
『
坑

夫』

論

『
坑
夫
』
は
、
人
物
設
定
に
お
い
て
、
『
虞
美
人
草
』
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
。

『
虞
美
人
草
』
で
は
、
主
要
人
物
に
絞
っ
て
も
、
甲
野
、
宗
近
、
小
野
と
い
う
男
た
ち
、
藤
尾
、

小
夜
子
、
糸
子
と
い
う
女
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
照
的
な
役
割
を
担
っ
て
、
張
り
合
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
坑
夫
』
に
お
い
て
は
、
東
京
の
「
相
当
の
地
位
を
有
っ
た
も
の
L
子
で
あ

る
」
境
過
を
「
逃
亡
」
し
、
ポ
ン
引
き
に
つ
か
ま
っ
て
鉱
山
に
送
り
込
ま
れ
る
一
人
の
男
の
回

想
に
終
始
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
坑
夫
』
に
は
、
明
ら
か
な
素
材
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
激
石
の
と
こ
ろ
に
売

り
込
み
に
来
た
荒
井
某
の
体
験
を
下
敷
き
と
し
て
お
り
、
そ
の
聞
き
書
き
メ
モ
も
治
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
メ
モ
と
作
品
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
筋
書
が
酷
似
し
て
い
る
。
部
分
的
な
順
序
の
入

れ
変
え
や
省
略
も
な
い
で
は
な
い
が
、
総
体
と
し
て
は
む
し
ろ
一
致
点
の
大
き
い
の
に
篤
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
作
者
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
稀
蒋
さ
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な

い
。
作
者
は
、
こ
の
作
品
の
成
立
直
後
、
「
『
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
と
題

す
る
談
話
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
J

モ
ー
テ
ブ

あ
の
筈
方
で
行
く
と
、
あ
る
仕
事
を
や
る
動
機
と
か
、
所
作
な
ぞ
の
解
剖
が
よ
く
出
来

モ
l
チ
ブ

る
。
元
来
こ
の
動
機
の
解
剖
と
い
ふ
奴
は
非
常
に
複
雑
で
、
我
々
の
気
付
か
ん
所
が
多
く

あ
る
。
こ
れ
を
真
に
事
実
と
し
て
写
せ
ば
極
く
/
¥
煩
玖
な
も
の
で
あ
っ
て
殆
ど
害
現
は

せ
な
い
。
よ
し
現
は
せ
て
も
仮
に
堪
へ
ぬ
不
得
要
領
の
も
の
と
な
っ
て
了
ふ
。
面
白
く
な

せ
ゐ

い
故
か
も
知
ら
ん
が
、
あ
る
意
味
か
ら
云
へ
ば
、
か
L
る
方
面
の
事
は
余
り
多
く
の
人
が

や
っ
て
居
ら
ん
。
の
を
、
私
は
却
て
夫
が
書
い
て
見
た
い

l
l細
か
く
や
っ
て
見
度
い
。

と
い
ふ
念
が
あ
る
か
ら
、
事
件
の
進
行
に
興
味
を
持
つ
よ
り
も
、
事
体
其
物
の
真
相
を
露

出
す
る
。
甲
な
る
事
と
、
乙
な
る
事
と
、
丙
な
る
事
と
が
寄
っ
て
、
斯
う
な
っ
た
と
云
ふ

風
な
所
に
主
と
し
て
興
味
を
も
っ
て
書
く
。

こ
こ
で
は
、

「
動
機
の
解
剖
」
が
主
阪
と
さ
れ
て
い
る
。

(
「
文
章
世
界
」
明
四
一
・
四
)

「
脈
絡
貫
通
し
た
一
個
の
事
件
』
が

相

原

多目

手口

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
原
因
結
果
」
の
連
鎖
、
つ
ま
り
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
う
の
で
は
な
く
、

「
事
件
中
の
一
箇
の
真
相
」
に
「
径
伺
」
し
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
複
数
の
「
動
機
」
を
「
分

解
的
に
」
追
求
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
う
す
れ
ば
、
「
昔
の
事
を
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
」
「
回

顧
」
の
視
点
と
相
侠
っ
て
、
「
智
力
上
の
好
奇
心
を
満
足
せ
し
め
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「
筋
」
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
素
材
メ
モ
と
合
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
「
動

機
の
解
剖
」
と
い
う
心
理
分
析
は
、
メ
モ
に
も
荒
井
某
の
話
に
も
な
か
っ
た
作
家
の
創
造
部
分

で
あ
る
。
こ
の
分
析
記
述
に
用
い
ら
れ
る
「
自
然
」
「
天
」
「
運
命
」
等
の
絶
対
概
念
も
、
ま

た
、
メ
モ
に
は
見
ら
れ
ず
、
作
家
が
新
た
に
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
に
即
し

な
が
ら
、
主
人
公
の
心
理
分
析
を
追
跡
し
て
い
く
こ
と
に
は
十
分
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
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「
天
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
、
こ
の
作
品
に
は
総
じ
て
重
い
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
、
人
の
顔
さ
え
見
れ
ば
戸
を
か
け
て
坑
夫
に
誘
い
込
も
う
と
す
る
ポ
ン
引
の
長
臓

を
「
自
分
で
な
く
っ
ち
ゃ
御
前
さ
ん
を
や
り
得
る
人
聞
は
天
下
広
し
と
臨
も
二
人
と
有
る
ま
い

と
云
ふ
程
の
平
気
な
顔
で
、
や
っ
て
ゐ
る
」
(
傍
点
原
文
)
と
い
う
叙
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

強
調
し
た
形
容
以
上
に
は
出
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
筒
所
で
「
長
政
さ
ん
だ
っ
て
、

天
性
御
前
さ
ん
働
く
気
は
な
い
か
ね
に
適
し
た
訳
で
も
あ
る
ま
い
」
と
い
う
用
法
も
あ
る
。
「
天

性
」
は
、
む
し
ろ
否
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
長
践
は
、
ま
た
、
「
赤
毛
布

と
小
僧
」
に
対
し
て
、
「
頭
か
ら
此
の
両
人
は
過
去
の
因
果
で
、
坑
夫
に
な
っ
て
、
銅
山
の
う

ち
に
天
命
を
終
る
べ
き
も
の
と
認
定
し
て
ゐ
る
様
な
気
色
が
あ
り
/
¥
と
見
え
た
」
と
い
う
対

応
を
す
る
。
「
天
命
」
と
「
因
果
」
の
語
と
の
結
び
つ
き
は
一
応
注
目
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
場
合
も
一
般
的
な
用
法
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
天
功
を
奪
ふ
様
な
御
世
辞
伎
は
未
だ
曽

て
見
た
事
が
な
い
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
も
同
様
で
あ
る
。
「
天
」
の
噂
霊
は
う
か
が
わ
れ
る



が
、
一
通
り
の
比
験
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
主
人
公
以
外
の
人
物
に
付
随
し
て
用
い
ら
れ

た
こ
れ
ら
の
語
は
、
他
の
誌
と
熟
合
し
て
い
て
、
「
天
」
の
み
が
独
立
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
内
質
と
し
て
も
、
独
自
の
箆
盆
を
担
っ
た
用
例
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。

事
情
は
、
主
人
公
に
関
し
て
も
、
大
同
小
異
で
あ
る
。

た
だ
、
主
人
公
の
場
合
に
は
、
「
天
」
が
単
独
で
使
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
「
没
自
我
の

坑
夫
行
」
の
覚
悟
に
加
え
て
長
裁
に
閣
の
中
を
歩
き
通
し
に
歩
か
さ
れ
た
主
人
公
は
、
心
に
全

く
「
宿
泊
の
件
を
請
求
し
て
ゐ
な
か
っ
た
」
。
そ
こ
で
突
然
「
泊
っ
て
行
か
う
」
と
言
い
渡
さ

れ
る
。

所
へ
泊
る
と
命
令
が
天
か
ら
逆
に
魂
に
下
っ
た
ん
で
、
魂
は
一
寸
ま
ご
つ
い
た
か
た
ち

で
、
取
り
敢
ず
手
足
に
報
告
す
る
と
、
手
足
の
方
で
は
非
常
に
絡
し
が
っ
た
か
ら
、
魂
も

成
程
難
有
い
と
、
始
め
て
長
減
さ
ん
の
好
意
を
感
謝
し
た
。

「
疲
労
」
し
切
っ
た
身
体
に
予
期
せ
ぬ
休
息
を
許
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
天
与
の
も
の
と
感
じ

た
と
い
う
心
情
は
理
解
で
き
る
。
と
は
い
え
、
誇
張
さ
れ
た
比
聡
と
い
う
ほ
か
に
は
「
天
」
の

混
一
に
格
別
の
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
。
事
実
と
し
て
、
こ
の
後
に
は
「
何
と
な
く
落
語
じ
み
て

ふ

ざ

け

た

と

内

亙
山
戯
て
ゐ
る
」
「
警
」
だ
と
い
う
断
わ
り
書
き
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
半
ば
冗
談
口
で
あ
る

こ
と
を
語
り
手
自
身
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
人
の
后
な
い
所
に
ゐ
て
、
尤
も
死
に
近
い
状
態
で
作
業
が
出
来
れ
ば
」
と
念
じ
た
主
人
公

は
、
「
自
分
程
坑
夫
に
適
し
た
も
の
は
決
し
て
な
い
に
遼
な
い
」
と
判
断
す
る
。
「
坑
夫
は
自

分
に
取
っ
て
天
職
で
あ
る
。

l

|と
葱
所
迄
明
阪
に
は
無
論
考
へ
な
か
っ
た
が
、
只
坑
夫
と
聞

い
た
時
、
何
と
な
く
陰
気
な
心
持
ち
が
し
て
、
共
の
陰
気
が
又
何
と
な
く
熔
し
か
っ
た
」
。
こ
こ

で
は
、
い
っ
た
ん
「
天
職
」
の
認
が
提
示
さ
れ
な
が
ら
、
結
局
、
そ
こ
に
至
ら
ぬ
も
の
と
し
て

否
定
さ
れ
て
い
る
。
茶
化
し
め
い
た
軽
い
用
法
で
あ
る
。
こ
の
主
人
公
が
鉱
山
に
辿
り
着
き
、

い
よ
い
よ
飯
場
頭
と
交
渉
す
る
段
に
な
る
と
「
自
分
は
ど
う
あ
っ
て
も
坑
夫
に
な
る
べ
き
運
命
、

否
天
職
を
帯
び
て
る
様
な
気
が
し
出
し
た
」
と
い
う
叙
述
と
な
る
。
「
天
職
」
の
語
は
、
茶
化

し
で
は
な
く
、
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
一
皮
め
く
れ
ば
、

「
此
の
山
と
此
の
雲
と
此
の
雨
を
凌
い
で
来
た
か
ら
に
は
、
是
非
共
坑
夫
に
な
ら
な
け
れ
ば
済

ま
な
い
」
と
い
う
便
宜
的
、
一
時
的
な
感
情
に
駆
ら
れ
て
の
も
の
で
あ
る
。
『
草
枕
』
の
冒
頭

に
お
い
て
こ
の
語
は
、
「
こ
L

に
詩
人
と
い
ふ
天
職
が
出
来
て
、
こ
L

に
回
家
と
い
ふ
佼
命
が

降
る
」
と
真
正
面
か
ら
打
ち
出
さ
れ
、
『
野
分
』
の
結
び
近
く
で
「
動
く
べ
き
社
会
を
わ
が
力

に
て
動
か
す
が
道
也
先
生
の
天
職
で
あ
る
」
と
誇
示
さ
れ
て
い
た
。
『
坑
夫
』
に
お
け
る
「
天

職
」
の
語
は
『
草
枕
』
『
野
分
』
ほ
ど
の
正
当
性
も
霊
味
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

後
半
部
で
、
主
人
公
は
死
へ
の
傾
斜
を
ふ
り
切
っ
て
、
坑
道
の
梯
子
を
登
る
。
「
そ
れ
か
ら

先
は
殆
ど
夢
中
だ
。
自
分
で
登
っ
た
の
か
、
天
佑
で
登
っ
た
の
か
殆
ど
判
然
し
な
い
」
。
こ
こ
で

も
、
「
天
」
の
均
か
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
自
分
」
の
力
と
併
置
さ
れ
る
程

度
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
用
い
ら
れ
た
「
天
」
の
概
念
は
、
絶
対
的
な
力
を
発
制
押
し
て
い
る
と
は
言
い
難

-w こ
れ
に
対
し
て
、
「
自
然
」
と
い
う
語
は
重
要
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
語
に
つ
い
て
軽
い
用
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
然
し
昨
夜
の
一
か
ら

十
迄
が
自
然
と
延
び
て
今
日
迄
持
ち
越
し
た
と
は
受
け
取
れ
な
い
」
「
ゆ
る
め
か
け
た
手
が
自

'Lu--

然
と
緊
っ
た
」
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
一
般
的
な
形
容
句
で
あ
る
。
「
此
の
時
自
分
の
失
敗

は
ふ

に
対
す
る
冷
評
は
、
自
然
の
鐙
に
し
て
拘
っ
て
置
い
た
な
ら
、
何
処
ま
で
続
い
た
か
分
ら
な
い
」

「
さ
う
云
ふ
状
態
で
壁
へ
侍
り
か
L

っ
て
ゐ
る
と
、
共
の
状
態
が
な
だ
ら
か
に
遂
行
す
る
か
ら
、

自
然
の
勢
ひ
と
し
て
段
々
気
が
速
く
な
る
」
な
ど
も
こ
の
節
聴
を
出
て
い
な
い
。

「
然
し
此
の
容
は
前
の
様
に
自
然
天
然
に
は
出
な
か
っ
た
」
「
劇
し
い
労
役
の
結
果
早
く
年

を
取
る
ん
だ
と
も
解
釈
は
出
来
る
が
、
た
ど
天
然
自
然
に
年
を
取
っ
た
っ
て
、
あ
L
な
る
も
ん

ぢ
ゃ
な
い
」
と
い
う
二
例
は
、
幾
分
趣
を
異
に
す
る
と
も
い
え
る
。
前
者
は
、
仕
事
の
中
身
も

分
か
ら
な
い
の
に
「
巡
る
な
ら
話
す
が
、
巡
る
だ
ら
う
ね
、
お
前
さ
ん
」
と
強
く
念
押
し
さ
れ

て
、
止
む
な
く
「
遣
る
気
で
す
」
と
応
じ
た
時
の
答
え
か
た
で
あ
り
、
後
者
は
、
「
肉
と
云
ふ

と
つ
か
ん

内
か
み
ん
な
返
却
し
て
、
骨
と
一
云
ふ
骨
が
悉
く
附
賊
展
開
」
し
て
い
る
「
純
然
た
る
坑
夫
の
顔
」

の
形
容
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
強
調
し
て
い
え
ば
、
人
間
の
自
然
、
状
態
に
背
く
も
の
で
あ
る
。

「
天
然
」
の
語
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
も
.
意
味
を
強
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
文
庫
本
の
テ

キ
ス
ト
に
「
天
然
」
の
話
を
省
い
た
例
も
あ
る
よ
う
に
、
な
お
、
こ
れ
は
「
自
然
に
」
と
い
う

一
般
的
用
法
の
延
長
線
上
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
強
め
ら
れ
た
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
が
、
つ
ぎ
の
例
は
よ
り
意
識
的
だ
と
い
え
よ
う
。

睡
眠
は
是
程
の
効
験
も
あ
る
ま
い
が
、
共
代
り
生
き
戻
り
狽
ふ
危
険
も
伴
っ
て
ゐ
な
い

か
ら
、
心
配
の
あ
る
も
の
、
煩
悶
の
多
い
も
の
、
苦
痛
に
堪
へ
ぬ
も
の
、
こ
と
に
自
滅
の

た
ま
も
の

一
着
と
し
て
、
生
き
な
が
ら
坑
夫
に
な
る
も
の
に
取
っ
て
は
、
至
大
な
る
自
然
の
資
で
あ

る
。
其
の
自
然
の
賓
が
偶
然
に
も
今
自
分
の
頭
の
上
に
落
ち
て
来
た
。

意
図
的
に
「
絶
息
」
し
た
後
「
活
を
入
れ
さ
ぜ
る
」
例
と
の
対
比
で
、
睡
眠
の
効
用
が
述
べ
ら
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れ
て
い
る
。
「
二
十
世
紀
に
雌
阪
が
必
要
」
と
い
う
句
は
、
す
で
に
『
草
枕
』
に
見
え
て
い
た
。

こ
の
主
人
公
は
、
「
何
の
為
に
歩
い
て
居
る
ん
だ
か
分
ら
な
く
っ
て
、
し
か
も
歩
か
な
く
っ
て

は
一
刻
も
生
き
て
居
ら
れ
な
い
程
の
苦
痛
」
に
追
い
立
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
行
手
に
は

「
自
滅
の
一
若
」
と
し
て
鉱
山
に
自
ら
を
生
埋
め
に
す
る
目
標
以
外
に
は
何
も
な
い
。
こ
う
い

う
主
人
公
に
と
っ
て
、
す
べ
て
の
自
覚
は
「
煩
悶
」
と
「
苦
痛
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
睡
眠

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
聞
を
、
丸
渋
し

に
決
し
て
」
く
れ
る
。
「
自
然
」
に
背
く
「
坑
夫
行
」
の
只
中
に
お
い
て
な
お
「
自
然
」
は
こ

の
よ
う
な
慰
話
を
与
え
る
。
「
自
然
の
資
」
と
い
ち
誌
が
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
も
う
な
ず

け
よ
う
。

一
層
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
自
然
」
が
こ
の
作
品
の
中
心
思
想
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
事
実
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
基
調
を
な
す
の
は
、
著
名
な
然
性
格
論
で
あ
る
。

近
頃
で
は
て
ん
で
性
格
な
ん
で
も
の
は
な
い
も
の
だ
と
考
へ
て
居
る
。
よ
く
小
説
家
が

こ
ん
な
性
絡
を
書
く
の
、
あ
ん
な
性
格
を
こ
し
ら
へ
る
の
と
云
っ
て
符
怠
が
っ
て
ゐ
る
。

読
者
も
あ
の
性
格
が
か
う
だ
の
、
あ
L

だ
の
と
分
っ
た
絞
な
事
を
云
っ
て
る
が
、
あ
り
や
、

み
ん
な
磁
を
か
い
て
楽
し
ん
だ
り
、
嘘
を
読
ん
で
熔
し
が
っ
て
る
ん
だ
ら
う
。
本
当
の
事

を
云
ふ
と
性
格
な
ん
て
終
っ
た
も
の
は
あ
り
ゃ
し
な
い
。
本
当
の
事
が
小
説
家
杯
に
か
け

る
も
の
ぢ
ゃ
な
し
、
書
い
た
っ
て
、
小
説
に
な
る
気
づ
か
ひ
は
あ
る
ま
い
。
本
当
の
人
聞

は
妙
に
鰹
め
に
く
い
も
の
だ
。
神
さ
ま
で
も
手
古
ず
る
位
抑
制
ま
ら
な
い
物
体
だ
。

「
本
当
の
人
間
」
は
「
矛
盾
」
の
か
た
ま
り
で
あ
る
。
「
性
格
な
ん
て
糾
っ
た
も
の
は
」
現
実

に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
恕
論
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
説
明
さ
れ
る
。

昔
は
神
妙
で
今
は
横
着
な
の
が
天
然
自
然
の
状
態
で
あ
る
。
人
聞
は
か
う
出
来
て
る
ん

だ
か
ら
致
し
方
が
な
い
。

無
性
格
と
い
う
こ
と
は
、
人
聞
が
絶
え
ず
変
化
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
時

間
的
に
、
「
背
」
と
「
今
」
が
正
反
対
の
状
態
で
あ
っ
て
も
的
く
に
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
天

然
自
然
の
状
態
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
わ
け
で
ゐ
る
。
つ
ぎ
の
引
用
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。

自
分
は
当
時
種
々
の
状
況
で
、
万
事
長
減
さ
ん
の
云
ふ
通
り
は
い
/
¥
云
っ
て
ゐ
た

し
、
又
そ
の
は
い
/
¥
を
自
然
と
思
ひ
も
す
る
が
、
共
の
代
り
、
今
の
様
な
身
分
に
居
る

か
ら
は
、
た
と
ひ
百
の
長
誠
さ
ん
が
、
七
日
七
晩
引
っ
張
り
つ
ど
け
に
引
っ
張
っ
た
っ
て

一
寸
も
動
き
ゃ
し
な
い
。
今
の
自
分
に
は
此
の
方
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
う
し
て
か

う
変
る
の
が
人
間
た
る
所
だ
と
思
っ
て
る
。
分
り
易
い
様
に
長
政
さ
ん
を
引
合
に
出
し
た

が
、
よ
く
調
べ
て
見
る
と
、
人
間
の
性
格
は
一
時
間
毎
に
変
っ
て
ゐ
る
。

「北
H
」
と
「
今
」
の
対
照
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
っ
き
つ
め
る
と
「
人
間
の
性
格
は
一
時
間
毎
に

変
」
る
。
つ
ま
り
は
、
無
性
格
と
い
う
こ
と
に
帰
来
す
る
。
先
に
「
人
間
は
か
う
出
来
て
る
ん

だ
か
ら
致
し
方
が
な
い
」
と
い
う
つ
け
足
し
が
あ
り
、
い
ま
の
引
用
に
も
「
か
う
変
る
の
が
人

間
た
る
所
だ
」
と
い
う
念
押
し
が
あ
る
。
小
説
的
民
開
よ
り
も
人
間
然
性
格
の
主
張
が
前
面
に

出
て
来
て
い
る
の
が
こ
の
作
品
な
の
だ
が
、
そ
の
主
張
に
は
「
自
然
」
の
理
念
が
深
く
浸
透
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
坑
夫
』
に
お
い
て
は
「
運
命
」
と
い
う
誌
も
無
視
で
き
な
い
。

作
品
の
前
半
部
で
、
「
自
分
は
十
九
年
末
始
め
て
」
朝
食
抜
き
の
出
立
を
「
当
り
前
と
考
へ

る
」
誌
と
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

赤
毛
布
と
小
僧
の
顔
色
を
判
っ
て
見
る
と
少
し
も
朝
飯
そ
予
期
し
て
ゐ
る
様
子
が
な
い

ん
で
、
双
方
共
朝
似
を
食
ひ
似
け
て
ゐ
な
い
一
種
の
人
類
冗
と
勘
づ
い
て
見
る
と
、
自
分

の
運
命
は
坑
夫
に
な
ら
な
い
先
か
ら
、
も
う
坑
夫
以
下
に
抗
り
落
ち
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
が

分
っ
た
。
然
し
分
っ
た
と
云
ふ
詐
り
で
別
に
悲
し
く
も
な
か
っ
た
。

「
顔
も
洗
は
ず
、
飯
も
食
は
ず
」
に
旅
立
つ
彼
等
。
「
始
め
て
」
の
体
験
と
は
い
え
、
自
分
も

全
く
同
じ
こ
と
を
し
た
以
上
「
赤
毛
布
は
即
は
ち
自
分
で
あ
る
」
。
坑
夫
に
身
守
捨
て
る
決
心

を
し
、
底
辺
の
人
間
た
ち
と
行
動
を
共
に
し
た
時
か
ら
、
白
分
の
運
命
の
軌
跡
が
紡
仰
と
し
て

く
る
。
下
降
志
向
と
「
運
命
」
の
認
識
と
が
結
び
つ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

結
末
近
く
で
、
主
人
公
は
、
鉱
山
の
葬
式
で
あ
る
「
h

h

?引
い
」
を
見
、
病
院
の
「
薬
の

臭
」
を
唆
ぐ
。

此
の
臭
を
唆
ぐ
と
等
し
く
、
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
一
一
字
は
昔
か
ら
知
っ
て
た
が
、
た
ど
字
を
知
っ
て
る
丈
で
意
味
は
分
っ
て
も
、
納

得
が
六
づ
か
し
か
っ
た
。
西
洋
人
が
翁
を
想
像
す
る
様
に
定
義
丈
を
心
得
て
満
足
し
て
ゐ

た
。
け
れ
ど
も
人
間
の
一
大
事
た
る
死
と
云
ふ
突
際
と
、
人
間
の
限
額
た
る
坑
夫
の
住
ん

で
ゐ
る
シ
キ
と
を
結
び
附
け
て
、
二
三
目
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
聞
に
匠
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
談
な
魔
力
で
可
憐
な
青
年
を
弄
ぶ
も
ん
だ
と
云
ふ
事
が
分

る。

「
中
以
上
の
家
庭
に
生
れ
」
て
「
申
し
分
の
な
い
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
で
あ
っ
た
自
分
。
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「
二
三
日



前
迄
」
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
「
シ
キ
」
の
生
活
。
懸
隔
の
は
な
は
だ
し
い
こ
の
二
つ
が
、

い
ま
結
び
合
っ
て
い
る
こ
と
の
「
夢
の
様
な
不
思
議
」
さ
。
「
運
命
」
と
い
う
語
の
本
当
の
意

味
が
否
応
な
く
「
自
分
」
の
認
識
に
食
い
込
ん
で
来
る
。
そ
の
「
魔
力
」
で
「
弄
」
ば
れ
て
い

る
と
い
う
受
け
止
め
方
も
、
あ
な
が
ち
に
誇
張
と
は
い
え
ぬ
。

さ
ら
に
、
坑
夫
に
な
る
た
め
の
健
康
診
断
に
来
た
主
人
公
は
、
こ
の
病
院
で
気
管
支
炎
と
診

断
さ
れ
る
。
も
は
や
、
坑
夫
に
な
る
道
す
ら
側
臥
さ
れ
る
。
し
か
も
、
「
気
管
支
炎
と
云
へ
ば
肺

病
の
下
地
で
」
、
「
肺
病
に
な
れ
ば
助
か
り
様
が
な
い
」
。

ど
う
で
も
椛
は
な
い
か
ら
、
ど
う
と
も
勝
手
に
す
る
が
い
L
、
自
分
が
懐
手
を
し
て
ゐ

た
ら
運
命
が
何
と
カ
始
末
を
つ
け
て
呉
れ
る
だ
ら
う
。
死
ん
で
も
い
L
、
生
き
て
も
い
L
。

た
き
、

翠
厳
の
採
杯
行
く
の
は
面
倒
に
な
っ
た
。
東
京
へ
知
る
?
何
の
必
要
が
あ
っ
て
帰
る
。
ど

う
せ
一
一
三
度
一
咳
を
せ
く
う
ち
の
命
だ
。
此
処
迄
巡
命
が
吹
き
附
け
て
呉
れ
た
も
ん
だ
か
ら
、

運
命
に
吹
き
払
は
れ
る
迄
は
、
此
処
に
ゐ
る
の
が
、
一
番
付
が
折
れ
な
く
っ
て
、
一
番
便

利
で
、
一
番
問
当
な
訳
だ
。
此
処
に
居
て
、
た
ど
堕
認
の
修
業
さ
へ
す
れ
ば
、
死
ぬ
迄
は

持
て
る
だ
ら
う
。

「
運
命
」
の
意
味
を
認
識
し
た
直
後
に
、
決
定
的
な
「
運
命
」
を
観
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

「
運
命
」
の
誌
が
多
用
さ
れ
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
そ
の
認
識
が
「
堕
落
」
と
結
合
し
て
い

る
の
も
、
は
じ
め
に
確
か
め
た
下
降
志
向
と
呼
応
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
深
刻
な
認
識
に
到
達
し
な
が
ら
、
「
白
分
が
懐
手
を
し
て
ゐ
た
ら
運
命
が
何
と

か
始
末
を
つ
け
て
呉
れ
る
だ
ら
う
」
と
、
傍
制
的
で
投
げ
や
り
な
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

先
ず
は
、
死
と
の
距
離
が
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
は
、
作
品
の
は
じ
め
の
方
で
、
「
あ
る
場
合

に
な
る
と
吾
々
は
死
を
目
的
に
し
て
進
む
の
を
立
て
も
の
慰
諮
と
心
得
る
様
に
な
」
る
が
「
但

し
目
指
す
死
は
必
ず
遠
方
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
背
理
を
宥
破
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、

気
管
支
炎
が
死
へ
の
一
つ
の
埠
火
線
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
距
離
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
一
訟
の
余
裕
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

水
浸
し
の
坑
内
で
「
こ
い
つ
は
死
ぬ
ぞ
」
と
自
覚
し
た
時
に
は
、
「
す
ぐ
に
続
い
て
、
死
ん
ぢ

〈
わ
っ

や
大
変
だ
と
云
ふ
考
へ
が
躍
り
出
し
た
。
自
分
は
同
時
に
.
総
と
限
を
開
い
た
」
と
叙
述
さ
れ

て
い
る
。
い
ま
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
切
迫
感
が
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
は
、
主
人
公
が
「
運
命
」
に
抵
抗
し
、
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
意
志
を
欠
い
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
は
じ
め
か
ら
、
「
自
滅
」
と
「
堕
浴
」
以
外
に
は
積
極
的
な
生
の
目
的

を
持
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
状
況
に
対
す
る
主
体
的
な
関
わ
り
を
一
切
喪
失
す
る
こ
と
に

な
る
。
ポ
ン
引
き
の
長
臓
に
戸
を
掛
け
ら
れ
て
以
来
、
彼
の
い
う
ま
ま
「
偶
然
」
の
母
く
ま
ま

に
鉱
山
に
や
っ
て
き
た
の
も
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
心
境
の
特
色
は
、
作
中
で
別
の
角
度
か
ら
も
、
繰
り
返
し
照
ら
し
出
さ
れ
て
い

L
中
〈

る
。
た
と
え
ば
、
「
自
分
」
は
長
駁
に
つ
い
て
「
大
き
な
宿
」
に
降
り
立
ち
「
一
本
筋
の
通
り
」

を
見
る
。
そ
の
心
中
は
「
此
の
真
直
な
道
、
此
の
真
直
な
軒
を
、
事
実
に
等
し
い
明
か
な
夢
と

見
た
の
で
あ
る
。
此
の
世
で
な
け
れ
ば
見
る
事
の
出
来
な
い
明
瞭
な
程
度
と
、
こ
れ
に
伴
ふ
爽

ゐ
さ
蜘
ツ

涼
し
た
快
感
を
以
て
、
他
芥
の
幻
影
に
接
し
た
と
同
様
の
心
持
に
な
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
「
明
隙
な
此
景
色
」
を
祝
党
に
入
れ
っ
て
な
お
「
自
分
の
刑
判
は
二
日
酔
の
体
た
ら
く

で
、
何
処
迄
も
と
ろ
ん
と
し
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
自
分
の
魂
が
お
や
と
思
っ
て
、

む

か

の

ん

本
気
に
此
の
外
界
に
対
ひ
出
し
た
が
最
後
、
い
く
ら
明
か
で
も
、
い
く
ら
暢
び
り
し
て
ゐ
て
も
、

全
く
突
世
界
の
事
実
と
な
っ
て
仕
舞
ふ
」
と
す
る
解
明
も
加
え
ら
れ
る
。
「
景
色
」
の
存
在
を

認
識
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
具
体
的
・
現
実
的
な
行
為
の
対
象
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の

が
「
夢
」
と
い
う
も
の
の
基
本
椛
造
で
も
あ
ろ
う
。
後
に
な
る
が
、
『
明
暗
』
の
津
田
が
治
子

の
い
る
犯
泉
場
に
向
か
っ
た
折
の
宿
坊
の
情
景
も
、
同
趣
の
「
夢
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

る。
も
と
よ
り
、
『
坑
夫
』
に
お
い
て
も
「
外
界
」
が
常
に
こ
の
よ
う
な
形
で
た
ち
現
わ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
、
限
ら
れ
た
「
際
ど
い
中
間
に
起
っ
た
心
持
ち
」
と
の
断
わ
り
も
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
心
境
が
訪
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
主
人
公
が
状
況
に
対
す
る
能

動
的
な
働
き
か
け
の
契
機
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
に
も
「
苦
い
山
の
上
皮
と
、

苦
い
空
の
下
回
と
が
、
双
方
で
本
分
を
忘
れ
て
、
好
い
加
減
に
他
の
領
分
を
犯
し
合
っ
て
る
ん

で
、
眺
め
る
自
分
の
限
に
も
、
山
と
空
の
区
回
が
判
然
し
な
い
」
と
景
色
の
け
じ
め
が
つ
か
な

か
っ
た
り
、
「
自
分
は
雲
に
埋
ま
っ
て
ゐ
る
。
残
る
三
人
も
埋
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
風
景
と
人
間

と
が
融
合
し
て
意
識
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
、
主
人
公
の
精
神
に
積
極
的

営
為
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
「
自
分
の
精
神
と
同
じ
様
に
世
界
も
.
ほ
ん
や
り
」
見
え
る
の
で

あ
る
。
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さ
ら
に
は
、
死
の
予
告
か
ら
の
街
熔
も
否
定
で
き
な
い
。
「
自
滅
」
を
標
拐
し
な
が
ら
も
、

い
ざ
死
の
可
能
性
を
宣
告
さ
れ
る
と
そ
の
深
層
で
傷
つ
き
、
か
え
っ
て
生
へ
の
無
関
心
を
装
う

た
ん
ぽ
h

の
で
あ
る
。
病
院
へ
行
き
が
け
に
は
「
勿
体
な
い
程
美
し
い
色
だ
と
思
っ
た
」
「
蒲
公
英
」
を
、

帰
り
に
は
「
今
見
る
と
何
と
も
な
い
。
何
故
之
が
美
し
か
っ
た
ん
だ
ら
う
」
と
い
ぶ
か
る
。
長

屋
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
坑
夫
の
顔
も
、
「
さ
っ
き
迄
は
あ
れ
程
厭
に
見
え
た
顔
が
丸
で
土
細

工
の
人
形
の
首
の
様
に
思
は
れ
る
。
醜
く
も
、
怖
く
も
、
憎
ら
し
く
も
な
い
。
た
ど
の
顔
で
あ

る
。
日
本
一
の
美
人
の
顔
が
た
ピ
の
顔
で
あ
る
如
く
、
坑
夫
の
顔
も
た
ど
の
顔
で
あ
る
」
と
見

な
し
て
い
る
。
引
き
続
い
て
、
「
さ
う
云
ふ
自
分
も
骨
と
肉
で
出
来
た
た
ど
の
人
間
で
あ
る
。

意
味
も
何
も
な
い
」
と
い
う
二
文
が
加
え
ら
れ
る
。
死
と
い
う
観
点
に
立
っ
と
き
、
は
じ
め
て
、



す
べ
て
の
人
聞
が
一
視
同
仁
「
た
ど
の
人
間
」
と
し
て
発
見
さ
れ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
そ

れ
は
、
生
の
「
意
味
」
が
は
ぎ
取
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
運
命
」
と
い
う
誌
も
ま
た
無
性
格
論
と
結
合
し
て
い
る
。
「
際
限
も
な
く
深

い
」
縦
坑
で
「
お
い
。
ま
だ
下
り
ら
れ
る
か
」
と
案
内
役
に
問
わ
れ
た
と
き
、
「
自
分
」
は
「
初

さ
ん
の
顔
色
」
を
う
か
が
う
。

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
箆
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
図
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
。
ー

l
自
分
の
無
性
格
論
は
此
処
か
ら
も
出
て
ゐ
る
。

無
性
格
論
の
先
に
見
た
根
拠
は
、
人
間
の
怠
識
が
絶
え
ず
変
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

い
わ
ば
内
発
的
な
契
機
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
「
周
囲
の
事
情
」
の
優
位
と

い
う
外
底
的
な
契
機
が
諮
ら
れ
て
い
る
。
性
格
は
環
境
に
よ
っ
て
養
成
さ
れ
、
環
境
に
よ
っ
て

破
妓
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
恒
常
的
な
性
格
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
性
格
」
は
「
人
格
」
と
同
義
語
で
あ
る
。
「
自
分
」
は
坑
夫
行
を
「
堕
落
」
と
考
え
、

実
際
の
坑
夫
に
も
嫌
悪
の
念
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
を
作
者
の
社
会
的
正
義
観
の
未
熟
さ
に
由

来
し
て
い
る
と
す
る
従
来
の
批
判
は
、
全
面
的
に
正
当
と
は
い
え
ま
い
。
後
に
も
詳
し
く
述
べ

る
よ
う
に
、
作
者
は
、
生
活
の
低
溶
が
、
人
格
の
崩
援
を
招
来
す
る
帰
結
を
理
論
的
に
も
実
際

的
に
も
見
す
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
は
、
こ
の
作
品
の
中
核
を
担
う
「
自
然
」
と
「
運
命
」
と
の
二
つ
一
誌
が
結
び
つ
く
ケ

ー
ス
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
目
指
す
飯
場
へ
よ
う
や
く
着
い
た
と
思
う
と
、
「
赤
毛
布
も
小
僧

も
ふ
い
と
消
え
て
」
し
ま
う
。
「
走
れ
で
は
小
説
に
な
ら
な
い
。
然
し
世
の
中
に
は
纏
ま
り
さ

う
で
、
鰹
ら
な
い
、
云
は
ば
出
来
損
ひ
の
小
説
め
い
た
事
が
大
分
あ
る
」
と
い
う
断
わ
り
に
続

い
て
、
つ
ぎ
の
一
節
が
来
る
。

小
説
に
な
り
さ
う
で
、
丸
で
小
説
に
な
ら
な
い
所
が
、
世
間
臭
く
な
く
っ
て
好
い
心
持

だ
。
只
に
赤
毛
布
ば
か
り
ぢ
ゃ
な
い
。
小
僧
も
さ
う
で
あ
る
。
長
政
さ
ん
も
さ
う
で
あ

る
。
松
原
の
茶
広
の
神
さ
ん
も
さ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
大
き
く
云
へ
ば
比
一
篇
の
「
坑
夫
」

そ
の
も
の
が
矢
張
さ
う
で
あ
る
。
纏
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
鐙
に
記
す
丈
で
あ

る
。
小
説
の
様
に
持
へ
た
も
の
ぢ
ゃ
な
い
か
ら
、
小
説
の
様
に
面
白
く
は
な
い
。
其
の
代

り
小
説
よ
り
も
紳
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
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「
運
命
」
と
「
自
然
の
事
突
」
と
が
深
い
と
こ
ろ
で
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

「
人
間
」
の
作
為
と
対
立
し
、
そ
れ
を
圧
倒
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
「
運
命
が
脚
色
し
た
自
然

の
事
実
」
の
「
無
法
則
」
性
の
主
張
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
は
、
「
事
実
」
の
世
界
の
強
調
で

あ
る
と
同
時
に
、
固
定
的
な
類
別
や
体
系
の
否
定
を
意
味
す
る
。
「
性
格
」
は
固
定
的
な
予
定

概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
無
性
格
論
の
も
う
一
つ
の
論
拠
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
語
り
手
l
作
者
は
、
さ
ら
に
、
「
此
一
鰐
の
『
坑
夫
』
そ
の
も
の
」
が
、
「
事
実
」

の
世
界
に
依
拠
し
て
い
る
と
、
作
品
の
手
法
を
種
明
か
し
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
ち
に
「
捺

へ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
小
説
」
の
否
定
に
つ
な
が
る
。
か
え
り
み
れ
ば
、
無
性
格
論
の
最
初

の
提
示
例
に
お
い
て
、
早
く
も
「
本
当
の
事
が
小
説
家
杯
に
か
け
る
も
の
ぢ
ゃ
な
し
」
と
い
う

批
判
か
加
え
ら
れ
、
最
終
は
「
其
の
証
拠
に
は
小
説
に
な
っ
て
ゐ
な
い
ん
で
も
分
る
」
と
い
う

郎
総
の
一
文
で
結
ば
れ
て
い
る
。
作
品
全
体
と
し
て
も
、
無
性
格
論
は
「
小
説
」
の
否
定
に
帰

結
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
十
分
に
注
視
し
て
お
き
た
い
。

四
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そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
『
坑
夫
』
の
世
界
の
全
体
的
な
特
色
を
確
め
る
と
、
ど
う
な
る
か
。

前
作
『
虞
美
人
草
』
に
比
し
て
自
に
立
つ
の
は
、
先
ず
、
「
天
」
の
用
法
の
後
退
で
あ
る
。

「
天
」
が
単
独
に
用
い
ら
れ
る
例
は
わ
ず
か
一
例
で
あ
り
、
し
か
も
軽
い
比
聡
で
あ
っ
た
。
「
天

下
」
「
天
性
」
「
天
命
」
「
天
職
」
「
天
佑
」
な
ど
の
複
合
語
も
、
絶
対
的
規
範
に
な
っ
て
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
廊
崎
的
・
否
定
的
な
用
法
が
多
か
っ
た
。
「
天
」
に
依
拠
し
た
『
虞

美
人
草
』
と
違
っ
て
、
『
坑
夫
』
の
「
自
滅
」
と
「
堕
落
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
い
わ
ば
「
天
」

に
背
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
範
の
強
調
と
は
相
容
れ
な
い
の
も
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
「
自
然
」
の
用
法
は
『
坑
美
人
草
』
を
継
示
し
つ
つ
、
よ
り
強
化
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
用
例
数
の
増
加
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
特
に
、
こ
の
作
品
の
中
心

モ
チ
ー
フ
と
深
く
結
合
し
て
い
た
現
象
が
注
目
さ
れ
る
。
『
虞
美
人
草
』
の
場
合
に
超
越
的
な

傾
向
の
強
か
っ
た
こ
の
語
が
、
「
自
然
の
事
実
」
と
い
っ
た
形
で
、
自
然
状
態
と
し
て
の
事
突

の
世
界
の
凝
視
に
重
点
移
行
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

『
虞
美
人
草
』
に
お
け
る
「
運
命
」
と
い
う
語
は
、
結
び
の
甲
野
の
日
記
等
を
例
外
と
す
れ

ば
、
主
と
し
て
小
野
を
め
ぐ
っ
て
使
用
さ
れ
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

と
違
っ
て
、
『
坑
夫
』
に
お
い
て
は
郎
掃
の
調
子
は
消
え
て
、
絶
対
的
な
重
量
感
を
備
え
て
い

る
。
も
と
よ
り
、
通
い
合
う
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
『
坑
夫
』
に
お
い
て
こ
の
語
は
、
無



性
格
論
な
ら
び
に
「
自
分
」
の
「
自
滅
」
の
行
程
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
『
虞
美
人
草
』
の
小

野
に
つ
い
て
「
只
運
命
が
暗
い
所
に
生
へ
て
居
ろ
と
云
ふ
そ
こ
で
生
え
て
ゐ
る
。
只
運
命
が
朝

な
夕
な
に
動
け
と
云
ふ
。
だ
か
ら
動
い
て
ゐ
る
」
(
四
)
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
状
況
任
せ
の
受

動
性
と
い
う
点
で
、
『
坑
夫
』
の
「
自
分
」
の
然
性
格
性
と
重
な
っ
て
く
る
。
小
野
に
関
し
て

「
根
の
な
い
」
と
い
う
比
倫
が
あ
る
よ
う
に
「
自
分
」
に
も
「
根
が
抜
け
て
動
き
出
し
た
」
と

い
う
形
容
が
あ
り
、
両
者
に
共
通
し
て
「
宿
命
論
者
」
と
い
う
規
定
す
ら
見
受
け
ら
れ
る
。
いあ

な

ず
れ
も
、
「
運
命
」
を
絶
対
と
す
る
受
動
性
・
無
性
格
性
に
帰
結
す
る
。
小
野
は
、
ま
た
「
坑

の
底
で
生
れ
」
「
陥
い
所
に
生
へ
て
辰
」
る
「
水
底
の
藻
」
(
四
)
と
も
さ
れ
て
い
る
。
『
坑

夫
』
の
主
人
公
が
行
き
着
く
「
坑
の
底
」
と
通
じ
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
は

い
え
、
小
野
は
「
一
段
毎
に
美
し
い
浮
世
」
へ
上
昇
し
、
今
は
「
絢
側
」
の
世
界
に
近
づ
い
て

い
る
。
「
自
分
」
は
、
逆
に
、
恕
ま
れ
た
境
過
を
「
出
奔
し
て
坑
夫
に
迄
な
り
下
が
る
」
下
降

線
上
に
あ
る
。
同
じ
「
運
命
」
の
語
が
、
『
坑
夫
』
で
よ
り
深
刻
に
、
よ
り
重
々
し
く
用
い
ら

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
構
造
の
相
違
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
坑
夫
』
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
見
逃
せ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
さ
ら
に
小
説
諭
が
あ
る
。

『
虞
美
人
草
』
に
お
い
て
は
、
「
小
説
は
日
た
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
小
説
怠
識
、
「
此
作
者
は

趣
な
き
会
話
を
嫌
ふ
」
と
い
っ
た
作
者
怠
識
が
、
作
中
に
も
色
淡
く
出
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

『
坑
夫
』
に
お
い
て
小
説
お
よ
び
小
説
家
の
否
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
確
め
た
。

そ
れ
は
、
「
性
秘
」
を
「
こ
し
ら
へ
」
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
論
拠
を
白
い
て
い
た
。

一
体
人
聞
は
、
自
分
を
四
角
張
っ
た
不
変
体
の
様
に
思
ひ
込
み
過
ぎ
て
悶
る
様
に
恩

ふ
。
(
中
略
)
無
陥
に
他
人
の
不
信
と
か
不
義
と
か
安
心
と
か
を
谷
め
て
、
万
事
万
端
向

ふ
が
わ
る
い
様
に
畷
ぎ
立
て
る
の
は
、
み
ん
な
平
岡
田
に
符
を
世
い
て
、
活
版
に
印
刷
し

た
心
を
院
ん
で
、
旗
を
向
け
る
人
達
で
あ
る
。
御
妓
さ
ん
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
、
学
者
、
御
大

名
、
に
は
こ
ん
な
の
が
多
く
て
、
話
が
分
り
怒
く
っ
て
、
困
る
も
ん
だ
。

こ
れ
は
「
正
直
」
の
旗
を
掲
げ
た
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
、
「
学
者
」
の
「
領
分
」
を
主
張
し
た
『
野

分
』
、
そ
し
て
「
変
心
」
を
と
が
め
た
『
虞
美
人
草
』
へ
の
批
判
で
あ
る
。
総
じ
て
、
『
虞
美
人

草
』
に
い
た
る
初
期
作
品
の
「
人
格
」
と
「
道
義
」
と
い
う
価
値
基
準
に
対
す
る
根
底
的
な
自

己
批
判
が
『
坑
夫
』
に
お
い
て
敢
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
村
真
一
郎
氏
の
「
『
怠
識
の
流
れ
』
小
説
の
伝
統
」
(
「
群
像
」
昭
二
六
・
二
一
)
の
先
駆
と

い
う
見
解
が
現
わ
れ
て
以
来
、
『
坑
夫
』
は
も
っ
ぱ
ら
「
無
意
識
世
界
探
求
の
物
話
」
と
し
て

称
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
題
材
の
社
会
性
に
言
及
し
て
も
、
結
局
は
「
社
会
的
な
つ
な
が

り
の
う
え
で
は
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
」
(
玉
井
敬
之
「
『
坑
夫
』
小
論
」
日
「
帝
塚
山
学
院

短
期
大
学
研
究
年
報
」
昭
五
五
・
一
二
)
、
「
社
会
小
説
的
立
識
か
ら
椛
恕
し
た
と
い
う
考
え
方
」

は
「
か
な
ら
ず
し
も
正
し
く
な
い
」
(
佐
々
木
充
「
激
石
『
坑
夫
』
試
論
|
|
坑
道
と
梯
子
」
:

「
日
本
近
代
文
学
」
昭
四
六
・
五
)
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
内
的
世
界
を
展
こ
う
と
し
た
そ
の

実
験
的
な
意
味
」
「
八
無
意
識
闘
〉
に
激
石
は
注
目
し
て
い
る
」
と
い
う
題
材
と
の
軍
隊
、
『
夢

十
夜
』
に
連
接
す
る
深
層
心
理
へ
の
屈
折
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
『
二
百
十
日
』
論
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
激
石
は
、
明
治
四
十
年
を
ピ

I
F
と
す

る
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
を
十
分
に
意
識
し
、
社
会
主
義
文
学
の
動
向
に
も
深
い
関
心
を
寄
せ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
あ
り
よ
う
と
『
坑
夫
』
と
が
無
紋
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
の
み
な

ら
ず
、
「
動
機
の
解
剖
」
と
い
う
こ
の
作
品
の
狙
い
と
題
材
と
は
決
し
て
矛
応
す
る
も
の
で
は

な
い
。
深
回
心
理
の
追
求
と
坑
道
を
下
降
す
る
行
為
と
が
よ
く
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
あ
ら
た
め
て
念
を
押
す
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
本
稿
の
分
析
結
果
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ

は
、
「
性
格
」

H

「
人
格
」

H

「
道
義
」
の
解
体
と
も
合
致
し
て
い
る
。
鉱
山
は
、
た
だ
に
?
身

分
」
が
下
が
る
か
ら
嫌
悪
す
べ
き
も
の
な
の
で
も
な
く
、
限
り
な
く
「
死
」
に
近
づ
く
か
ら
恐

ろ
し
い
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
性
格
」
を
荒
廃
さ
せ
、
「
人
格
」
「
道
義
」
を
崩
壊
に
導
く
か

ら
畏
怖
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
作
中
に
は
「
自
分
の
境
遇
の
苦
し
さ
悲
し
さ
を
一
部
の
小
説
と
見
立
て
L
、
そ

れ
か
ら
自
分
で
此
の
小
説
の
中
を
縦
横
に
飛
び
廻
っ
て
、
大
い
に
苦
し
が
っ
た
り
又
大
い
に
悲

し
が
っ
た
り
し
て
、
さ
う
し
て
同
時
に
自
分
の
惨
状
を
局
外
か
ら
自
分
と
観
察
し
て
、
ど
う
も

詩
的
だ
杯
と
感
心
す
る
」
こ
と
へ
の
岡
山
摘
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
文
学
と
り
わ
け
自
然
主
義
文

学
に
対
す
る
批
判
だ
が
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
小
説
に
対
す
る
そ
れ
が
合
ま
れ
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
持
つ
作
者
は
、
「
道
義
」
の
解
体
を
傍
観
し

て
悦
ぶ
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
、
結
末
に
お
け
る
「
安
さ
ん
」
の

登
場
が
あ
る
。
陥
い
「
坑
の
中
」
に
い
て
、
彼
は
な
お
「
教
育
」
を
持
ち
、
「
教
育
か
ら
生
ず

る
」
「
上
品
な
感
情
」
「
見
識
」
「
熱
誠
」
を
維
持
し
て
い
た
。
「
自
分
」
は
「
此
の
尊
敬
す
べ
き

安
さ
ん
」
の
「
人
格
」
に
対
し
て
「
こ
ち
ら
の
人
格
」
を
ふ
た
た
び
高
め
よ
う
と
さ
え
す
る
。

「
日
の
照
ら
な
い
坑
の
底
」
で
も
崩
段
し
な
い
「
人
格
」
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

作
品
の
末
尾
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
「
人
格
」
の
再
提
示
に
関
し
て
は
、
多
く
の
非
難
が
集

中
し
て
い
る
。
「
此
の
人
に
逢
っ
た
の
は
全
く
の
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
か
ら
に

は
、
作
者
に
も
こ
の
唐
突
さ
が
立
識
さ
れ
て
い
た
止
見
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
こ

れ
を
作
者
の
不
徹
底
と
し
て
の
み
片
付
け
る
の
は
一
面
的
に
過
ぎ
る
。
な
ザ
な
ら
、
『
坑
夫
』

の
理
論
的
支
位
と
な
っ
た
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
、
「
其
」
の
み
を
あ
と
づ
け
て
「
人

格
」
「
人
間
」
の
一
切
を
斥
け
れ
ば
、
結
局
「
人
間
の
自
由
意
志
を
否
定
」
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
必
然
を
作
者
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
人
闘
の
正
体
を
事
実
な
り
に
」
凝
視
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
か
。
既
成
の
「
道

義
」
が
崩
綾
し
た
後
、
い
か
な
る
形
で
「
道
徳
」
が
再
建
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
の
本
格
的

な
追
求
は
、
『
三
四
郎
』
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

- 23-


