
特
集
・
横
浜
の
盛
り
場
①

都
市
に
住
む
人
と
盛
り
場

高
萩
盾
男

さ
か
る
場
と
し
て
の
市

　
旅
を
す
る
人
で
、
市
が
好
き
な
人
は
意
外
と
多
い
。

札
幌
で
あ
れ
ば
二
条
市
場
や
丸
山
市
場
、
京
都
で
あ
れ

ば
錦
小
路
、
大
阪
は
里
匹
門
市
場
な
ど
と
い
っ
た
具
合

だ
。
そ
の
多
く
は
、
二
間
ほ
ど
の
間
口
を
も
つ
、
露
店

に
小
屋
掛
け
し
た
程
度
の
粗
末
な
お
店
が
ひ
し
め
き
あ

っ
て
い
て
、
足
の
踏
み
場
も
な
い
ほ
ど
に
商
品
が
積
み

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
裸
電
球
が
品
物
を
大
き
く
浮
か
び

あ
が
ら
せ
、
そ
の
う
し
ろ
か
ら
怒
声
が
飛
び
交
う
。
圧

倒
的
に
生
鮮
食
料
品
が
多
い
。
魚
や
野
菜
な
ど
だ
。
金

沢
で
の
初
夏
。
は
じ
め
て
の
金
沢
の
市
場
。
昼
下
り
だ

が
、
場
内
は
薄
暗
い
。
尺
も
の
の
鯛
や
黒
鯛
に
ま
じ
っ

て
、
ひ
と
き
わ
あ
ざ
や
か
に
甘
え
び
が
裸
電
球
に
照
ら

さ
れ
て
い
る
。
い
ま
ま
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
の
な

い
鮮
紅
色
。
足
が
釘
付
け
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
美

し
さ
、
そ
の
並
び
に
は
み
ど
り
も
の
の
間
に
毎
が
ひ
か

っ
て
い
る
。
ほ
の
暗
さ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
甘
え
び
と

百
。
い
か
に
も
初
夏
の
訪
れ
を
想
わ
せ
た
。

　
市
場
は
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
。
地
域
の
生
業
を
思
わ

せ
る
。
生
活
の
匂
い
が
あ
る
。
そ
し
て
ひ
と
を
魅
ぎ
つ

け
る
何
か
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
も
の
を
求
め
て
旅
人
は

市
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。

①
―
近
代
的
な
商
店
街
と
狼
雑
な
市
場

　
都
市
は
そ
の
地
域
の
地
域
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。

と
い
う
よ
り
も
、
地
域
性
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

近
代
都
市
は
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。

一
―
さ
か
る
場
と
し
て
の
市

　
　
　
①
近
代
的
な
商
店
街
と
狼
雑
な
市
場

　
　
　
②
盛
り
場
の
原
型

ニ
―
悪
所
と
し
て
の
盛
り
場

　
　
　
①
日
常
生
活
に
対
置
す
る
悪
所

　
　
　
②
悪
所
の
活
力

三
―
盛
り
場
の
三
つ
の
性
格

　
　
　
①
無
縁
性

　
　
　
②
辺
縁
性

　
　
　
③
悪
所

四
―
盛
り
場
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

と
く
に
、
市
街
地
再
開
発
と
い
わ
れ
て
実
施
さ
れ
て
い

る
商
店
街
づ
く
り
は
ど
こ
も
大
同
小
異
で
、
画
一
的
な

場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
新
幹
線
の
駅
の
設
計
思
想
に
似

て
い
る
よ
う
だ
。
新
幹
線
は
ど
の
駅
も
同
じ
よ
う
に
つ

く
ら
れ
て
い
て
、
外
構
と
構
内
も
見
分
け
の
つ
く
特
徴

を
さ
が
し
に
く
い
。
駅
名
や
都
市
名
を
示
す
プ
レ
ー
ト

が
な
け
れ
ば
、
ど
の
駅
に
い
る
の
か
判
断
が
つ
か
な

い
。
在
来
線
は
そ
の
地
域
な
り
の
特
色
を
駅
舎
の
建
設

に
採
り
入
れ
て
い
る
が
、
新
幹
線
に
は
そ
れ
が
欠
落
し

て
い
る
。
近
代
的
合
理
的
設
計
と
い
う
結
果
の
画
一
化

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
中
央
＝
地
方
と

い
う
従
属
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
る
中
央
主
義
の
地
方
無

視
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
速
度
を
競
う
と
い
う
一

点
に
凝
縮
さ
れ
る
新
幹
線
の
思
想
は
駅
舎
ぽ
か
り
で
な

２
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く
、
路
線
の
線
形
に
も
み
ら
れ
る
。
在
来
線
で
あ
れ

ば
、
そ
の
地
域
の
大
切
と
思
わ
れ
る
田
畑
は
用
心
深
く

迂
回
さ
れ
、
平
地
が
山
裾
に
寄
っ
た
ギ
リ
ギ
リ
の
線
に

後
退
し
て
い
る
。
路
線
線
形
は
等
高
線
の
よ
う
に
曲
が

り
く
ね
る
。
そ
の
集
落
の
生
活
を
犯
さ
な
い
配
慮
が
な

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
幹
線
は
″
ひ
か
り
は
西

へ
″
の
光
の
よ
う
に
直
進
す
る
。
川
畑
が
あ
れ
ば
突
っ

切
り
、
人
家
は
跨
ぎ
、
山
は
ト
ン
ネ
ル
を
拓
く
。
地
域

の
生
活
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
な
い
。
中
火
を
そ
の
ま

ま
地
方
に
貫
徹
す
る
姿
し
か
そ
こ
に
は
な
い
。

　
ち
ょ
う
ど
新
幹
線
と
の
類
推
で
都
市
づ
く
力
、
商
店

街
づ
く
り
を
み
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
近
代
的
で
あ
り

合
理
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
画
一
的
で
あ
る
ま
ち
の

味
気
な
さ
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
美
し
く
飾
ら
れ
、
き
れ

い
に
磨
き
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
落
ち
着
か

ず
不
安
が
ま
す
。
ひ
と
は
反
射
光
に
弱
く
、
反
射
率
の

高
い
材
質
で
構
成
さ
れ
て
い
る
空
間
に
は
永
く
居
ら
れ

な
い
。
そ
し
て
、
中
央
の
都
市
空
間
様
式
を
画
一
的
に

受
け
容
れ
て
い
る
（
ざ
る
を
え
な
い
）
地
域
の
都
市
づ

　
近
代
的
と
さ
れ
る
都
市
空
間
と
あ
ざ
や
か
に
対
決
す

る
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
が
市
場
で
あ
る
。
市
場
に

は
人
間
の
体
臭
が
漂
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
と
き
に
は
狼

雑
と
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
き
れ
い
で
は
な
い
が
き
た

な
く
は
な
い
。
光
り
輝
く
ほ
ど
に
明
る
く
は
な
い
、
む

し
ろ
ほ
の
か
に
暗
い
。
季
節
を
嗅
ぎ
分
け
る
能
力
を
必

要
と
さ
れ
る
。
気
取
り
は
な
い
が
、
気
構
え
ば
い
る
。

市
場
は
都
市
が
近
代
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
き
わ
め

て
人
間
的
な
空
間
な
の
で
あ
る
。

②
―
盛
り
場
の
原
型

　
市
場
を
抽
象
概
念
に
近
づ
け
る
と
、
市
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
都
市
の
形
成
の
類
型
と
し
て
城
下
町
、
宿

場
町
、
門
前
市
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
市
が
た

だ
な
い
都
市
は
存
立
し
え
な
い
だ
ろ
う
し
、
歴
史
的
に

は
む
し
ろ
市
が
た
つ
と
こ
ろ
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
の
都

市
が
形
成
さ
れ
て
き
た
場
合
が
多
い
。

　
東
京
の
新
宿
。
日
本
最
大
の
さ
か
り
場
と
さ
れ
て
い

る
。
空
製
を
う
け
、
見
渡
す
か
ぎ
り
の
瓦
賄
の
山
と
な

る
。
し
か
し
、
敗
戦
日
の
わ
ず
か
三
日
後
か
ら
さ
か
り

場
へ
の
繁
栄
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
〈
二
十
年
八

月
十
八
日
の
東
京
都
内
主
要
紙
の
広
告
。
転
換
工
場
並

び
に
企
業
家
に
急
告
！
　
平
和
産
業
の
転
換
は
勿
論
、

其
の
出
来
上
り
製
品
は
当
方
自
発
の
″
適
正
価
格
″
で

大
量
に
引
受
け
に
応
ず
、
希
望
者
は
見
本
及
び
工
場
原

価
見
積
書
を
持
参
　
至
急
来
談
あ
れ
　
淀
橋
区
角
筈
一

の
八
五
四
（
瓜
生
邸
跡
）
新
宿
マ
ー
ケ
ッ
ト
　
関
東
尾

津
組
〉
　
（
東
京
焼
け
跡
ヤ
ミ
市
を
記
録
す
る
会
・
猪
野

健
治
編
『
東
京
闇
市
興
亡
史
』
）
。
終
戦
で
納
入
先
を
失

い
、
半
製
品
を
か
か
え
て
途
方
に
く
れ
て
い
た
軍
需
産

業
の
下
請
業
者
は
、
露
店
商
を
統
率
し
て
い
た
尾
津
親

分
の
も
と
に
ぞ
く
ぞ
く
詰
め
か
け
た
。
八
月
二
十
日
に

は
〈
光
は
新
宿
よ
り
〉
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も
と

に
、
阪
簑
張
り
の
通
称
〈
尾
津
マ
ー
ケ
ッ
ト
〉
が
開
か

れ
た
。
ヤ
ミ
市
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
、
南
口
に

和
田
マ
ー
ケ
。
ト
、
西
口
に
民
衆
市
場
が
で
き
、
さ
ら

に
国
電
の
主
要
駅
を
中
心
に
ヤ
ミ
市
は
全
都
に
広
が
っ

て
い
っ
た
。

　
ヤ
ミ
市
を
解
放
区
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

「
闇
市
に
お
い
て
は
、
国
籍
、
階
級
、
身
分
、
出
身
、

学
歴
等
は
一
切
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
華
族
も
、
ヤ
ク
ザ

も
、
軍
人
も
、
被
差
別
窮
民
も
、
解
放
国
民
も
同
格
で

あ
り
、
路
上
に
一
枚
の
ゴ
ザ
を
敷
い
て
、
貧
し
い
品
物

を
売
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
。
（
中
略
）
身
分
制
の

呪
縛
と
差
別
の
長
い
歴
史
を
も
つ
日
本
に
お
い
て
、
こ

れ
は
画
期
的
な
で
き
ご
と
で
あ
る
」
（
『
東
京
闇
市
興
亡

史
』
）
。
こ
の
解
放
区
に
は
、
自
由
と
平
等
を
体
制
か
ら

獲
得
し
た
結
果
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
既
成
の
身

分
制
と
価
値
観
か
ら
人
々
を
解
き
放
つ
意
味
を
も
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
市
が
、
そ
れ
が
ヤ
ミ
市
で
あ
る
に
せ
よ
、
解
放
区
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
市
を
出
発
点
と
し
て
さ
か
り

場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
市
の
担
い
手

が
や
く
ざ
、
香
具
師
、
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
た
中
国

人
や
朝
鮮
人
な
ど
が
中
核
で
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

日
本
人
の
多
数
派
で
は
な
く
少
数
派
で
あ
り
、
中
心
か

ら
離
れ
た
辺
縁
に
位
置
し
て
い
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
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悪
所
と
し
て
の
盛
り
場

①
―
日
常
生
活
に
対
置
す
る
悪
所

　
岩
波
・
古
語
辞
典
の
「
あ
く
し
よ
」
（
悪
所
、
悪
処
）

の
項
に
は
。
「
地
形
や
地
味
の
悪
い
所
」
「
仏
教
用
語
の

善
処
の
対
」
に
つ
づ
い
て
「
遊
里
。
遊
廓
。
近
世
後
期

に
は
、
芝
居
町
、
料
理
茶
店
を
も
い
っ
た
」
と
あ
る
。

そ
し
て
、
悪
所
銀
は
遊
興
費
、
悪
所
狂
い
は
遊
里
に
い

り
び
た
っ
て
遊
蕩
に
ふ
け
る
こ
と
、
悪
所
宿
は
遊
女
、

若
衆
を
呼
ん
で
遊
興
す
る
家
、
な
ど
の
用
例
を
の
せ
て

い
る
。

　
廓
は
、
そ
の
字
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ま
た
、
江

戸
幕
府
公
認
の
悪
場
所
で
あ
っ
た
「
吉
原
」
が
実
際
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
周
囲
を
石
や
土
で
囲
わ
れ
、
堀

な
ど
を
め
ぐ
ら
せ
て
あ
っ
た
。
天
保
十
四
年
（
一
八
四

三
）
の
改
正
江
戸
大
絵
図
を
み
る
と
、
吉
原
は
市
街
地

を
は
ず
れ
た
田
圃
の
真
ん
中
、
浅
草
寺
の
近
く
に
置
か

れ
、
一
般
庶
民
の
生
活
か
ら
は
隔
離
さ
れ
て
い
た
。
悪

場
所
と
し
て
の
吉
原
は
、
幕
府
と
い
う
権
力
者
に
よ
っ

て
、
空
間
的
に
二
重
に
庶
民
生
活
か
ら
隔
離
・
分
離
さ

れ
、
さ
ら
に
幕
府
の
き
び
し
い
統
制
・
管
理
下
に
お
か

れ
て
い
た
。
こ
れ
は
同
じ
悪
所
場
と
さ
れ
た
芝
居
も
同

様
で
あ
り
、
江
戸
三
座
と
い
わ
れ
た
中
村
座
、
市
村

座
、
守
田
座
は
天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
浅
草
の
猿
若
町

に
一
括
移
転
を
命
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
ま
た
、
庶
民
の
生
活

圏
か
ら
線
引
き
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
廊
や
芝
居
が
悪
所
場
と
い
わ
れ
、
権
力
の
き
び
し
い

管
理
下
に
お
か
れ
、
し
か
も
、
市
民
生
活
か
ら
分
離
さ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
何
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
。

　
ま
ず
い
え
る
こ
と
は
、
庶
民
・
市
民
生
活
空
間
か
ら

締
め
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
び
と
が
多

く
集
ま
り
、
ま
た
愛
好
す
る
場
が
悪
所
と
し
て
、
あ
る

い
は
悪
所
と
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
日
常
生
活
圏
外
に
お
か

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
遊
び
は
日
常
生
活
と
は

対
決
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
常
性
と
は
な
じ
ま
な
い
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
廓
や
芝
居
は
、
ひ
と
が
行
こ
う

と
思
え
ば
い
つ
で
も
行
く
こ
と
の
で
き
る
恣
意
性
と
開

放
性
を
特
徴
と
す
る
。
悪
所
狂
い
は
こ
の
こ
と
を
端
的

に
示
す
百
葉
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
、
日
常
性
を
脅
や

か
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
悪
所
と
は
、
日
常
生
活
と
つ

ね
に
対
置
し
て
お
り
、
非
日
常
的
な
行
為
で
あ
り
、
非

日
常
的
な
場
な
の
で
あ
る
。
市
民
生
活
と
い
う
日
常
性

に
と
っ
て
は
、
非
日
常
性
の
日
常
化
は
狂
い
以
外
の
な

に
も
の
で
も
な
く
、
そ
の
危
険
性
を
見
越
し
て
の
「
悪
」

な
の
で
あ
る
。

②
―
悪
所
の
活
力

　
悪
場
所
と
対
照
的
な
遊
び
の
場
が
祭
礼
法
要
で
あ
っ

た
。
神
社
仏
閣
の
境
内
で
は
宗
教
的
な
行
事
を
出
発
と

し
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
見
世
物
が
軒

を
な
ら
べ
、
各
種
の
市
が
た
ち
、
お
お
ぜ
い
の
ひ
と
び

と
で
に
ぎ
か
っ
た
。
こ
と
に
若
い
女
性
に
と
っ
て
は
、

夜
歩
き
は
こ
う
し
た
と
き
に
か
ぎ
ら
れ
た
か
ら
、
縁

日
、
夜
見
世
は
い
っ
そ
う
は
な
や
か
さ
を
ま
し
た
。

　
神
社
仏
閣
で
催
さ
れ
た
祭
礼
法
要
は
、
し
か
し
な
が

ら
悪
所
あ
る
い
は
悪
所
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
祭
礼
法
要
は
日
常
生
活
の
な
か
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
よ
う
と

も
、
一
回
性
、
一
場
性
の
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
日

常
化
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
常
性
に
堕
す

こ
と
が
な
い
か
ら
、
日
常
化
す
る
危
険
性
も
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
祭
礼
法
要
は
「
聖
の
領
域
」
の
高
み
に
と

ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
「
悪
の
領
域
」

と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
ひ
と
び
と
は
限
定
さ
れ
た

時
間
と
空
間
の
な
か
で
、
一
回
、
一
場
の
遊
び
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
を
通
し
て
、
浅
草
は
わ

が
国
最
大
の
さ
か
り
場
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
、

浅
草
寺
の
祭
礼
法
要
が
ひ
と
び
と
め
娯
楽
と
し
て
定
着

し
、
境
内
の
奥
山
に
は
各
種
の
興
業
、
見
世
物
が
常
設

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
奥
山
に
小
屋
掛
を
し
た
と
い

う
こ
と
は
、
江
戸
の
檜
舞
台
を
踏
ん
だ
こ
と
で
あ
っ

た
。
浅
草
寺
の
観
音
信
仰
、
門
前
市
、
奥
山
の
興
行
、

そ
し
て
江
戸
三
座
の
芝
居
町
、
吉
原
の
花
街
が
一
体
と

な
っ
て
、
浅
草
と
い
う
さ
か
り
場
は
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
。

　
さ
か
り
場
に
は
、
そ
の
非
日
常
性
ゆ
え
に
、
つ
ね
に

〈
悪
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
場
〉
。
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。

二
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盛
り
場
の
三
つ
の
性
格

そ
の
場
合
、
〈
悪
〉
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
悪
に
は
、
災
害
や
病
気
の
よ
う
な
自
然
悪
、
人
倫

に
反
す
る
道
徳
悪
の
総
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
系

統
の
用
例
が
あ
る
。
ひ
と
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も

の
、
む
し
ろ
忌
み
嫌
い
、
で
き
れ
ば
避
け
て
通
り
た
い

と
い
う
用
例
で
あ
る
。
し
か
し
別
の
意
味
も
あ
る
。
源

義
平
の
異
名
で
あ
る
悪
源
太
、
い
た
ず
ら
っ
子
を
い
う

悪
太
郎
、
悪
事
を
し
て
も
栄
え
る
謂
の
悪
運
が
強
い
な

ど
の
系
統
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
反
社
会
的
と
い
う
よ

り
は
、
た
け
だ
け
し
い
ほ
ど
に
力
強
く
、
元
気
が
あ

り
、
通
常
、
常
識
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
と
き
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
悪
は
、
あ
る
い
は

ひ
と
び
と
が
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
悪
は
、
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
ほ
ど
の
活
力
ゆ
え
に
、
ひ
と
を
滅
亡
に
追

い
や
る
反
社
会
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
ひ
と
を
蘇
生
さ

せ
る
潜
在
的
社
会
性
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、
悪
は
両
義

性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
婚
礼
儀
式
を
虚
構
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
吉
原
、

道
行
心
中
に
同
一
化
で
き
る
虚
構
と
し
て
の
芝
居
、
こ

れ
ら
の
悪
所
で
ひ
と
は
日
常
性
か
ら
離
れ
、
非
日
常
の

虚
構
に
遊
ぶ
こ
と
に
な
る
。
も
し
悪
の
反
社
会
性
の
み

に
目
を
向
け
る
な
ら
、
虚
構
の
世
界
を
文
化
の
高
み
に

ま
で
推
し
進
め
て
い
っ
た
活
力
の
源
泉
を
見
失
う
こ
と

に
な
る
。
近
世
庶
民
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
絵
画

で
あ
れ
、
文
学
で
あ
れ
、
演
劇
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
悪

所
を
媒
介
と
し
て
し
か
生
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
―
無
縁
性

　
市
と
悪
所
、
両
方
と
も
さ
か
り
場
に
も
っ
と
も
近
い

類
縁
語
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
関
係
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
網
野
善
彦
氏
の
『
無
縁
・

公
界
・
楽
』
は
多
く
の
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
。
著
者

は
中
世
社
会
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
〈
私
〉
権
力
か
ら
無

縁
で
あ
ろ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
場
や
集
団
を
と
り
あ

げ
、
そ
の
無
縁
性
を
抽
出
す
る
。
無
縁
性
の
全
体
像
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
俗
権
力
も
介
入

で
き
ず
、
諸
役
は
免
除
、
自
由
な
通
行
が
保
証
さ
れ
、

私
的
隷
属
や
貸
借
関
係
か
ら
自
由
、
世
俗
の
争
い
、
戦

争
に
関
わ
り
な
く
、
平
和
で
相
互
に
平
等
な
場
、
あ
る

い
は
集
団
」
。
場
や
集
団
は
無
縁
寺
、
駈
込
寺
、
自
治
都

市
、
楽
市
楽
座
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
市
も
そ
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
市
の
た
つ
と
こ
ろ
は
、
所
有
者
・
支
配
者
が
明
確
で

な
い
荒
地
、
河
原
、
そ
れ
自
体
無
縁
性
を
備
え
た
寺
社

の
門
前
な
ど
で
あ
っ
た
。
市
に
は
、
遍
歴
す
る
商
工
の

民
、
漂
泊
す
る
芸
能
の
民
が
蛸
集
し
、
著
し
い
に
ぎ
わ

い
を
み
せ
た
。
こ
れ
ら
市
を
支
え
た
主
役
が
俗
権
力
か

ら
〈
無
縁
の
ひ
と
〉
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　
無
縁
所
、
悪
所
、
ヤ
ミ
市
解
放
区
は
そ
れ
ぞ
れ
時
代

が
異
な
る
と
は
い
え
、
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
俗
世
間
、
俗
権
力
、
俗
界
、
こ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て

日
常
性
と
い
う
と
、
日
常
性
か
ら
縁
を
切
っ
た
と
こ
ろ

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
生
き

た
ひ
と
は
主
従
関
係
、
親
子
関
係
な
ど
の
世
俗
か
ら
縁

を
切
っ
た
（
縁
の
切
れ
た
）
ひ
と
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
日
常
の
極
桔
か
ら
自
由
で
あ
る
の
と
裏
腹
に
野

垂
死
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
か
り
場
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
と
さ
れ
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、

基
本
的
に
は
日
常
世
界
か
ら
の
無
縁
性
、
す
な
わ
ち
升

目
常
性
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
日
常
性
か
ら
み
る
と
、

そ
れ
は
虚
構
の
世
界
で
あ
る
。
さ
か
り
場
は
虚
構
が
設

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
と
奇
異
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
夜
の
社
交
場
は
恋

愛
あ
る
い
は
男
と
女
に
み
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
関
係
の

儀
式
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
虚
構
を
日
常

性
と
す
る
こ
と
は
危
険
が
つ
き
ま
と
う
。
た
と
え
を
も

う
ひ
と
つ
。
女
性
の
買
物
。
女
性
の
買
物
心
理
は
理
解

で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
想
像
の
域
を
で
な
い
が
、

女
性
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
瞬
間
的
に
身
に
ま
と
い
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
自
己
を
変
身
さ
せ
、
い
っ
と

き
虚
構
の
世
界
に
遊
ぶ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
虚
構
を

日
常
化
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
危
険
で
あ
る
。

　
さ
か
り
場
は
、
日
用
品
の
店
舗
が
あ
ろ
う
と
、
実
用

的
な
機
能
が
用
意
さ
れ
て
い
よ
う
が
、
ひ
と
が
日
常
性

か
ら
脱
却
可
能
な
虚
構
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
基
本
な
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の
で
あ
る
。

②
―
辺
縁
性

　
さ
か
り
場
は
も
う
ひ
と
つ
の
性
格
を
も
つ
。
そ
れ
は

さ
か
り
場
は
辺
縁
の
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
理
解
が
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
現
代
の
都
市
は
さ
か
り
場
を
中
心
に
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
実
際
、
都
市
再
開

発
に
お
い
て
も
さ
か
り
場
を
中
核
に
据
え
て
計
画
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
さ
か
り
場
は
辺
縁
に
位
置
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
都
市
計
画
レ
ベ
ル
で
な
く
、
意
識
的
な
レ
ベ
ル
か
ら

考
え
て
み
よ
う
。
ひ
と
が
意
識
す
る
空
間
は
住
居
と
職

場
で
あ
っ
て
、
さ
か
り
場
は
日
常
的
に
強
く
意
識
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
通
勤
に
通
過
す
る
と
し
て
も
、
さ
か

り
場
と
し
て
意
識
さ
れ
な
い
。
さ
か
り
場
と
し
て
認
識

さ
れ
る
の
は
そ
こ
に
行
こ
う
と
す
る
意
志
が
働
く
と
き

の
み
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
都
市
構
成
や
機
能
か
ら

み
て
い
く
ら
巨
大
で
あ
っ
て
も
、
さ
か
り
場
は
意
識
の

う
え
で
は
辺
縁
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
住
居

か
ら
み
て
も
職
場
か
ら
み
て
も
、
さ
か
り
場
は
周
辺
に

位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
市
の
た

つ
場
所
で
あ
る
。
荒
地
、
河
原
、
境
、
津
、
門
前
な
ど

は
日
常
生
活
圏
と
意
識
さ
れ
る
圏
域
の
周
辺
部
に
あ
た

る
。
寺
社
の
多
く
は
、
人
間
の
生
活
空
間
と
自
然
が
支

配
す
る
領
界
の
接
点
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
た
い
。
こ
う
し
た
地
は
、
自
然
界
へ
の
入
口
で
あ
り

異
郷
へ
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
。
市
は
こ
う
し
た
と
こ

ろ
に
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
市
の
辺
縁
性
は
さ
か
り
場
の
多
く
が
駅
や
港
を
中
心

に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
そ
こ
か
ら
ど
こ
か
に
行
け
る
と
い
う
辺
縁
性

で
あ
る
。
さ
か
り
場
は
交
通
の
要
衝
の
地
で
あ
り
、
ひ

と
び
と
が
お
お
ぜ
い
集
ま
る
か
ら
と
い
う
背
景
か
ら
の

み
そ
の
成
立
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
辺
縁
の
地
に
形

成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

あ
る
。

　
た
と
え
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
。
こ
れ
を
文
化
と
い
い
う

る
か
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
生
活
の
様
式

を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
文
化
と
い
う
こ
と
ば
を
使

う
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
さ
か
り
場
で
生
ま
れ
、
さ
か
り

場
で
活
か
さ
れ
る
。
さ
か
り
場
と
い
う
舞
台
が
な
け
れ

ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
成
立
し
な
い
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
み
出
す
活
力
は
さ
か
り
場
独
特
の
も

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
亜
Ｊ
の
領
域
に
属
す
る
仕
業
で
あ

る
。
さ
か
り
場
が
日
常
性
と
交
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
日
常
性
と
は
な
じ
ま
な
い
。
さ
か
り
場

に
似
合
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
日
常
性
の
論
理
が
も
っ

と
も
貫
徹
し
て
い
る
職
場
に
は
向
か
な
い
。
前
衛
的
な

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
身
を
つ
つ
み
、
変
身
を
遂
げ
た
う
え

で
、
ひ
と
び
と
は
さ
か
り
場
と
い
う
巨
大
な
虚
構
に
遊

ぶ
の
で
あ
る
。

　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ

ン
ル
の
文
化
も
同
様
で
あ
る
。

　
さ
か
り
場
は
悪
の
温
床
に
も
な
り
、
文
化
の
母
胎
に

も
な
り
う
る
両
義
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

‐
盛
り
場
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

③
―
悪
所

　
さ
か
り
場
の
三
つ
目
の
性
格
は
、
そ
れ
が
悪
所
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
悪
所
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
悪
所

な
る
も
の
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

悪
は
両
義
性
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
さ
か
り
場
に
も

両
義
的
な
性
格
を
も
つ
。
ひ
と
つ
の
側
面
は
反
社
会
性

と
し
て
映
る
。
さ
か
り
場
が
悪
の
温
床
と
さ
れ
る
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
社
会
病
理
（
こ
の
見
方

に
は
賛
成
で
き
な
い
が
）
と
み
な
さ
れ
る
の
も
そ
の
反

社
会
性
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
社
会
性
ゆ

え
に
、
さ
か
り
場
は
既
成
の
概
念
や
価
値
を
打
破
す
る

可
能
性
を
潜
在
的
に
有
し
て
い
る
。
つ
ね
に
解
放
区
に

な
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
吉
原
や
芝
居
町

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
文
化
を
創
造
す
る
母
体
で
も

　
さ
か
り
場
は
年
々
き
れ
い
に
装
い
を
改
め
て
い
く
。

そ
れ
も
新
幹
線
的
発
想
で
。
売
上
げ
と
い
う
競
争
原
理
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に
も
と
づ
い
て
、
合
理
化
し
近
代
化
し
機
能
化
す
る
。

か
つ
て
、
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
さ
か
り
場
は

神
が
仕
組
ん
だ
巨
大
な
虚
構
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
は
俗

界
と
は
縁
の
切
れ
た
遊
び
の
間
で
も
あ
っ
た
。
自
由
の

精
神
の
も
ち
主
が
群
集
し
、
文
化
を
生
み
だ
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
ご
ろ
の
さ
か
り
場
は
か
つ
て
の
活

力
を
失
っ
た
よ
う
だ
。
す
く
な
く
と
も
、
文
化
を
創
造

す
る
能
力
は
落
ち
て
い
く
一
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。

　
な
ぜ
か
。
画
一
化
し
た
都
市
づ
く
り
を
理
由
に
あ
げ

る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
環
境
を
超
え
る
な
に
か
が
あ
る
。
あ
る
い
は
環

境
を
つ
く
り
だ
す
精
神
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
、
さ
か
り
場
の
日
常
化

が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
来
、
非
日
常
性
で
あ
っ
た
も
の
の

日
常
性
へ
の
堕
落
と
い
え
る
し
、
同
様
に
日
常
性
の
非

日
常
性
へ
の
押
れ
合
い
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
か
り
場
に
生
き
る
ひ
と
は
容
易
に
日
常
性
へ
と
転
換

で
き
る
し
、
日
常
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
ひ
と
が
安
易

に
さ
か
り
場
で
稼
ぐ
こ
と
も
で
き
る
。
プ
ロ
と
ア
マ
チ

ュ
ア
の
区
別
、
日
常
者
と
非
日
常
者
の
ケ
ジ
メ
が
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
れ
は
空
間
的
に
も
い
え
る
。
東
京
の
吉
祥
寺
。
こ

の
数
年
で
さ
か
り
場
と
し
て
急
成
長
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
お
お
き
く
さ
か
り
場
は
商
店
街
区
と
ピ
ン
ク
街
区

に
道
路
を
は
さ
ん
で
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
祥
寺

は
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
の
建
設
を
反
対
す
る
土
地
柄
で
あ

り
、
生
活
環
境
へ
の
関
心
は
高
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
ピ
ン
ク
街
は
商
店
街
へ
進
出
し
よ
う
と
し
て
虎
視
た

ん
た
ん
。
商
店
街
は
こ
れ
に
対
抗
し
て
侵
入
さ
せ
ま
い

と
す
る
。
商
川
街
の
イ
メ
ー
ジ
を
お
と
す
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
ぶ
ん
住
宅
地
へ
の
ピ
ソ
ク
街
の
侵
蝕
が
は

じ
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
さ
か
り
場
の
急
成
長
と
と
も
に

商
店
街
は
住
宅
地
へ
と
進
入
し
は
じ
め
て
い
る
。

　
吉
祥
寺
の
場
合
は
、
非
日
常
的
空
間
と
日
常
的
空
間

の
分
離
へ
の
認
識
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
一
体
と
な

っ
て
い
る
の
が
浅
草
。
浅
草
に
は
、
悪
所
な
る
も
の
が

住
宅
地
に
混
在
し
、
そ
れ
は
融
合
し
て
い
る
と
思
え
る

ほ
ど
で
あ
る
。
浅
草
に
あ
っ
て
は
、
日
常
と
非
日
常
を

同
時
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
下
町
の
銀
座

が
定
住
者
を
追
い
出
す
形
で
さ
か
り
場
が
形
成
さ
れ
た

の
と
対
照
を
な
す
。
後
者
に
あ
っ
て
は
、
定
住
者
の
不

在
は
地
城
性
ご

な
る
。
さ
か
り
場
が
銀
座
を
模
し
て
つ
く
ら
れ
る
と
す

る
な
ら
、
そ
れ
が
地
域
性
を
失
っ
た
理
由
の
ひ
と
つ
に

な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
銀
座
に
二
十
四
時
間
都
市
は

成
立
し
に
く
い
し
、
人
間
く
さ
さ
を
も
と
め
る
の
は
無

理
が
あ
る
。

　
さ
か
り
場
が
悪
所
な
る
も
の
を
薄
め
さ
せ
て
ゆ
く
と

同
じ
行
程
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
悪
所
た
る
も
の
に
近

づ
い
て
い
く
よ
う
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
さ
か
り
場
は

　
〈
悪
〉
を
媒
介
に
し
て
対
置
さ
れ
る
。
さ
か
り
場
が
非

日
常
性
の
タ
ガ
を
は
ず
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
日
常
性

の
カ
セ
を
ゆ
る
め
る
の
に
し
た
が
っ
て
、
悪
は
拡
散
す

る
。
あ
る
い
は
文
化
の
創
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
仕

掛
け
は
機
能
し
に
く
く
な
る
。
さ
か
り
場
が
美
し
く
装

わ
れ
れ
ば
装
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
の
対
比
で
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
貧
し
く
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
し
て
自
立
し
え
ず
、
さ
か
り
場
と
の
従
属
下
に

置
か
れ
隷
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
必
要
な
発
想
は
、
さ

か
り
場
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
辺
縁
に
お
き
、
さ
か
り
場

は
そ
れ
と
の
関
係
で
辺
縁
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
さ
か
り
場
の
自
由
は

喪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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