り
得
た

此
の
経
験
と
、
最
後
に
此
の
経
験
を
尤
も
公
明
に
解
剖
し
て
、
解
剖
し
た
る
一
々
を
、
一
々

に
批
判
し
去
る
能
力
が
な
か
っ
た
な
ら
１
１
難
有
い
事
に
自
分
は
此
の
至
大
な
る
喪
を
有

っ
て
ゐ
る
、
１
１
凡
て
是
等
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
自
分
は
こ
ん
な
思
ひ
切
っ
た
事
を
云

や
し
な
い
。

四
捨
て
ら
れ
た
「
過
去
」

－6－
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か
け
鐙
ら

二
生
の
一
大
事
の
様
に
」
「
生
死
の
分
れ
路
の
様
に
考
へ
て
ゐ
た
」
「
逃
亡
」
を
「
坊
ち
や

か
け
狩
ら

ん
と
し
て
の
駆
落
」
と
書
き
換
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、

語
り
手
は
何
か
大
切
な
「
過
去
」
を
切
り
捨
て
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

青
年
の
「
逃
亡
」
の
原
因
は
、
三
角
関
係
と
目
さ
れ
る
人
間
関
係
の
も
つ
れ
か
ら
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
。
澄
子
と
艶
子
と
い
う
「
二
人
の
少
女
」
の
間
に
立
っ
た
青
年
は
、
「
第
一
の

少
女
の
傍
に
居
た
ら
、
こ
の
先
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
、
こ
と
に
因
る
と
実
際
弁
解
の
出
来
な

し
中
つ
た
い

い
様
な
怪
し
か
ら
ん
事
が
出
来
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
へ
」
る
。
彼
が
実
際
の
人
間
関
係
か

ら
で
は
な
く
、
自
分
自
身
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
彼
が
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
中
を
行
く
男
」
で
は

い
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
「
逃
亡
」
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
坊
樫
す
る

青
年
は
、
そ
の
生
ま
れ
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
か
一
方
に
「
片
付
く
」
こ
と
を
恐
れ
る
「
逃
亡
者
」

青
年
は
、
そ
（

な
の
で
あ
る
。

「
両
立
し
な
い
感
情
が
攻
め
寄
せ
て
来
て
」
青
年
の
「
乱
れ
た
頭
は
ど
う
あ
っ
て
も
解
け
な

い
」
。青

年
は
問
題
を
現
実
的
に
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
「
内
面
」
の
問
題
と
し
て
処
理
し
よ
う

と
す
る
。
だ
が
す
ぐ
に
「
鏡
に
写
る
自
分
の
影
を
気
に
し
た
っ
て
、
ど
う
な
る
も
ん
ぢ
や
な
い
。

世
間
の
徒
と
い
ふ
鏡
が
容
易
に
動
か
せ
な
い
と
す
る
と
、
自
分
の
方
で
鏡
の
前
を
立
ち
去
る
の

が
何
よ
り
」
と
考
え
る
青
年
は
、
い
っ
た
ん
は
抱
え
込
ん
だ
「
内
面
」
を
ま
る
で
物
の
よ
う
に
、

再
び
「
外
」
に
放
り
出
す
か
に
見
え
る
。
自
分
自
身
の
「
過
去
」
も
ま
た
一
つ
の
「
鏡
」
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
前
か
ら
立
ち
去
ろ
う
に
も
立
ち
去
れ
な
い
「
鏡
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
十

分
意
識
的
と
は
い
え
な
い
青
年
が
、
「
自
殺
す
る
よ
り
外
に
致
し
方
が
な
い
」
と
結
論
し
た
と

こ
ろ
で
、
そ
こ
に
ど
ん
な
重
さ
を
も
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
青
年
が
「
外
」
の
現
実
で
あ
れ
「
内

面
」
の
心
理
で
あ
れ
、
〈
現
在
〉
と
い
う
も
の
に
対
し
て
極
め
て
冷
淡
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
こ
の
姿
勢
が
語
り
手
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
自
身
の

〈
現
在
〉
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
叙
述
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

到
底
思
ふ
様
に
纏
ま
ら
な
い
と
云
ふ
一
点
張
に
落
ち
て
来
た
時
に
ｌ
や
っ
と
気
が
つ
い

く
る
し

た
。
つ
ま
り
自
分
が
苦
し
ん
で
い
る
ん
だ
か
ら
、
自
分
で
苦
み
を
留
め
る
よ
り
他
に
道
は

な
い
訳
だ
。
今
迄
は
自
分
で
苦
し
み
な
が
ら
、
自
分
以
外
の
人
を
動
か
し
て
、
ど
う
に
か

ひ
た
す
ら

あ
て

自
分
に
都
合
の
い
い
様
な
解
決
が
あ
る
だ
ら
う
と
、
只
管
に
外
の
み
を
当
に
し
て
ゐ
た
。

青
年
の
軽
薄
さ
や
短
絡
さ
は
、
そ
の
後
「
自
殺
は
い
く
ら
稽
古
し
て
も
上
手
に
な
ら
な
い
」

う
ち

「
自
殺
が
急
に
出
来
な
け
れ
ば
自
滅
す
る
」
「
生
家
に
居
て
は
自
滅
し
や
う
が
な
い
」
「
ど
う

し
て
も
逃
亡
が
必
要
」
と
次
々
に
変
心
し
て
い
く
過
程
で
も
貫
か
れ
て
お
り
、
青
年
の
性
格
の
、

あ
る
い
は
人
間
の
一
種
の
〈
軽
さ
〉
を
決
定
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
『
坑
夫
』
を
読
む
場
合
に

重
要
に
な
る
の
は
、
こ
の
〈
軽
さ
〉
が
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
乗
り
越
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
が
必
然
的
、
現
実
的
な

も
の
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
べ
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
中
を
行
く
男
」
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
〈
軽
さ
〉
に
つ
い
て
は
、
「
昔
」
を
語
る
語
り
手
と

な
っ
た
「
今
」
も
事
情
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
変
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
自
覚
に
お
い
て

で
あ
ろ
う
。
未
だ
「
片
付
か
な
い
」
男
と
し
て
の
自
覚
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
〈
軽
さ
〉
を
抱
え

な
が
ら
、
し
か
し
禁
欲
的
に
彼
は
〈
現
在
〉
を
語
ら
ず
「
過
去
」
だ
け
を
語
る
の
で
あ
る
。

追
い
か
け
て
く
る
は
ず
の
「
過
去
」
は
、
し
か
し
叙
述
さ
れ
な
い
。
語
り
手
は
「
過
去
」
を

選
択
す
る
。
『
坑
夫
』
に
は
「
過
去
」
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
当
時
の
青
年
が
い
て
、
「
過
去
」

と
向
か
い
合
お
う
と
す
る
〈
現
在
〉
の
語
り
手
が
い
る
。
『
坑
夫
』
が
問
題
に
す
る
「
過
去
」

と
は
、
青
年
を
追
い
か
け
て
く
る
三
角
関
係
が
ら
み
の
「
過
去
」
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
と
し

て
青
年
が
嘗
め
る
こ
と
に
な
る
坑
夫
体
験
と
い
う
「
過
去
」
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
過
去
」

は
単
に
別
個
の
も
の
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
全
く
種
類
の
異
な
る
「
過
去
」
で
あ
る
（
こ
の
点

は
後
に
見
る
）
。
お
そ
ら
く
語
り
手
は
「
過
去
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
青
年
が
単
に
「
過
去
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
「
中
を
行
く
男
」
で
な
く
な

る
こ
と
を
恐
れ
て
「
逃
亡
」
し
た
、
そ
の
初
志
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
語
り
手

は
自
分
の
「
過
去
」
の
一
部
に
は
向
か
い
合
い
つ
つ
、
一
部
に
は
背
を
向
け
よ
う
と
す
る
。
こ

の
意
味
で
も
語
り
手
は
「
中
を
行
く
男
」
な
の
で
あ
る
。

逃
亡
を
し
て
も
此
関
係
を
忘
れ
る
事
は
出
来
ま
い
と
も
考
へ
た
。
又
忘
れ
る
事
が
出
来
る

だ
ら
う
と
も
考
へ
た
。
要
す
る
に
、
し
て
見
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
と
考
へ
た
。
た
と
ひ
煩

そ
れ

悶
が
逃
亡
に
附
き
纏
っ
て
来
る
に
し
て
も
夫
は
自
分
の
事
で
あ
る
。
あ
と
に
残
っ
た
人
は

自
分
の
逃
亡
の
為
に
助
か
る
に
違
ひ
な
い
と
考
へ
た
。
の
み
な
ら
ず
逃
亡
を
し
た
っ
て
、

か
〃
お

何
時
迄
も
逃
亡
ち
て
ゐ
る
訳
ぢ
や
な
い
。
急
に
自
滅
が
し
に
く
い
か
ら
、
ま
づ
其
一
着
と

し
て
逃
亡
ち
て
見
る
ん
で
あ
る
。
だ
か
ら
逃
亡
ち
て
見
て
も
矢
張
り
過
去
に
追
は
れ
て
苦

■
も
む
ろ
は
か
り
ご
と

し
い
様
な
ら
、
其
の
時
徐
に
自
滅
の
計
を
廻
ら
し
て
も
遅
く
は
な
い
。
そ
れ
で
も
駄
目
と

９
つ
と

極
ま
れ
ば
其
時
こ
そ
屹
度
自
殺
し
て
見
せ
る
。

－7－
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こ
の
「
理
論
」
に
よ
っ
て
語
り
手
が
「
潜
伏
者
」
を
扱
う
の
に
は
、
次
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

が
あ
る
。

一
つ
は
そ
れ
が
「
虚
栄
心
」
「
娑
婆
気
」
「
芝
居
気
」
な
ど
と
し
て
、
そ
の
正
体
が
は
っ
き

り
と
名
指
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
青
年
が
赤
毛
布
と
自
分
を
比
較
し
て
「
心
底
か
ら
、

此
の
若
い
男
は
自
分
と
同
じ
人
間
だ
」
と
気
づ
い
た
と
き
、
「
こ
ん
な
も
の
か
」
と
「
興
を
醒

ま
し
て
」
し
ま
う
の
は
「
虚
栄
心
」
の
た
め
で
あ
り
「
人
間
の
虚
栄
心
は
ど
こ
迄
も
抜
け
な
い
」

と
評
言
さ
れ
る
場
面
○
あ
る
い
は
坑
内
八
番
坑
の
『
ど
ん
底
」
で
「
死
を
転
じ
て
活
に
帰
す
経

験
」
を
し
た
後
に
、
梯
子
を
上
る
途
中
で
今
度
は
逆
に
「
活
上
よ
り
死
に
入
る
作
用
」
に
よ
っ

て
「
死
ん
じ
ま
へ
」
と
「
手
を
離
し
か
け
た
時
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
今
迄
浮
気
に
自
殺
を
計

画
し
た
時
は
、
い
つ
で
も
花
々
し
く
遣
っ
て
見
せ
た
い
」
「
人
が
賞
め
て
く
れ
る
様
に
死
ん
で

見
度
い
と
考
へ
て
ゐ
た
」
「
ど
う
し
て
も
便
所
や
物
腫
で
首
を
縊
る
の
は
下
等
だ
と
断
念
し
て

ゐ
た
。
其
虚
栄
心
が
、
此
の
際
突
然
首
を
出
し
た
」
と
さ
れ
る
場
面
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

二
つ
目
は
「
潜
伏
者
」
が
関
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
「
虚

栄
心
」
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
は
名
指
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
鉱
山
へ
と
向
か
う

以
下
で
は
、
「
過
去
」
と
向
か
い
合
う
姿
勢
も
ま
た
「
中
を
行
く
」
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
語
り
手
の
事
情
に
つ
い
て
、
彼
の
「
理
論
」
と
そ
の
「
実
践
」
と
い
う
観
点
か
ら
詳
し
く

見
て
み
た
い
。

語
り
手
の
持
つ
二
つ
の
理
論
」
、
す
な
わ
ち
〈
潜
伏
者
の
理
論
〉
を
見
て
お
こ
う
。

病
気
に
潜
伏
期
が
あ
る
如
く
、
吾
々
の
思
想
や
、
感
情
に
も
潜
伏
期
が
あ
る
。
此
の
潜
伏

期
の
間
に
は
自
分
で
其
の
思
想
を
有
ち
な
が
ら
、
其
の
感
情
に
制
せ
ら
れ
な
が
ら
、
ち
っ

と
も
自
覚
し
な
い
。
又
此
の
思
想
や
感
情
が
外
界
の
因
縁
で
意
識
の
表
面
へ
出
て
来
る
機

会
が
な
い
と
、
生
涯
其
の
思
想
や
感
情
の
支
配
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
は
決
し
て
そ
ん
な

か
う
ぷ
む
ぽ
え

影
響
を
蒙
つ
た
覚
が
な
い
と
主
張
す
る
。
（
中
略
）
自
分
が
前
に
云
っ
た
少
女
に
苦
し
め

ら
れ
た
の
も
、
元
は
と
云
へ
ば
、
矢
つ
張
り
此
の
潜
伏
者
を
自
覚
し
得
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
此
の
正
体
の
知
れ
な
い
も
の
が
、
少
し
も
自
分
の
心
を
冒
さ
な
い
先
に
、
劇
薬
で

も
注
射
し
て
、
悉
く
殺
し
尽
く
す
事
が
出
来
た
な
ら
、
人
間
幾
多
の
矛
盾
や
、
世
上
幾
多

の
不
幸
は
起
ら
ず
に
済
ん
だ
ら
う
に
。

五
「
潜
伏
者
」
に
対
す
る
認
識
と
「
過
去
」
を
語
る
倫
理

で
８
も
の

危
億
れ
め
あ
ば
た

汽
車
の
中
で
「
自
分
の
隣
り
に
腫
物
だ
ら
け
の
、
腐
煽
目
の
、
痘
痕
の
あ
る
男
」
が
乗
り
込
ん

で
き
た
と
き
、
青
年
が
「
急
に
心
持
が
悪
く
な
っ
て
席
を
移
」
す
場
面
で
は
、
「
矢
張
り
醜
な

そ
ば

い
も
の
私
傍
へ
は
寄
り
つ
き
度
く
な
か
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
も
一
種
の
「
虚
栄
心
」

と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
語
り
手
は
そ
れ
を
「
虚
栄
心
」
と
名
指
し
て
は
呼
ば
な
い
し
、

別
の
名
で
呼
ん
だ
り
も
し
て
い
な
い
。
語
り
手
は
そ
の
青
年
の
態
度
に
つ
い
て
「
そ
れ
な
ら
万

事
か
う
几
幅
面
に
段
落
を
附
け
る
か
と
思
ふ
と
、
さ
う
で
な
い
か
ら
困
る
」
と
、
同
じ
よ
う
に

「
醜
な
い
」
は
ず
の
長
蔵
や
茶
店
の
か
み
さ
ん
に
対
し
た
と
き
と
は
異
な
る
こ
と
を
取
り
上
げ
、

そ
の
矛
盾
を
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
以
上
の
追
及
は
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
つ
目
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
「
解
剖
」
そ
の
も
の
を
放
棄
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
語
り
手
は
、

青
年
が
坑
夫
に
な
る
こ
と
を
決
意
す
る
場
面
で
、
す
で
に
「
元
来
人
間
は
締
り
の
な
い
も
の
だ

か
ら
、
は
っ
き
り
し
た
事
は
い
く
ら
自
分
の
身
の
上
だ
っ
て
、
斯
う
だ
と
は
云
ひ
切
れ
な
い
。

食況
し
て
過
去
の
事
に
な
る
と
自
分
も
人
も
区
別
は
あ
り
や
し
な
い
。
凡
て
が
だ
ら
う
に
変
化
し

て
仕
舞
ふ
。
無
責
任
だ
と
云
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
本
当
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
こ
れ
か
ら

あ
や

さ
き
も
危
し
い
所
は
い
つ
で
も
此
の
式
で
行
く
積
り
だ
」
と
宣
言
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
語
り
手
の
「
潜
伏
者
」
の
扱
い
方
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
素
材
と
し
て
の
「
過

去
」
の
取
り
上
げ
方
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
、
解
剖
・
批
判
の
で
き
る
（
「
潜
伏
者
」
を
名
指
せ
る
）
素
材
と
し
て
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
。

二
、
解
剖
・
批
判
は
で
き
な
い
（
「
潜
伏
者
」
を
名
指
せ
な
い
）
が
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

三
、
解
剖
・
批
判
が
で
き
な
い
の
で
素
材
と
し
て
は
取
り
上
げ
な
い
。

た
と
え
ば
、
語
り
手
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

叙
述
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
は
「
分
か
る
／
分
か
ら
な
い
」
と

自
分
は
自
分
の
生
活
中
尤
も
色
彩
の
多
い
当
時
の
冒
険
を
暇
さ
へ
あ
れ
ば
考
へ
出
し
て

見
る
癖
が
あ
る
。
考
へ
出
す
度
に
、
昔
の
自
分
の
事
だ
か
ら
遠
慮
な
く
厳
密
な
る
解
剖
の

ふ
る

刀
を
揮
っ
て
、
縦
横
十
文
字
に
自
分
の
心
緒
を
切
り
さ
い
な
ん
で
見
る
が
、
其
の
結
果
は

む
か

い
つ
も
千
遍
一
律
で
、
要
す
る
に
分
ら
な
い
と
な
る
。
昔
し
だ
か
ら
忘
れ
ち
ま
っ
た
ん
だ

杯
と
云
っ
て
は
不
可
な
い
。
此
の
位
切
実
な
経
験
は
自
分
の
生
涯
中
に
二
度
と
あ
り
や
し

な
い
。
二
十
以
下
の
無
分
別
か
ら
出
た
無
茶
だ
か
ら
、
其
の
筋
道
が
入
り
乱
れ
て
要
領
を

い
け

め
っ
た
や
た
ら

得
ん
の
だ
と
評
し
て
は
猶
不
可
な
い
。
経
験
の
当
時
こ
そ
入
り
乱
れ
て
滅
多
矢
鱈
に
盲
動

す
る
が
、
其
の
盲
動
に
立
ち
至
る
迄
の
経
過
は
、
落
ち
着
い
た
今
日
の
頭
脳
の
批
判
を
待

た
な
け
れ
ば
と
て
も
分
ら
な
い
も
の
だ
。
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す
る
そ
の
対
象
が
途
中
で
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
語
り
手
が
こ
こ

で
、
「
過
去
」
一
般
と
し
て
の
、
「
要
す
る
に
分
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
の
「
過
去
」
（
先
の

第
二
、
三
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
わ
る
も
の
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
は
別
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
、
そ
の
「
経
過
」
が
解
剖
さ
れ
批
判
さ
れ
て
そ
こ
に
潜
ん
で
い
た
「
潜
伏
者
」
を
は
っ
き

り
そ
れ
と
名
指
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
過
去
」
（
第
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
わ
る
も
の
）
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

『
坑
夫
』
の
語
り
手
の
「
過
去
」
に
対
す
る
三
様
の
態
度
を
押
さ
え
た
う
え
で
、
も
う
一
度

青
年
の
三
角
関
係
に
関
わ
る
「
過
去
」
の
問
題
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
は
、

先
に
見
た
素
材
と
し
て
の
「
過
去
」
の
取
り
上
げ
方
で
い
え
ば
、
第
二
、
第
三
の
レ
ヴ
ェ
ル
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
坑
夫
』
が
取
り
上
げ
ず
に
捨
て
お
い
た
、
あ
る
い
は
取
り
上
げ
は

し
て
も
「
解
剖
」
の
放
棄
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
の
「
過
去
」
に
特
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
こ
の

問
題
が
語
り
手
の
〈
現
在
〉
と
ど
う
関
わ
る
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
抱
え
込
む
問
題
の
質

や
広
が
り
に
大
き
な
違
い
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
過
去
一
年
間
の
大
き
な

え
う
ふ
ん

記
憶
が
、
悲
劇
の
夢
の
様
に
、
膝
臓
と
一
団
の
妖
気
と
な
っ
て
、
虚
空
遥
に
際
限
も
な
く
立
て

軍
め
て
る
様
な
心
持
ち
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
青
年
の
こ
の
「
過
去
」
は
、
彼
を
「
暗
い
方
へ
」

「
人
の
居
な
い
所
」
へ
と
ひ
た
す
ら
に
歩
ま
せ
た
元
凶
で
あ
り
、
「
生
涯
片
付
か
な
い
不
安
の

中
を
」
歩
み
行
く
男
と
し
て
決
定
づ
け
た
当
の
も
の
で
あ
る
。
「
中
を
行
く
男
」
が
そ
う
で
あ

り
続
け
る
の
は
、
こ
の
「
過
去
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
語
り
手
が
今
な
お
「
中
を
行
く
男
」
で

あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
過
去
」
は
彼
の
〈
現
在
〉
の
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

「
過
去
」
は
、
第
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
潜
伏
者
」
の
正
体
を
明
か
し
得
た
よ
う
な
「
過
去
」
と

同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
「
過
去
」
こ
そ
が
そ
の
原
因
で
あ
る
以
上
、
「
中

を
行
く
」
問
題
一
般
と
し
て
こ
れ
を
取
り
扱
う
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

安
さ
ん
が
「
今
で
も
腹
ん
中
に
あ
る
」
と
い
う
「
昔
」
、
「
あ
る
女
と
親
し
く
な
っ
て
」
「
そ

れ
が
基
で
容
易
な
ら
ん
罪
を
犯
し
た
」
と
い
う
「
過
去
」
と
比
べ
る
と
、
青
年
の
「
過
去
」
に

さ
す
が

す
そ
ぱ
ち

迫
に
親
の
名
前
や
過
去
の
歴
史
は
い
く
ら
棄
鉢
に
な
っ
て
も
長
蔵
さ
ん
に
は
話
し
度
く

ば
か

な
か
っ
た
。
長
蔵
さ
ん
許
り
ぢ
や
な
い
、
凡
て
の
人
間
に
話
し
度
く
な
か
っ
た
。
凡
て
の

人
間
は
愚
か
、
自
分
に
さ
へ
出
来
る
事
な
ら
語
り
度
く
な
い
程
情
な
い
心
持
で
ひ
よ
る

ノ
ー
し
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
本
当
を
云
ふ
と
、
当
時
の
自
分
は
ま
だ
嘘
を
突
く
事
を
能

く
練
習
し
て
居
な
か
っ
た
し
、
胡
摩
化
す
と
云
ふ
事
は
大
変
な
悪
事
の
様
に
考
へ
て
ゐ
た

ん
だ
か
ら
、
聞
か
れ
た
ら
定
め
し
困
っ
た
ら
う
と
思
ふ
。

は
大
し
た
「
罪
」
ら
し
き
も
の
も
な
く
、
飯
場
で
菌
尿
虫
に
刺
さ
れ
て
泣
き
な
が
ら
「
艶
子
さ

ん
よ
り
も
澄
江
さ
ん
よ
り
も
、
家
の
六
畳
の
間
が
恋
し
く
」
思
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
姿
に
い

た
っ
て
は
、
い
か
に
も
青
年
ら
し
い
浮
つ
い
た
問
題
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
当
時
の
青
年
に
と
っ
て
の
「
過
去
」
で
あ
り
、
二
二
年
前
か
ら
一

昨
日
迄
持
ち
越
し
た
現
在
に
等
し
い
過
去
」
な
の
で
あ
る
。

「
君
は
ど
う
だ
」
と
安
さ
ん
か
ら
質
問
さ
れ
て
「
用
意
の
返
事
を
持
ち
合
せ
な
か
っ
た
か
ら
、

は
つ
と
思
っ
た
」
青
年
は
、
す
ぐ
に
も
「
自
分
の
心
事
を
」
「
打
ち
明
け
て
仕
舞
は
う
か
と
思

っ
た
。
す
る
と
相
手
は
、
さ
も
打
ち
明
け
さ
せ
ま
い
と
自
分
を
遮
る
如
く
に
、
話
の
続
き
を
始

め
」
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
が
今
も
な
お
彼
の
三
角
関
係
に
関
す
る
「
経
験
」

を
語
ら
な
い
で
い
る
こ
と
が
、
語
り
手
の
〈
現
在
〉
の
う
ち
に
、
語
り
得
な
い
「
潜
伏
者
」
と

し
て
そ
れ
が
抱
え
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

語
り
手
自
身
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
「
そ
っ
く
り
其
の
侭
書
き
立
て
た
ら
、
大
分
面
白
い

続
き
も
の
が
出
来
る
ん
だ
が
、
そ
ん
な
筆
も
な
し
時
も
な
い
か
ら
、
ま
あ
已
め
に
し
て
」
と
言

い
訳
し
て
い
る
。
語
り
得
る
（
解
剖
・
批
判
が
可
能
な
）
も
の
に
つ
い
て
は
「
人
に
解
る
様
に
」

語
る
。
語
り
得
な
い
（
「
小
説
」
に
な
り
そ
う
な
）
も
の
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
。
こ
う
し
た

語
り
手
の
〈
語
り
の
理
論
〉
は
、
解
剖
・
批
判
が
き
ち
ん
と
出
来
れ
ば
自
身
の
「
過
去
」
を
「
小

説
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
事
実
」
と
し
て
語
り
得
る
と
い
う
確
信
（
た
と
え
そ
の
よ
う
に
し

て
「
事
実
」
だ
け
で
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
「
小
説
」
と
は
呼
ば
れ
な
く
て
も
、
そ
ん
な
小
説

作
品
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
の
主
張
が
含
ま
れ
て
い
る
）
が
、
そ
の
前
提
と

し
て
あ
る
。
こ
の
「
理
議
」
に
従
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
三
角
関
係
に
関
す
る
「
過

去
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
事
実
」
と
し
て
叙
述
で
き
そ
う
に
な
く
「
小
説
」
に
な
り
そ
う

な
の
で
割
愛
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
角
関
係
の
「
過
去
」
は
語
り
手
の
「
意
識
の
表

面
に
出
て
」
き
て
は
い
る
。
が
、
彼
の
「
頭
脳
」
は
〈
現
在
〉
未
だ
そ
れ
を
解
剖
し
批
判
し
得

る
ほ
ど
に
「
落
ち
着
い
」
て
は
い
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
語
り
手
が
〈
潜
伏
者
の
理
論
〉
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
彼
の
〈
現

在
〉
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
少
な
く
と

も
彼
は
「
潜
伏
者
」
と
し
て
そ
れ
を
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
も
ま
た
「
事
実
」
な
の
で
あ
る
。

『
坑
夫
』
の
矛
盾
は
、
語
り
手
が
〈
潜
伏
者
の
理
論
〉
を
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
、
し
た
が
っ

て
当
然
「
潜
伏
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
は
ず
の
、
こ
の
生
き
ら
れ
て
い
る
「
事
実
」

の
問
題
が
、
も
う
一
つ
の
〈
語
り
の
理
鎗
〉
の
た
め
に
、
彼
の
〈
現
在
〉
の
問
題
と
し
て
は
ど

こ
に
も
位
圃
づ
け
ら
れ
ず
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
坑
夫
体
験
が
、
語
り
手
の
〈
現
在
〉
や
未
来
に
影
響
を
及
ぼ
す
「
潜
伏
者
」
と
し
て
で
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は
な
く
、
彼
が
す
で
に
「
公
明
に
解
剖
し
て
、
解
剖
し
た
る
一
々
を
、
一
々
に
批
判
し
去
」
っ

た
、
い
わ
ば
死
ん
だ
「
事
実
」
と
し
て
、
そ
の
多
く
が
並
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
彼
の
語
り
の
〈
軽
さ
〉
も
、
こ
の
死
ん
だ
「
事
実
」

を
生
き
て
い
る
ら
し
く
見
せ
か
け
る
装
腫
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
さ
え
言
い
得
る
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
矛
盾
は
、
語
り
手
が
〈
語
り
の
理
詰
〉
と
〈
潜
伏
者
の
理
論
〉
の
二
つ
の

「
理
論
」
を
併
せ
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
「
理
詰
」
の
「
中
を
行
く
」
「
合
の
子
」
と

し
て
し
か
現
実
化
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
論
者
の
言
説
は
、
人
間
と
は
そ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
存
在
で
あ
り
、
人
間
の
栫
え

た
も
の
は
ま
た
そ
の
よ
う
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
こ
の
作
品
の
語
り
手
自
身

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
封
じ
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
『
坑
夫
』
に
不
満

を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
そ
れ
は
、

彼
が
人
間
と
し
て
成
長
し
て
い
る
／
い
な
い
と
い
っ
た
問
題
と
は
別
の
、
彼
の
「
理
論
」
上
の

問
題
で
あ
る
。
そ
の
〈
語
り
の
理
論
〉
上
、
語
り
手
は
自
身
が
そ
れ
か
ら
「
逃
亡
」
し
て
い
る

当
の
も
の
に
つ
い
て
は
解
剖
を
放
棄
し
、
「
逃
亡
」
し
な
く
て
す
む
「
過
去
」
に
の
み
向
か
い

合
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
青
年
の
当
時
と
比
べ
て
真
に
変
化
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
本
当
に
煩

悶
を
忘
れ
る
為
に
は
、
本
当
に
死
な
能
く
っ
て
は
駄
目
だ
」
が
、
「
正
直
に
理
想
を
云
ふ
と
、

死
ん
だ
り
生
き
た
り
互
違
に
す
る
の
が
一
番
よ
ろ
し
い
」
「
其
の
時
は
正
直
に
こ
ん
な
馬
鹿
気

た
感
じ
が
起
っ
た
」
。
生
死
を
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
。
そ
し
て
〈
生
〉
と
〈
死
〉

と
の
間
を
自
由
に
往
還
す
る
こ
と
。
「
こ
ん
な
常
識
を
は
づ
れ
た
希
望
を
、
真
面
目
に
抱
か
ね

ば
な
ら
ぬ
程
、
其
の
当
時
の
自
分
は
情
な
い
境
遇
に
居
っ
た
」
と
語
り
手
は
嘆
い
て
み
せ
る
。

だ
が
、
人
間
で
は
な
く
「
境
遇
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
〈
現
在
〉
の
境
遇
が
当
時

と
同
じ
よ
う
な
も
の
に
な
れ
ば
、
今
で
も
同
じ
こ
と
を
「
理
想
」
に
し
か
ね
な
い
の
で
は
な
い

む
か
し
ん
ぺ
う

芯
ん
ど
ａ

か
。
「
昔
し
神
妙
な
も
の
が
、
今
横
着
に
な
る
位
だ
か
ら
、
今
の
横
着
が
い
つ
何
時
又
神
妙
に

な
ら
ん
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う
語
り
手
は
、
山
越
え
の
場
面
で
も
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ば
う
ぶ

生
き
な
が
ら
葬
ら
れ
る
と
云
ふ
の
は
全
く
此
の
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
そ
の
時
の
自
分
に

は
唯
一
の
理
想
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
此
の
雲
は
全
く
難
有
い
。
難
有
い
と
い
ふ
感
謝
の
念

お
わ
り
に
あ
る
い
は
半
身
の
逃
亡
者

「
解
剖
」
と
「
批
判
」
の
「
能
力
」
は
、
た
し
か
に
青
年
当
時
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
。

し
か
し
、
語
り
手
に
与
え
ら
れ
た
「
時
間
」
が
、
仮
に
彼
の
「
能
力
」
を
保
証
す
る
と
し
て
も
、

こ
の
「
内
省
」
の
力
は
限
ら
れ
た
「
過
去
」
を
捌
く
Ⅱ
裁
く
力
で
あ
っ
て
、
〈
現
在
〉
の
自
己

に
対
し
て
は
無
力
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
が
「
経
験
の
賜
」
と
し
て
手
に
し
て
い
る

は
ず
の
「
能
力
」
は
、
実
は
彼
の
〈
現
在
〉
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
将
来
を
左
右
す
る

こ
と
が
な
い
。
こ
の
「
内
省
」
は
彼
を
本
質
的
に
変
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

現
実
の
経
験
に
よ
っ
て
内
省
力
は
育
ま
れ
る
。
だ
が
「
内
省
」
は
現
実
を
動
か
し
は
し
な
い
。

彼
の
〈
現
在
〉
を
判
断
す
る
具
体
的
な
生
活
な
り
行
為
な
り
を
欠
い
た
ま
ま
、
そ
の
語
る
立
場

だ
け
が
「
余
裕
」
あ
る
も
の
と
し
て
い
く
ら
強
調
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
人
間
の
「
変
化
」

を
説
得
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
読
者
が
こ
の
語
り
手
に
本
質
的
な
変
化
や
成
長
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
人
間
の
変
化
を
決
定
し
て
い
る
の
は
、
「
解
剖
」
や
「
批
判
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

認
識
や
そ
の
深
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
境
遇
」
で
あ
り
「
時
と
場
合
」
で
あ
り
、
要
す
る
に

一
個
の
人
間
を
超
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
潜
伏
者
」
も
基
本
的
に
は
こ
の
人
知
を
超
え
た

「
神
秘
」
や
「
運
命
」
の
圏
域
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
機
能
は
鋭
明
さ
れ
て
も
、
そ
の
機

栂
に
つ
い
て
は
十
分
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
「
劇
薬
で
も
注
射
し
て
、
悉
く
殺
し
尽
く
す

事
が
出
来
た
な
ら
」
と
半
ば
放
棄
さ
れ
る
他
に
な
い
。
こ
う
し
て
「
人
間
幾
多
の
矛
盾
や
、
世

上
幾
多
の
不
幸
」
に
つ
い
て
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
、
た
だ
「
気
の
毒
」
と
し
て
放
磁
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
語
り
手
に
で
き
る
の
は
た
だ
、
自
分
の
「
過
去
」
を
「
乳
臭
い
、
気
取
っ
た
、
偽

り
の
多
い
も
の
」
と
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
「
面
白
い
続
き
も
の
」
に
し
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
は

「
小
説
」
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
「
事
実
」
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

語
り
手
は
、
自
分
の
叙
述
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。

う
づ

よ
り
も
、
雲
に
埋
め
ら
れ
出
し
て
か
ら
、
ま
あ
安
心
だ
と
、
ほ
っ
と
一
息
し
た
。
今
考
へ

る
と
何
が
安
心
だ
か
分
り
や
し
な
い
。
全
く
の
気
違
だ
と
云
は
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
仕

あ
す

倉
た

方
が
な
い
が
、
斯
う
云
ふ
自
分
が
、
時
と
場
合
に
よ
れ
ば
、
翌
が
日
に
も
、
亦
雲
が
恋
し

く
な
ら
ん
と
も
限
ら
な
い
。
そ
れ
を
思
ふ
と
何
だ
か
変
だ
。
吾
が
身
で
吾
が
身
が
保
証
出

来
な
い
様
な
、
又
吾
が
身
が
吾
が
身
で
な
い
様
な
気
持
が
す
る
。

纏
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
儘
に
記
す
丈
で
あ
る
。
小
説
の
様
に
栫
へ
た
も
の
ぢ

や
な
い
か
ら
、
小
説
の
様
に
面
白
く
は
な
い
。
其
の
代
り
小
説
よ
り
も
神
秘
的
で
あ
る
。

凡
て
運
命
が
脚
色
し
た
自
然
の
事
実
は
、
人
間
の
構
想
で
作
り
上
げ
た
小
説
よ
り
も
無
法
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「
自
然
の
事
実
」
は
「
運
命
」
に
「
脚
色
」
さ
れ
る
。
「
運
命
」
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
を
「
突

然
宙
に
釣
る
し
て
」
「
人
間
の
一
大
事
た
る
死
と
云
ふ
実
際
と
、
人
間
の
獣
類
た
る
坑
夫
の
住

ん
で
ゐ
る
シ
キ
」
と
の
「
二
つ
の
間
に
圃
い
た
」
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」

は
、
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
語
る
今
も
「
宙
に
釣
る
」
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
事
実
」
が
も
た
ら
す
「
神
秘
」
と
は
、
こ
の
〈
宙
づ
り
〉
の
こ
と
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
。

「
小
説
」
は
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
に
「
纏
ま
り
」
を
つ
け
よ
う
と
し
、
決
し
て
〈
宙
づ
り
〉
の
ま

ま
に
は
お
く
ま
い
。
彼
の
経
験
と
「
時
間
」
に
見
合
っ
た
見
識
や
人
格
を
あ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
『
坑
夫
』
は
、
彼
に
そ
う
し
た
意
味
で
の
成
熟
を
許
さ
な
い
。
語
り
手
は
「
時
間
」
を
与

え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
過
去
を
回
顧
し
叙
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ

の
こ
と
は
、
彼
の
〈
現
在
〉
を
生
き
る
の
に
適
当
で
安
全
な
位
置
が
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

を
些
か
も
意
味
し
な
い
。
そ
し
て
依
然
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
ま
ま
で
あ
る
し
か
な
い
彼
は
、
叙

述
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
⑬
。

〈
宙
づ
り
〉
に
さ
れ
た
場
、
語
り
手
と
な
っ
た
今
も
男
が
そ
こ
に
い
、
い
続
け
よ
う
と
す
る

こ
の
場
、
そ
れ
こ
そ
が
、
か
の
青
年
坑
夫
が
そ
こ
へ
と
「
逃
亡
」
し
よ
う
と
し
た
「
中
を
行
く
」

世
界
に
他
な
ら
な
い
。
「
片
付
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
身
に
引
き
受
け
得
る
「
余
裕
」

が
試
さ
れ
続
け
る
場
の
〈
現
在
〉
に
お
い
て
、
語
り
手
の
「
余
裕
」
は
す
で
に
あ
る
も
の
で
は

な
く
、
彼
の
課
題
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
追
い
か
け
て
く
る
「
過
去
」

に
対
し
て
半
身
で
構
え
つ
つ
「
逃
亡
」
せ
ざ
る
を
得
な
い
語
り
手
が
見
せ
る
語
り
口
の
〈
軽
さ
〉

は
、
「
余
裕
」
と
い
う
課
題
に
対
す
る
彼
な
り
の
前
向
き
の
姿
勢
の
現
れ
の
一
つ
で
も
あ
る
の

で
あ
る
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
宮
豊
隆
ョ
坑
夫
筐
（
『
夏
目
漱
石
』
（
下
）
岩
波
文
庫
）
に

詳
し
い
。

②
比
較
的
最
近
で
は
、
た
と
え
ば
青
柳
達
雄
「
漱
石
『
坑
夫
』
の
材
源
」
（
「
言
語
と
文
芸
」

一
○
○
、
一
九
八
六
・
一
二
）
が
、
素
材
と
作
品
の
異
同
を
論
じ
、
作
者
の
青
春
期
の
「
実

生
活
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
『
坑
夫
』
の
む
し
ろ
虚
構
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

③
小
宮
豊
隆
ョ
虞
美
人
草
』
『
坑
夫
』
解
説
」
（
『
漱
石
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一

九
六
六
・
二
）
こ
こ
で
小
宮
氏
は
、
『
虞
美
人
草
』
に
比
べ
て
「
人
間
の
心
の
動
き
そ
の

註 則
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ
る
。
と
自
分
は
常
に
思
っ
て
ゐ
る
。

も
の
に
対
す
る
漱
石
の
関
心
の
深
さ
は
」
二
層
明
瞭
に
現
は
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
氏
自
身
は
「
精
神
分
析
」
と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。

ま
た
氏
は
ョ
坑
夫
』
建
築
の
三
大
支
柱
」
と
し
て
、
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
「
無
性
格
論
」

の
展
開
、
「
他
の
一
つ
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
私
の
指
摘
』
、
「
今
一
つ
は
、
そ
れ
と
は

反
対
の
、
私
を
離
れ
た
、
真
面
目
親
切
、
誠
実
１
１
愛
の
強
調
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
が
、

こ
の
三
つ
目
の
「
柱
」
に
つ
い
て
は
後
出
⑥
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
て
い
る
。

④
「
内
面
」
を
「
心
理
」
で
は
な
く
、
「
意
識
」
の
観
点
か
ら
捉
え
、
『
坑
夫
』
に
〈
意
識

の
流
れ
〉
を
見
よ
う
と
し
た
の
は
、
中
村
真
一
郎
司
意
識
の
流
れ
』
小
説
の
伝
統
」
（
『
文

学
の
魅
力
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
・
五
所
収
）
で
あ
る
。
中
村
氏
の
指
摘
以

後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
か
ら
影
響
を
受
け
た
く
意
識
の
流
れ
〉
小
説
の
範
型
あ
る

い
は
祖
形
と
し
て
こ
の
作
品
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
見
方
は
、
『
坑
夫
』
研
究
に
一
つ
の
流

れ
を
生
み
出
し
て
き
た
。

⑤
た
と
え
ば
平
岡
敏
夫
氏
ョ
虞
美
人
草
』
か
ら
『
坑
夫
』
『
三
四
郎
』
へ
Ｉ
低
個
趣
味
と

推
移
趣
味
ｌ
」
（
『
漱
石
序
説
』
、
塙
書
房
一
九
七
六
・
一
○
所
収
）
は
、
『
文
芸
の
哲
学

的
基
礎
』
（
明
治
四
○
、
五
～
六
）
や
『
坑
夫
』
執
筆
直
後
の
弓
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然

派
伝
奇
派
の
交
渉
』
（
同
四
一
、
四
）
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
、
「
事
件
の
其
物
の
真
相
」
に

迫
る
方
法
と
し
て
「
推
移
趣
味
」
よ
り
は
「
低
個
趣
味
」
に
沿
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
こ

れ
を
個
人
内
部
の
「
意
識
の
連
続
」
の
視
点
か
ら
成
し
得
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
従
来
の
こ

の
作
者
の
作
品
の
特
徴
で
あ
っ
た
文
明
批
評
的
側
面
は
幾
分
か
薄
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘

し
、
前
作
『
虞
美
人
草
』
か
ら
次
作
『
三
四
郎
』
へ
と
つ
な
ぐ
こ
の
作
品
の
位
置
づ
け
を
し

て
い
る
。

⑥
た
と
え
ば
佐
藤
泰
正
氏
ョ
坑
夫
』
Ｉ
〈
意
識
の
流
れ
〉
の
試
み
ｌ
」
（
『
夏
目
漱
石
諸
』
、

筑
摩
書
房
一
九
八
六
・
二
所
収
）
は
、
「
回
想
と
い
う
手
法
は
単
に
事
柄
の
分
析
、
あ

る
い
は
夢
幻
の
情
趣
の
点
綴
と
い
う
効
果
の
み
に
終
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
」
と
し
、

弓
片
付
か
ぬ
不
安
』
『
半
陰
半
晴
の
姿
』
と
い
う
言
葉
に
は
」
「
作
者
自
身
の
青
春
坊
復

の
影
が
ひ
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
「
実
生
活
」
上
の
「
内
面
の

機
微
」
の
反
映
を
『
坑
夫
』
に
さ
ぐ
る
試
み
を
展
開
し
て
い
る
。

⑦
た
と
え
ば
佐
々
木
雅
發
氏
ヨ
坑
夫
』
謡
ｌ
祐
復
の
意
味
ｌ
」
（
『
作
品
論
夏
目
漱
石
』
、

双
文
社
出
版
、
一
九
七
六
・
九
所
収
）
は
、
「
〈
自
殺
Ⅱ
死
〉
は
可
能
な
の
か
」
と
い
う
問

題
が
『
坑
夫
』
の
「
隠
さ
れ
て
見
え
な
い
真
の
主
題
」
で
あ
る
と
し
、
「
〈
人
間
〉
の
〈
死
〉

に
対
す
る
本
源
的
な
受
動
性
」
の
た
め
に
「
い
わ
ば
彼
は
、
希
望
す
る
〈
死
〉
を
死
ね
ず
、

死
ん
だ
と
し
て
も
、
た
ぎ
唾
昧
な
〈
死
〉
を
死
ぬ
し
か
な
い
の
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
私
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⑫
た
と
え
ば
「
坑
夫
と
云
へ
ば
名
前
の
示
す
如
く
、
坑
の
中
で
、
日
の
目
を
見
な
い
家
業
で

あ
る
。
娑
婆
に
居
な
が
ら
、
娑
婆
か
ら
下
へ
潜
り
込
ん
で
、
暗
い
所
で
、
鉱
塊
土
塊
を
相
手

に
、
浮
世
の
声
を
聞
か
な
い
で
済
む
。
定
め
て
陰
気
だ
ら
う
。
そ
こ
が
今
の
自
分
に
は
何
よ

⑩
森
田
草
平
ョ
虞
美
人
草
』
と

⑪
小
宮
豊
隆
前
掲
③
に
同
じ
。

に
は
、
『
坑
夫
』
の
問
題
は
「
自
殺
が
可
能
か
否
か
」
よ
り
は
、
「
人
間
が
真
に
変
化
す
る

の
か
ど
う
か
」
あ
る
い
は
「
人
は
自
分
の
意
志
や
自
己
の
認
識
の
深
化
に
よ
っ
て
本
当
に
変

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
問
い
の
方
に
力
点
が
履
か
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
ど
う
や
ら
否
で
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
む

し
ろ
氏
の
指
摘
す
る
弓
娑
婆
気
』
と
『
芝
居
気
』
に
執
し
つ
秘
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
多
く

の
〈
生
〉
を
抱
え
な
が
ら
生
き
る
し
か
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
諦
念
の

深
さ
が
、
語
り
手
に
お
い
て
は
当
時
の
青
年
よ
り
は
ず
っ
と
徹
底
し
て
い
て
、
語
り
手
の
譜

鎗
も
そ
こ
か
ら
来
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑧
た
と
え
ば
丹
羽
章
氏
ョ
坑
夫
』
の
世
界
」
（
「
四
国
学
院
大
学
論
集
」
七
○
、
一
九
八
八

・
一
二
）
は
、
「
帰
京
す
る
青
年
に
は
、
最
早
『
此
の
先
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
』
自
己
自

身
と
い
う
も
の
か
ら
、
逃
走
す
る
事
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
回
避
し
、
保
留
す
る
事
も
、
本

来
か
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
事
だ
け
は
確
認
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
自
己
と
い
う
も
の
が
自

己
自
身
に
と
っ
て
さ
え
遂
に
謎
で
し
か
あ
り
え
ぬ
も
の
な
ら
ば
、
人
は
そ
の
『
正
体
の
知
れ

な
い
』
自
己
を
生
き
る
他
に
術
は
な
い
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
人
間
と

い
う
も
の
を
、
生
き
抜
く
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
筈
で
あ
る
」
以
前
の
部
分
に
つ
い
て
は
丹
羽
氏
も
青
年
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
「
他
に
術
は
な
い
」
「
他
は
な
い
」
と
さ
れ
る
後
半
部
分

で
あ
る
。
こ
れ
が
誰
の
認
識
で
あ
り
覚
悟
で
あ
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
前
半
部
分
と

後
半
部
分
と
の
間
に
は
実
に
大
き
な
距
離
が
あ
る
。
こ
れ
が
す
で
に
青
年
の
も
の
な
ら
、
語

り
手
の
出
て
く
る
余
地
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
が
語
り
手
の
も
の
な
ら
ば
、
で
は
彼
は
そ
れ
を

得
る
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
何
よ
り
語
り
手
の
〈
現
在
〉

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
丹
羽
氏
自
身
は
こ
れ
を
「
漱
石
文
芸
の
重
要
な
主
題
と
な
る
事

柄
」
と
し
、
「
作
品
『
坑
夫
』
は
ま
さ
に
そ
の
事
に
向
っ
て
一
歩
踏
み
出
さ
ん
と
し
た
作
品
」

と
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
作
者
」
の
認
識
を
問
う
前
に
、
あ
く
ま
で
も
語
り
手
と

そ
の
認
識
に
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。
『
坑
夫
』
で
は
、
語
り
手
が
直
接
自
分
の
「
過
去
」
を

扱
い
、
そ
の
取
捨
選
択
か
ら
解
剖
分
析
ま
で
を
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑨
丹
羽
章
前
掲
⑧
に
同
じ
。

⑩
森
田
草
平
ョ
虞
美
人
草
』
と
『
坑
夫
』
」
（
『
夏
目
漱
石
』
（
一
）
謂
談
社
学
術
文
庫
）

本
文
の
引
用
は
岩
波
新
書
版
全
集
に
よ
る
。
た
だ
し
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
、
振
り
仮

名
は
必
要
な
も
の
に
限
っ
た
。

り
だ
。
世
の
中
に
人
間
は
ご
て
ノ
ー
ゐ
る
が
、
自
分
程
坑
夫
に
適
し
た
も
の
は
決
し
て
な
い

。
』
》
』

に
違
な
い
。
坑
夫
は
自
分
に
取
っ
て
天
職
で
あ
る
。
１
１
と
妓
所
迄
明
瞭
に
は
無
論
考
へ
な

か
っ
た
が
、
．
…
」
な
ど
。

⑬
語
り
手
の
非
成
熟
を
否
定
的
に
見
る
見
方
は
、
こ
の
語
り
手
に
教
養
小
説
的
な
成
長
を
期

待
し
て
み
た
り
、
彼
の
語
り
を
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
的
な
告
白
と
し
て
読
も
う
と
す
る
姿
勢

か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
人
間
が
真
に
変
化
す
る
こ
と
な
ど
あ

り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
と
背
中
合
わ
せ
の
形
で
「
余
裕
」
な
る
言
葉
が
使

用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。
語
り
手
の
叙
述
と
し
て
現
れ
た
言
葉
の
表
面
で
は
、
人

間
が
「
不
変
体
」
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
同
時
に
一
方
で
そ
の

「
不
変
」
を
肯
定
す
る
表
現
が
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
変
わ
る
、
変
わ
る
、
と

い
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
語
る
そ
の
語
り
口
に
よ
っ
て
、
反
対
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
は
変

わ
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
か
ら
で
あ
る
。

語
り
手
の
「
余
裕
」
を
認
め
な
け
れ
ば
、
過
去
を
冷
静
に
解
剖
・
批
判
し
つ
つ
報
告
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
余
裕
」
は
作
業
仮
説
的
に
「
作
者
」
に
よ
っ
て
導

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
変
化
の
鍵
を
持
つ
の
は
人
間
を
超
え
た
も
の
で
あ

り
、
人
は
自
分
の
認
識
や
意
志
に
よ
っ
て
真
に
変
化
し
た
り
成
長
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
い
う
認
識
が
「
作
者
」
の
も
の
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
否
定
さ
れ
る
べ
く
仮
に
認

め
ら
れ
た
語
り
手
の
「
余
裕
」
と
は
「
作
者
」
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
も
な
ろ
う
。
「
中
を
行
く
」
べ
く
定
め
ら
れ
た
自
己
の
宿
命
を
自
覚
し
つ
つ
、
な
お
そ

の
自
身
を
笑
い
飛
ば
そ
う
と
す
る
〈
軽
さ
〉
の
源
泉
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
「
余
裕
」
は
語

り
手
の
精
一
杯
の
ユ
ー
モ
ア
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
語
り
手
は
自
身
の
語

り
得
る
「
過
去
」
に
つ
い
て
の
み
「
余
裕
」
を
持
っ
て
語
る
の
で
あ
り
、
語
り
得
ぬ
も
の
に

つ
い
て
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
潜
伏
者
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
認

識
は
「
余
裕
」
と
は
な
り
得
な
い
。
「
潜
伏
者
」
に
対
し
て
「
余
裕
」
を
持
つ
こ
と
は
原
理

的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
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