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︱
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全
集
第
二
十
巻
所
収
の
﹃
坑
夫
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交

渉
﹄
に
よ
る
と
︑﹃
坑
夫
﹄
と
い
う
作
品
は
︑
家
庭
的
な
ト
ラ
ブ

ル
か
ら
家
出
を
し
て
坑
夫
に
な
り
か
け
た
青
年
の
話
を
き
い
た
作

者
が
︑
必
要
に
迫
ら
れ
て
そ
の
坑
夫
に
な
り
か
け
た
部
分
だ
け
を

描
い
た
も
の
だ
と
い
う
︒
そ
の
部
分
に
関
す
る
ノ
ー
ト
が
全
集
第

十
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
だ
け
の
材
料
を
頼
り
に
︑

か
な
り
あ
わ
た
だ
し
く
︑
且
つ
次
に
予
定
さ
れ
て
い
た
島
崎
藤
村

の
小
説
が
出
る
ま
で
の
﹁
合
ひ
の
楔
﹂
と
し
て
︑
三
十
回
ぐ
ら
い
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の
短
篇
に
す
る
つ
も
り
で
明
治
四
十
一
年
の
元
日
か
ら
東
京
大
阪

両
朝
日
新
聞
に
掲
載
し
は
じ
め
た
も
の
が
︑
だ
ん
だ
ん
に
の
び
て

九
十
余
回
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹃
虞

美
人
草
﹄
が
同
じ
新
聞
紙
上
に
掲
載
を
終
っ
て
か
ら
︑
わ
ず
か
二

月
あ
ま
り
後
の
仕
事
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
の
﹃
虞
美
人
草
﹄

が
或
る
意
味
で
初
期
漱
石
の
総
決
算
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
こ

れ
は
後
期
の
作
風
へ
の
転
機
に
立
つ
も
の
と
な
っ
た
︒
そ
の
点
で

極
め
て
注
目
す
べ
き
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
︑
作
品
そ
の
も

の
と
し
て
は
︑
こ
の
作
者
の
も
の
と
し
て
は
珍
し
く
︑
か
な
り
大

き
な
破
綻
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
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例
え
ば
︑
こ
の
作
は
︑
主
人
公
が
飯
場
に
つ
く
ま
で
の
前
半
と
︑

鉱
山
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
後
半
と
で
は
︑
内
面
的

に
必
至
の
脈
絡
が
な
い
︑
ま
る
で
真
っ
二
つ
に
割
れ
た
よ
う
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
前
半
に
は
住
む
べ

き
世
界
の
な
く
な
っ
た
主
人
公
の
打
砕
か
れ
た
心
と
︑
従
っ
て
生

の
不
安
と
戦
慄
と
の
感
じ
が
或
る
程
度
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し

て
︑
後
半
に
は
坑
夫
一
般
に
対
す
る
主
人
公
の
自
信
に
充
ち
た
優

越
意
識
が
極
め
て
露
骨
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ほ
ど
そ

の
内
部
的
な
感
触
に
お
い
て
真
っ
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

作
品
と
い
う
も
の
も
︑
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
の
意
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味
で
は
こ
れ
は
む
ろ
ん
熟
し
そ
こ
ね
た
失
敗
作
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
︒
ひ
と
の
話
を
き
い
た
ば
か
り
で
︑
あ
わ
た
だ
し
く
書
き
進

、
、

ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
故
の
醗
酵
不
足
が
︑
む
ろ
ん
そ
う
し
た

失
敗
の
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
ろ
う
︒﹁
さ
っ
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
っ
程

長
い
も
ん
か
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
明
か
に
現
在
的
な
進
行
形
を
以

て
書
出
さ
れ
た
作
品
が
︑い
つ
の
間
に
か
追
憶
形
と
い
う
に
近
い
︑

老
熟
し
た
人
間
の
も
の
ら
し
い
批
判
や
感
想
を
織
り
こ
ん
だ
も
の

に
な
っ
て
い
る
の
な
ど
も
︑
構
成
と
し
て
不
用
意
な
破
綻
で
な
い

と
は
い
え
ま
い
と
思
う
︒
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が
︑
そ
う
し
て
作
品
と
し
て
は
大
き
な
破
綻
を
含
ん
で
い
る
に

か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
作
は
︑
そ
の
題
材
の
関
係
か
ら
︑﹃
虞
美
人

草
﹄
に
示
さ
れ
た
甲
野
さ
ん
の
無
力
感
の
問
題
を
︑
一
歩
深
く
追

求
し
て
見
せ
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
上
記
の

通
り
極
め
て
重
大
な
見
ど
こ
ろ
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
︒ま

ず
︑
そ
こ
に
描
か
れ
た
事
が
ら
の
発
端
に
つ
い
て
考
え
て
み

ょ
う
︒﹃
坑
夫
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
﹄
の
中
で
︑
作

者
は
主
人
公
の
家
出
前
の
ご
た
ご
た
に
は
触
れ
た
く
な
か
っ
た
と

書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
こ
の
作
に
書
か
れ
た
こ
と
が
事
実
の
直
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接
的
な
投
影
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
ぬ
け
れ
ど
︑
と
に

か
く
そ
こ
に
は
艶
子
と
澄
江
と
い
う
二
人
の
女
性
が
い
る
の
で
あ

る
︒
そ
の
一
人
が
︑
主
人
公
に
と
っ
て
︑
ど
う
や
ら
後
の
三
四
郎

に
対
す
る
美
禰
子
の
よ
う
な
︑
本
体
の
つ
か
み
き
れ
ぬ
ま
ま
に
蠱こ

惑
的
な
恋
人
で
︑
他
の
一
人
は
許
婚
か
何
か
︑
と
に
か
く
主
人
公

わ
くが

恋
人
な
ど
持
っ
て
は
義
理
の
立
た
な
い
対
手

︱
ち
ょ
う
ど

﹃
虞
美
人
草
﹄
に
お
け
る
小
夜
子
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
承
知
で
い
な
が
ら
主
人
公
は
恋
人
に

ひ
か
れ
る
︑
そ
の
心
苦
し
さ
が
あ
る
上
に
︑
家
や
親
類
が
そ
の
問

題
を
う
る
さ
く
手
重
い
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
︒
と
い
っ
て
恋
人
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の
方
は
そ
の
本
体
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
か
ら
主
人
公
は
彼
女

の
方
に
猪
突
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
︒
そ
の
あ
げ
く
が
︑
自
殺

か
自
滅
を
思
っ
て
の
主
人
公
の
家
出
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
︑
そ
こ

に
は
む
ろ
ん
主
人
公
の
︑
自
我
の
道
を
強
く
一
途
に
は
生
き
き
れ

ぬ
悲
劇
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
て
そ
の
主
人
公
の
生
を

梗
塞
す
る
も
の
は
︑
家
と
か
親
戚
と
か
許
婚
み
た
い
な
も
の
へ
の

義
理
と
か
い
う
種
類
の
︑
残
存
封
建
的
道
義
や
い
わ
ゆ
る
家
の
重

圧
で
あ
る
と
同
時
に
︑
新
し
く
解
放
さ
れ
た
人
間
ら
し
く
一
見
濶

達
に
生
き
て
い
る
も
の
の
本
体
が
定
か
に
は
つ
き
と
め
ら
れ
ぬ
︑

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
恋
人
の
信
じ
き
れ
な
さ
で
あ
っ
た
︒
そ
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う
い
う
二
重
の
理
由
か
ら
来
る
孤
独
感
が
︑
主
人
公
に
不
安
な
動

揺
と
焦
躁
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
︑
封
建

的
道
義
︵
或
は
権
威
︶
強
力
な
の
残
存
故
に
近
代
的
理
念
が
明
確

化
さ
れ
な
か
っ
た
日
本
の
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
る
暗
さ
や

頼
り
な
さ
は
直
接
感
じ
て
い
な
が
ら
︑
こ
れ
を
正
し
く
知
的
に
は

批
判
し
得
な
か
っ
た
当
時
の
進
歩
的
知
識
人
一
般
が
︑
不
可
避
的

に
さ
迷
い
入
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
迷
路
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
ろ
う
︒
相
似
た
事
情
か
ら
半
狂
気
の
神
経
衰
弱
に
ま
で
陥
っ
た

作
者
漱
石
は
︑
そ
う
い
う
点
で
ま
ず
主
人
公
に
共
感
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
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し
か
も
こ
の
作
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
点
を
越
え
て
︑
そ
う
し

て
家
か
ら
離
れ
て
広
い
社
会
に
ひ
と
り
立
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
主
人
公
が
︑
い
つ
の
間
に
か
ぽ
ん
ぴ
き
な
ど
と
い
う
も
の
に
操

、
、
、
、

ら
れ
て
︑
そ
れ
ま
で
の
生
活
で
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
鉱
山
入

り
を
す
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
彼
は
い
つ
の
間
に
か
﹁
あ
な

た
﹂
の
世
界
か
ら
﹁
お
前
さ
ん
﹂
の
世
界
に
ま
で
落
ち
て
し
ま
う

し
︑
そ
れ
に
つ
れ
て
彼
自
身
が
ま
た
い
つ
の
間
に
か
そ
の
﹁
お
前

さ
ん
﹂
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
驚

い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
人
間
は
そ
の
与
え
ら
れ
る
条
件
に
よ
っ
て

こ
う
ま
で
や
す
や
す
と
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
と
感
じ
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た
作
者
は
︑
そ
こ
で
甲
さ
ん
の
無
力
感
に
一
歩
を
進
め
て
︑
性
格

と
か
統
一
さ
れ
た
人
格
と
か
い
う
も
の
を
生
き
得
な
い
人
間
の
弱

さ

︱
無
力
さ
と
怖
れ
と
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
︒﹁
隻
手
を
失
ひ
︑
一
目
を
眇
す
﹂
る
こ
と
を
怖
れ
た
甲

野
さ
ん
に
も
︑
自
分
の
﹁
堕
落
﹂
を
怖
れ
る
気
も
ち
は
あ
っ
た
の

だ
が
︑
そ
れ
が
こ
こ
で
明
か
に
一
歩
を
進
め
ら
れ
て
︑
彼
や
﹃
野

分
﹄
の
道
也
な
ど
が
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
人
格
主
義

な
ど
と
い
う
も
の
の
通
用
し
な
い
世
界
の
あ
る
こ
と
を
︑
ほ
の
か

な
が
ら
に
感
じ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
︑
他
が

信
じ
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
う
し
て
極
め
て
容
易
に
変
っ
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て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
自
分
自
身
を
も
信
じ
き
れ
な
い
こ
と
に
な

る
の
だ
か
ら
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
野
分
﹄
に
は
な
か
っ
た
怖
れ

や
不
安
の
感
情
も
︑
当
然
影
さ
し
て
来
ず
に
は
い
な
い
こ
と
に
な

る
︒
作
者
は
こ
う
し
て
ま
た
明
か
に
一
つ
の
転
進
の
機
会
に
ぶ
つ

か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

惜
し
い
こ
と
に
︑
そ
れ
が
ま
だ
作
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
十
分

明
確
に
把
握
さ
れ
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
︑
こ

こ
か
ら
す
ぐ
に
明
か
な
人
格
主
義
へ
の
批
判
な
ど
が
続
く
こ
と
に

は
な
ら
ず
︑
そ
れ
は
後
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄︵
四
十

二
年

︶
ま
で
待
た
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
い
わ
ば
そ
う
い
う
把
握
の
お
ぼ
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め
か
し
さ
が
︑
そ
う
し
て
深
刻
な
問
題
の
露
頭
を
探
り
当
て
た
前

半
と
は
お
よ
そ
そ
ぐ
わ
ぬ
こ
の
作
の
後
半
を
︑
作
者
に
書
か
せ
る

よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
す
で
に
見
て
来
た
通

り
︑
そ
う
し
て
不
安
と
頼
り
な
さ
と
に
打
砕
か
れ
か
か
っ
て
い
た

は
ず
の
主
人
公
が
︑
と
に
も
か
く
に
も
飯
場
に
落
着
い
て
︑
多
く

の
坑
夫
に
接
触
し
は
じ
め
た
と
た
ん
に
︑
怖
る
べ
き
優
越
意
識
に

ふ
く
れ
上
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
飯
場
頭
の
原
さ
ん
が
な
ま
じ

彼
の
﹁
人
格
﹂
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
を
口
に
し
た
︑
そ
の
甘
や

か
し
が
︑
主
人
公
の
そ
う
い
う
意
識
転
換
の
契
機
に
な
っ
て
い
る

の
だ
が
︑
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
作
者
に
お
け
る
人
格
主
義
の
残
存
が
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認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
ろ
う
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
こ
の
﹃
坑
夫
﹄
と

い
う
作
品
を
︑
今
日
の
読
者
に
は
恐
ら
く
強
い
不
快
を
感
じ
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
︑
坑
夫
蔑
視
の
露
骨
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
︒﹁
立
派
な
病
院
﹂
ど
こ
ろ
か
︑﹁
た
ん
ぽ
ぽ
の
花

の
美
し
さ
﹂
さ
え
﹁
も
っ
た
い
な
い
﹂
ほ
ど
の
︑﹁
畜
類
の
発
達

し
た
化
物
﹂

︱
な
い
し
﹁
獰
猛
﹂
な
﹁
獣
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
が
︑

主
人
公
を
通
し
て
作
者
の
見
た
坑
夫
な
の
で
あ
る
︒
原
さ
ん
や
安

さ
ん
の
人
間
味
︵
人
格
︶
を
た
た
え
る
彼
は
︑
こ
う
し
て
一
方
に

は
怖
る
べ
き
人
間
蔑
視
を
敢
て
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
い

う
ま
で
も
な
く
人
格
主
義
と
い
う
範
疇
を
通
し
て
極
め
て
簡
単
に
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ひ
と
を
裁
い
て
い
る
か
ら
の
こ
と
だ
が
︑
そ
れ
を
も
一
つ
別
の
角

度
か
ら
い
え
ば
︑
作
者
に
お
け
る
浪
漫
主
義
的
気
質
の
残
存
か
ら

来
た
も
の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
人
間
を
理
想
化
し
て
︑
従
っ
て
そ

れ
を
そ
の
美
し
さ
や
高
貴
性
に
お
い
て
の
み
考
え
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
が
故
に
︑
一
見
そ
う
し
た
美
し
さ
や
高
貴
性
を
失
っ
て

い
る
か
に
思
わ
れ
る
も
の
を
︑
い
き
な
り
人
間
以
下
の
け
だ
も
の

の
よ
う
に
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ

の
限
り
に
お
い
て
︑
そ
れ
は
人
間
を
尊
重
す
る
思
想
の
裏
返
し
に

さ
れ
た
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
し
か
し
そ

の
あ
ま
り
に
も
か
ん
た
ん
な
裏
返
し
方
に
は
︑
理
想
化
さ
れ
た
人
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間
を
尊
重
す
る
が
故
に
い
き
な
り
現
実
を
蔑
視
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︑
浪
漫
主
義
一
般
の
あ
り
方
と
通
い
合
う
︑
知
的
反
省
や
現
実

探
求
力
の
乏
し
さ
を
反
映
す
る
も
の
が
あ
る
わ
け
だ
ろ
う
︒
原
さ

ん
や
安
さ
ん
の
よ
う
な
人
間
を
も
坑
夫
の
中
に
認
め
な
が
ら
︑
そ

れ
が
坑
夫
一
般
を
見
直
す
契
機
と
は
な
ら
ず
︑
か
え
っ
て
彼
等
を

例
外
と
し
て
︑
そ
う
い
う
例
外
と
対
置
さ
れ
た
坑
夫
一
般
を
い
よ

い
よ
蔑
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
︑
倒
錯
的
な
行
き
方

も
そ
こ
か
ら
生
れ
る
︒
性
格
と
か
統
一
さ
れ
た
人
格
と
か
い
う
も

の
の
存
在
を
疑
っ
て
︑
昨
日
ま
で
﹁
あ
な
た
﹂
で
通
用
し
た
主
人

公
が
︑
い
つ
の
間
に
か
﹁
赤
毛
布
﹂
と
同
類
の
﹁
お
前
さ
ん
﹂
で
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し
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
堕
ち
た
こ
と
に
︑
び
っ
く
り
し
た
り
戦
慄

し
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
書
い
た
こ
の
作
前
半
の
作
者
が
︑
そ
の

﹁
赤
毛
布
﹂
か
ら
は
も
う
一
転
歩
で
し
か
な
い
坑
夫
一
般
に
対
し

て
は
︑
こ
う
し
て
反
撥
的
な
侮
蔑
を
し
か
示
し
て
い
な
い
矛
盾
な

ど
︑
そ
の
心
境
の
あ
ま
り
の
無
整
理
に
む
し
ろ
驚
か
さ
れ
る
く
ら

い
の
も
の
で
は
な
い
か
︒
そ
こ
に
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
梗
塞
故
に
手

も
足
も
出
な
く
な
り
か
か
っ
て
い
た
当
時
の
知
識
人
の
︑
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
彼
等
自
身
は
選
ば
れ
た
人
種
だ
と
思
い
こ
ん
で
い

た

︱
そ
う
い
う
意
識
に
自
ら
酔
っ
て
︑
意
識
的
に
よ
り
低
い
と

こ
ろ
に
い
た
民
衆
一
般
を
頭
か
ら
侮
蔑
し
て
い
た
こ
と
の
︑
一
種
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標
象
的
な
表
現
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
さ
え
な
る
か
も
知
れ
な

い
︒
そ
う
い
う
当
時
の
知
識
人
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑

彼
等
は﹁
あ
な
た
﹂の
世
界
に
住
み
き
れ
な
く
な
っ
て
︑そ
の﹁
家
﹂

︵
本
来
的
な
生
の
場
︶
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
し
ま
い
な
が
ら
︑﹁
お

前
さ
ん
﹂
や
﹁
て
め
え
た
ち
﹂
の
世
界
に
も
ま
た
そ
の
落
着
き
場

所
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
︑
そ
れ
故
に
社
会
全
体
か
ら
の
﹁
よ

け
い
者
﹂
と
し
て
︑
精
神
の
浮
浪
と
不
安
と
孤
独
の
戦
慄
と
を
味

わ
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
そ
う
い
う
民
衆

と
い
わ
ゆ
る
知
識
人
と
の
乖
離
の
実
相
が
︑
こ
こ
に
そ
れ
と
は
意

識
さ
れ
ぬ
か
た
ち
で
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
え
ば
︑
こ
の
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作
前
半
の
不
安
や
戦
慄
は
︑
後
半
の
裏
づ
け
に
よ
っ
て
或
る
程
度

動
か
ぬ
も
の
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
︒

殊
に
主
人
公
が
︑
そ
う
し
て
落
ち
こ
ん
だ
鉱
夫
に
も
な
れ
ず
︑
原

さ
ん
の
お
慈
悲
で
与
え
ら
れ
た
帳
附
け
に
さ
え
な
れ
な
か
っ
た

︱
つ
ま
り
最
後
ま
で
安
住
の
場
を
持
ち
得
な
い
の
だ
か
ら
︑
生

の
不
安
は
い
よ
い
よ
く
っ
き
り
と
描
き
出
す
こ
と
が
出
来
た
は
ず

な
の
で
あ
る
︒そ
れ
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
生
か
す
か
わ
り
に
︑

あ
る
が
如
き
分
裂
性
の
顕
著
な
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ

に
︑
当
時
の
漱
石
の
ま
だ
片
づ
か
な
か
っ
た
心
境
の
反
映
が
︑
は

っ
き
り
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
彼
に
と
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っ
て
一
つ
の
重
大
な
転
機
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
︑﹃
猫
﹄
以
来

の
心
境
的
分
裂
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
︑
自
己
反
省
期
に

入
っ
た
わ
け
で
は
ま
だ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
と
に
か
く
こ
の
作
の
前
半
に
お
い
て
︑

漱
石
が
上
記
の
よ
う
な
人
間
無
性
格
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を

押
出
し
て
来
た
こ
と
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
無
力
感
か
ら
見
て
大

き
な
飛
躍
だ
っ
た
と
同
時
に
︑
タ
イ
ム
リ
イ
な
主
題
と
の
め
ぐ
り

合
い
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒明
治
四
十
一
年
と
い
え
ば
︑

自
然
主
義
文
壇
で
も
よ
う
や
く
徳
田
秋
聲
の
作
品
が
高
い
評
価
を

与
え
ら
れ
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
︒
個
性
な
ど
と
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い
う
も
の
に
何
等
の
意
味
も
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
ほ
ど
︑
上
か
ら

の
大
き
な
圧
力
が
人
間
一
般
を
重
苦
し
く
抑
え
動
か
し
て
い
る
事

実
が
︑
そ
れ
と
定
か
に
は
あ
と
づ
け
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
︑
人
々
の
意

識
を
決
定
的
に
支
配
し
は
じ
め
た
時
期
で
あ
る
︒
浪
漫
主
義
育
ち

の
藤
村
な
ど
と
と
も
に
︑
日
露
戦
後
の
転
換
期
的
な
気
運
に
乗
っ

て
︑
著
し
く
積
極
的
な
自
己
主
張
の
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て

い
た
漱
石
も
︑
こ
う
し
て
こ
の
﹃
坑
夫
﹄
を
そ
こ
に
ま
だ
若
干
の

不
確
さ
を
残
し
た
新
し
い
出
発
点
と
し
て
︑
そ
う
し
た
大
き
な
力

に
支
配
さ
れ
動
か
さ
れ
る
が
故
の
人
間
の
頼
り
な
さ
と
信
頼
し
が

た
さ
と
を
︑
や
は
り
定
か
に
は
そ
う
い
う
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
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も
出
来
ぬ
ま
ま
に
︑
見
つ
め
は
じ
め
よ
う
と
す
る
人
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
い
わ
ば
漱
石
に
お
け
る
そ
の
時
代
の
人
間
と

し
て
の
不
幸
確
認
の
端
緒
で
あ
っ
た
わ
け
だ
し
︑
従
っ
て
そ
う
い

う
不
幸
を
も
た
ら
す
社
会
︵
人
生
︶
を
広
く
全
円
的
に
見
渡
そ
う

と
す
る
写
実
主
義
的
意
欲
も
︑
ほ
の
か
な
が
ら
に
芽
ぐ
み
は
じ
め

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
中
期
の
三
部
作
に
行
く
ま
で
も

な
く
︑
こ
の
作
に
す
ぐ
続
い
て
同
じ
年
の
七
月
か
ら
八
月
に
か
け

て
︑﹃
夢
十
夜
﹄
の
よ
う
な
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
︑
そ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
知
ら
れ
よ
う
︒
こ
の
作
は
︑
明
か

に
﹃
一
夜
﹄
の
意
図
を
受
け
つ
い
で
︑﹃
人
生
﹄
を
そ
の
味
い
に
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お
い
て
捉
え
て
み
よ
う
と
し
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
少

く
と
も
﹃
坑
夫
﹄
で
は
ま
だ
極
め
て
ほ
の
か
に
し
か
示
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
生
の
不
安
や
怖
れ
を
︑
作
者
は
こ
こ
で
は
明
か
な
主
題

と
し
て
︑
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
感
覚
的
に
描
き
上
げ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒﹃
虞
美
人
草
﹄
に
も
あ
ら
わ
れ
か
け
て
い
な
が

ら
ま
だ
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
原
罪
意
識
や
我
執
的
な
焦
慮

も
︑
こ
こ
で
は
ど
う
や
ら
そ
の
不
安
や
怖
れ
と
か
ら
み
合
っ
た
か

た
ち
で
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
そ
の
作
品
と

し
て
の
味
い
も
︑﹃
一
夜
﹄
や
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
﹃
草
枕
﹄

な
ど
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
︑
む
し
ろ
晩
年
の
﹃
明
暗
﹄︵
大
正

五
年

︶
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の
そ
れ
に
近
く
︑
た
だ
そ
れ
が
も
っ
と
生
々
し
く
瑞
々
し
い
感
触

を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
︑
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
﹃
坑
夫
﹄
に
お
い
て
人
間
存
在
の
危
う
さ

に
触
れ
た
結
果
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

は
じ
め
に
書
い
て
来
た
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
が
初
期
時
代
の
或
る
程

度
の
総
決
算
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑

﹃
坑
夫
﹄
が
後
期
の
出
発
点
に
立
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
︑
こ

こ
ま
で
来
れ
ば
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
不
備
な
点
は
多
く
て
も
︑
漱
石
の
作
家
と
し
て
の
生
涯
を
見

る
上
で
は
︑
そ
れ
だ
け
軽
視
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
﹃
坑
夫
﹄
で
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あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
彼
は
こ
こ
で
多
く
の
自
然
主
義

者
と
同
じ
問
題
を
見
る
人
と
な
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ

れ
が
ま
だ
一
途
な
追
求
の
対
象
と
な
り
き
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
︑
こ
の
作
に
の
こ
さ
れ
た
過
渡
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
︒

相
似
た
こ
と
が
こ
の
作
の
方
法
に
つ
い
て
も
い
い
得
る
︒﹃
坑

夫
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
﹄
の
中
で
︑
作
者
は
そ
こ
に

示
さ
れ
た
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒

原
因
も
あ
り
結
果
も
あ
っ
て
脈
絡
貫
通
し
た
一
個
の
事
件
が

あ
る
と
す
る
︒
然
る
に
私
は
そ
の
原
因
や
結
果
は
余
り
考
へ
な
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い
︒
事
件
中
の
一
個
の
真
相
︑
例
へ
ば
Ｂ
な
ら
Ｂ
に
低
徊
し
た

趣
床
を
感
ず
る
︒
従
っ
て
書
方
も
︑
Ｂ
と
い
ふ
真
相
の
原
因
結

果
は
顧
慮
せ
ず
に
︑
甲
・
乙
・
丙
の
三
真
相
が
寄
っ
て
Ｂ
を
成

し
て
ゐ
る
︑
夫
が
面
白
い
と
書
く
︒
即
ち
同
じ
低
徊
し
て
ゐ
て

も
分
解
的
に
出
来
て
る
所
が
多
い
︒

﹁
Ｂ
﹂
を
単
な
る
﹁
Ｂ
﹂
と
し
て
描
く
の
で
な
く
︑
そ
れ
を
成

立
さ
せ
て
い
る
﹁
甲
・
乙
・
丙
﹂
の
三
真
相
に
﹁
分
解
﹂
し
て
み

る
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
が
お
の
ず
か
ら
現
象
﹁
Ｂ
﹂
を
成
立

さ
せ
て
い
る
根
本
の
事
情
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
が

直
接
作
者
の
探
求
の
意
図
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
作
者
と
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し
て
は
た
だ
そ
の
現
象
を
構
成
し
て
い
る
要
素
の
多
様
さ
を
分
析

的
に
捉
え
て
来
る
と
こ
ろ
に
︑
趣
味
と
か
知
的
な
好
奇
心
と
か
い

う
も
の
の
満
足
を
見
出
す
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
一

応
は
緻
密
で
科
学
的
な
写
実
主
義
ら
し
い
も
の
へ
の
出
発
が
あ
り

な
が
ら
︑
人
生
の
諸
現
象
を
規
定
し
て
い
る
根
本
的
な
力
や
条
件

の
所
在
を
つ
き
と
め
て
来
よ
う
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
︑
正
し
い

意
味
で
の
写
実
主
義
的
意
欲
は
実
際
に
は
な
く
︑
そ
の
か
わ
り
に

﹃
草
枕
﹄
以
来
の
低
徊
趣
味
が
若
干
の
新
し
い
内
容
を
加
え
た
も

の
に
ま
で
発
展
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
こ
の
説
明

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
い
わ
ば
写
実
主
義
作
家
へ
の
脱
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皮
の
未
だ
し
さ
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
態
度
の
た
め
こ
の
作
に
は
︑

統
一
さ
れ
た
性
格
の
否
定
な
ら
否
定
の
立
場
に
立
っ
て
︑
そ
れ
を

実
証
す
る
た
め
の
材
料
︵
現
象
︶
は
い
ろ
い
ろ
に
集
め
て
い
な
が

ら
︑
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
現
象
が
生
れ
る
か
の
根
元
を
つ
き
と
め
よ

う
と
す
る
努
力
は
少
し
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
主
人
公

の
家
出
の
理
由
を
十
分
つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
は
し
て
い

な
い
と
こ
ろ
な
ど
に
も
︑
そ
う
い
う
特
質
は
顕
著
だ
ろ
う
︒
同
じ

こ
と
で
︑﹁
飯
場
に
著
い
た
と
思
っ
た
ら
赤
毛
布
も
小
僧
も
ふ
い

と
消
え
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
で
は
小
説
に
な
ら
な
い
︒
が
︑
そ
れ

が
人
生
だ
︒
だ
か
ら
小
説
の
や
う
に
面
白
く
は
な
い
が
︑
小
説
よ
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り
神
秘
的
だ
︒
そ
こ
が
面
白
い
︒﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑
い

か
に
も
安
易
に
書
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
赤
毛
布
や
小
僧

が
い
か
に
も
む
ぞ
う
さ
に
主
人
公
の
世
界
か
ら
消
さ
れ
て
し
ま

う
︑
そ
こ
に
怖
る
べ
き
社
会
の
カ
ラ
ク
リ
が
あ
る
の
は
明
瞭
だ
の

に
︑
そ
の
カ
ラ
ク
リ
を
一
向
写
実
的
に
探
求
し
よ
う
と
は
ぜ
ず
︑

か
え
っ
て
極
め
て
安
易
に
﹁
神
秘
﹂
な
ど
持
出
し
て
片
づ
け
て
し

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
せ
っ
か
く
の
方
法
が
正
し
い
因
果
関
係

の
究
明
を
意
図
し
た
も
の
で
な
く
︑
ま
だ
ま
だ
思
い
つ
き
程
度
の

趣
味
的
追
求
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
︑
感
じ
さ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
一
面
︑
そ
う
い
う
﹁
神
秘
﹂
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と
も
見
え
る
力
の
出
て
来
る
場
所
に
想
到
す
べ
く
も
な
か
っ
た
︑

当
時
の
写
実
主
義
的
知
性
の
限
界
を
示
す
も
の
だ
っ
た
と
し
て

も
︑
そ
れ
な
ら
ば
ま
た
そ
れ
な
り
に
︑
そ
う
い
う
﹁
神
秘
﹂
な
力

に
ひ
き
ず
り
廻
さ
れ
る
人
間
の
あ
り
方
が
︑
上
記
の
よ
う
な
不
安

や
戦
慄
な
い
し
統
一
さ
れ
た
人
格
な
ど
生
き
得
ぬ
も
の
の
怖
れ
な

ど
と
当
然
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
ろ
う

し
︑
従
っ
て
﹁
そ
の
神
秘
な
と
こ
ろ
が
小
説
よ
り
面
白
い
﹂
な
ど

と
の
ん
き
な
こ
と
を
い
っ
て
は
い
ら
れ
ぬ
は
ず
な
の
で
あ
る
︒
そ

う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
沈
潜
︵
方
法
の
拡
充
︶
を
欠
い
た
が
故
に
︑

せ
っ
か
く
こ
の
作
前
半
に
一
応
は
実
感
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
不
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安
や
戦
慄
も
︑
そ
れ
を
必
至
と
す
る
客
観
的
条
件
と
緊
密
に
結
び

つ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
︑
重
圧
的
な
感
触
を
持
つ
も
の
と
は

な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
前
に
触
れ
た
︑
鉱
山
に
も
身
を
落

着
け
得
な
か
っ
た
主
人
公
の
生
の
不
安
を
見
落
し
て
い
る
こ
と
な

ど
も
︑
こ
こ
で
も
う
一
度
考
え
合
さ
れ
て
い
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

そ
こ
に
行
く
べ
き
露
頭
に
は
触
れ
て
い
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
そ
れ

を
正
し
く
生
か
し
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
作
者
の
写
実
主
義

的
意
欲
が
︑
彼
自
身
の
当
面
し
て
い
る
問
題
を
そ
の
根
本
的
な
由

来
に
お
い
て
つ
き
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
は
ま
だ
な
り
き
ら

ず
︑低
徊
趣
味
と
し
て
の
安
易
な
遊
戯
性
を
残
し
て
い
た
こ
と
の
︑
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不
幸
な
結
論
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
す
で
に
そ
の
条
で
見
て

来
た
通
り
︑﹃
野
分
﹄
に
示
さ
れ
た
﹃
草
枕
﹄
の
非
人
情
主
義
へ

の
批
判
が
︑
多
く
反
撥
を
姿
勢
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
上
︑

﹃
虞
美
人
草
﹄
の
思
想
整
理
が
き
び
し
い
自
己
吟
味
を
性
と
す
る

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
作
ま
で
持
ち
続
け
ら
れ
た
積
極

的
気
分
の
後
退
に
つ
れ
て
︑
も
う
一
度
こ
う
し
た
態
度
へ
の
傾
斜

を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
う
し
て
そ
れ

が
次
の
﹃
夢
十
夜
﹄
に
お
い
て
︑
も
う
一
度
﹃
一
夜
﹄
や
﹃
草
枕
﹄

に
似
た
よ
う
な
作
風
に
沈
湎
さ
せ
る
と
い
う
過
程
を
経
︑
そ
の
名

残
り
を
多
く
と
ど
め
た
﹃
三
四
郎
﹄
を
経
た
あ
げ
く
︑
結
局
は
そ
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の
後
の
作
者
の
方
法
の
基
調
と
な
っ
て
︑
孤
独
と
か
不
安
と
か
生

の
怖
れ
と
か
︑
な
い
し
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
諸
様
相
と
か
い
う
も
の

を
︑
出
来
る
だ
け
襞
深
く
分
析
的
に
描
き
出
す
の
を
特
徴
と
し
な

が
ら
︑
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
本
的
な
由
来
を
探
る
と
か
︑
探
っ
て

そ
こ
に
闘
い
の
場
を
見
出
す
と
か
い
う
と
こ
ろ
に
は
︑
や
や
距
離

の
あ
る
よ
う
な
作
品
の
数
々
を
産
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
そ
こ
に
ま
だ
も
一
つ
乗
越
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
趣
味
的
な
も
の
を
新
し
く
用
意
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

は
︑
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ
れ
な
り
に
︑
統
一
さ
れ

た
人
格
を
強
く
は
生
き
き
れ
な
い
人
間
の
頼
り
な
さ
と
か
そ
う
い
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う
生
の
不
安
と
か
い
う
主
題
に
お
い
て
︑
い
わ
ば
時
代
と
彼
自
身

と
の
奥
深
い
鉱
脈
に
探
り
つ
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た﹃
坑
夫
﹄

は
︑
そ
の
方
法
に
お
い
て
も
彼
の
そ
の
後
の
道
を
強
く
規
制
す
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
を
示
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
点
で
︑
注
意

さ
れ
て
い
い
も
の
に
な
る
の
も
︑
ま
た
否
定
出
来
ぬ
こ
と
で
あ
ろ

う
と
思
う
︒

し
か
も
︑
そ
れ
が
単
に
﹃
草
枕
﹄
に
示
さ
れ
た
非
人
情
主
義
の

延
長
線
上
に
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
彼
に
あ
っ

て
は
そ
れ
こ
そ
も
っ
ぱ
ら
趣
味
的
情
趣
的
な
角
度
か
ら
の
沈
湎
に

過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
を
︑
知
的
心
理
的
な
範
囲
の
探
求
に
ま
で
お
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し
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
内
面
的
写
実
に
深
く
き
り
こ
む
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
上
に
︑
人
生
の
不
幸
や
人
間
の
持
つ
暗

側
面
に
も
鋭
く
触
れ
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
点
に
は
︑
殊
に
注
意
す
べ
き
見
ど
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
︒
住
み
に
く
い
人
生
か
ら
そ
の
住
み
に
く
さ
を

引
去
っ
た
後
の
︑
楽
し
く
美
し
い
情
趣
や
雰
囲
気
に
の
み
酔
お
う

と
し
た
﹃
草
枕
﹄
が
︑
女
主
人
公
那
美
さ
ん
の
不
幸
に
は
出
来
る

だ
け
目
を
そ
ら
し
て
い
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑﹃
坑
夫
﹄

が
と
に
か
く
主
人
公
の
堕
落
を
見
つ
め
よ
う
と
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
の
を
思
う
だ
け
で
も
︑
そ
の
こ
と
は
明
瞭
に
な
ろ
う
︒
そ
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こ
に
や
は
り
︑﹃
野
分
﹄
に
お
い
て
作
者
自
身
の
言
葉
で
い
う
﹁
純

人
情
﹂
の
世
界
に
降
り
て
︑
抑
圧
さ
れ
た
生
の
不
幸
な
ど
に
も
た

じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
︑
立
向
お
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
作
品

ら
し
い
︑新
し
い
特
質
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
う
い
う
特
質
が
加
わ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
後
の
作
者
の
観
察

に
も
全
円
性
や
深
刻
味
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
︑
例
え
ば
代
助

︵
﹃
そ
れ

か
ら
﹄

︶
の
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
リ
ィ
や
美
的
逃
避
生
活
の
由
来
︑
な

い
し
一
郎
︵
﹃
行

人
﹄

︶
の
孤
独
地
獄
や
不
安
の
様
相
な
ど
を
も
︑
周

到
さ
と
精
緻
さ
と
を
も
っ
て
描
き
上
げ
る
こ
と
が
出
来
︑
そ
れ
が

そ
の
期
の
文
化
や
人
間
生
活
の
不
幸
を
︑
そ
の
期
の
作
品
と
し
て
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は
最
も
示
唆
深
く
示
し
た
も
の
に
も
な
り
得
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
を
思
う
と
︑﹃
草
枕
﹄
の
非
人
情
主
義
に
上
記
の
よ
う
な
新
し

い
要
素
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
﹃
坑
夫
﹄
の
低
徊
趣
味
が
︑
漱

石
の
作
家
と
し
て
の
歴
史
の
上
で
は
殊
に
注
意
深
く
眺
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
︑
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
と
思
う
︒
前
に
触
れ

た
﹃
夢
十
夜
﹄
と
﹃
草
枕
﹄
や
﹃
一
夜
﹄
と
の
味
い
の
相
違
に
も
︑

こ
の
点
に
か
か
わ
り
合
う
も
の
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま

い
︒
暗
い
現
実
を
も
と
か
し
こ
ん
だ
が
故
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
複
雑

さ
と
味
い
の
重
さ
︵
こ
く
︶
と
が
︑
そ
こ
に
は
新
し
く
加
わ
っ
て

、
、

い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
要
す
る
に
逃
避
的
抽
象
か
ら
全
円
的
探
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求
へ
の
転
一
歩
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
点
に
考
え
ら
れ
る

意
義
に
比
す
れ
ば
︑
安
さ
ん
の
態
度
や
訓
戒
な
ど
に
示
さ
れ
て
い

る
ヒ
ウ
マ
ニ
ズ
ム
な
ど
︑
そ
れ
こ
そ
自
然
主
義
前
派
的
な
︑
浪
漫

主
義
者
ら
し
い
単
純
な
健
康
さ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

つ
ま
り
作
者
は
︑
こ
こ
で
怖
る
べ
き
人
生
の
深
淵
を
の
ぞ
き
か
け

な
が
ら
︑
作
家
と
し
て
ま
だ
そ
の
深
淵
に
入
り
こ
ん
で
は
い
な
か

っ
た
が
故
に
︑
そ
う
い
う
も
の
の
残
存
を
も
示
さ
ず
に
は
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
こ
の
作
の
世
界
が
︑
後
の
文
学
一
般
が
追
い
こ
ま
れ
て
行

っ
た
よ
う
な
作
家
の
身
辺
事
情
に
の
み
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
で
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な
か
っ
た
た
め
に
︑
題
材
的
に
広
い
世
界
と
そ
の
世
界
に
生
き
る

人
間
の
い
ろ
い
ろ
な
生
態
を
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
も
︑
相

当
に
は
注
意
さ
れ
て
い
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
ろ
う
︒
ぽ
ん
ぴ

、
、
、

き
な
ど
と
い
う
も
の
を
︑
よ
し
輪
廓
的
に
も
せ
よ
︑
と
に
か
く
漱

、石
が
描
い
て
い
た
の
だ
と
思
え
ば
︑
そ
れ
だ
け
で
も
か
な
り
面
白

く
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︒﹃
夢
十
夜
﹄
に
も
そ
う
い
う
性

質
は
あ
っ
た
し
︑
総
じ
て
そ
れ
が
漱
石
作
品
の
一
つ
の
特
徴
的
な

見
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
と
思
う
の
で
︑
念
の
た
め
一
言
書
き
そ

え
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒
一
面
は
げ
し
い
民
衆
蔑
視
を
示
し
て
い

た
漱
石
の
作
品
の
持
つ
民
衆
生
活
へ
の
親
近
性

︱
な
い
し
社
会
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性
が
︑
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
そ
の
一
端
を
示
し
て
い
た
の
だ
と
い
え

ぬ
で
あ
ろ
う
か
︒

︵
昭
和
二
十
四
年
十
月
春
陽
堂
文

庫
解
説

二
十
八
年
八
月
補
訂

︶
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