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横
光
利
一
「
日
輪
」
の
素
材
と
創
作
過
程

高

橋

幸

平

一

「
日
輪
」
の
素
材
に
関
す
る
先
行
研
究

大
正
十
二
年
五
月
、「
新
小
説
」
の
巻
頭
を
飾
っ
た
「
日
輪
」
は
、「
蠅
」

と
な
ら
ん
で
発
表
さ
れ
た
横
光
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。
舞
台
は
弥
生
時

代
で
あ
り
、
卑
弥
呼
と
彼
女
を
巡
っ
て
争
う
男
達
と
が
物
語
の
中
心
を
占

め
る
。
そ
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

奴
国
の
王
子
長
羅
が
、
不
弥
の
国
に
迷
い
込
む
。
長
羅
は
そ
こ
で
卑
弥

呼
に
会
い
、
彼
女
に
恋
し
て
し
ま
う
。
不
弥
を
追
い
出
さ
れ
た
長
羅
は
自

国
に
帰
る
が
、
卑
弥
呼
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
長
羅
は
自
ら
軍
を

率
い
て
不
弥
を
攻
め
、
卑
弥
呼
を
奪
お
う
と
決
心
す
る
。
一
方
、
卑
弥
呼

に
は
卑
狗
の
大
兄
と
い
う
恋
人
が
い
た
。
不
弥
で
二
人
の
結
婚
の
宴
が
催

さ
れ
て
い
る
夜
、
長
羅
は
不
弥
に
攻
め
入
る
。
長
羅
は
卑
狗
の
大
兄
を
殺

し
、
叫
ぶ
卑
弥
呼
を
奪
っ
て
自
国
に
帰
る
。
奴
国
に
帰
っ
た
長
羅
だ
っ
た

が
、
そ
の
父
で
あ
る
奴
国
の
王
が
卑
弥
呼
を
一
目
見
て
気
に
入
り
、
彼
女

を
自
分
の
妃
に
し
よ
う
と
す
る
。
逆
上
し
た
長
羅
は
自
分
の
父
を
斬
り
殺

し
て
し
ま
う
。
卑
弥
呼
は
混
乱
に
乗
じ
て
逃
げ
出
し
た
が
、
そ
の
手
助
け

を
し
た
の
は
訶
和
郎
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
訶
和
郎
の
父
は
、
長
羅
が
不
弥

へ
出
兵
し
よ
う
と
す
る
の
を
諫
め
て
長
羅
の
怒
り
を
買
い
、
無
残
に
殺
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
長
羅
を
仇
と
す
る
卑
弥
呼
と
訶
和
郎
と
は
、
復
讐
心

を
同
じ
く
し
、
結
婚
す
る
。
あ
る
時
、
二
人
は
奴
国
の
追
手
か
ら
逃
げ
て

い
た
が
、
そ
の
途
中
で
第
三
の
国
耶
馬
台
国
の
一
団
に
捕
ら
わ
れ
る
。
そ

し
て
訶
和
郎
は
耶
馬
台
国
の
君
長
、
反
耶
の
弟
反
絵
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

わ
ず
か
の
間
に
二
人
の
夫
を
殺
さ
れ
た
卑
弥
呼
の
悲
し
み
は
、
怒
り
へ
と

変
化
し
、
ま
た
怨
恨
を
含
め
た
残
忍
な
征
服
欲
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
一

方
、
訶
和
郎
を
殺
し
た
反
絵
は
、
そ
の
兄
で
あ
り
君
長
で
あ
る
反
耶
を
相

手
に
、
卑
弥
呼
を
巡
っ
て
争
い
を
起
こ
し
、
結
局
反
耶
を
殺
し
て
し
ま
う
。

卑
弥
呼
を
我
が
も
の
に
し
よ
う
と
焦
る
反
絵
に
対
し
、
卑
弥
呼
は
長
羅
を

討
て
ば
反
絵
の
妻
に
な
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
奴
国
と
耶
馬
台
国
は
戦
い

を
始
め
、
長
羅
と
反
絵
は
闘
う
が
、
最
後
に
は
共
に
斃
れ
、
ひ
と
り
卑
弥

呼
の
み
が
生
き
残
る
。

横
光
が
「
日
輪
」
で
有
史
以
前
の
風
俗
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
何
ら
か

の
文
献
を
参
照
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
実
際
、
次
の
証
言
は
、

横
光
が
参
照
し
た
文
献
に
言
及
し
て
い
る
。

村
松
梢
風
に
よ
れ
ば
、
「
『
日
輪
』
は
魏
志
倭
人
伝
と
い
ふ
中
国
の
古
書

に
あ
る
日
本
の
神
話
に
着
想
し
た
も
の
で
、
横
光
は
白
鳥
博
士
や
内
藤
博

士
に
よ
つ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
此
の
材
料
を
得
た

（
一
）

」
と
い

う
。
『
魏
志
』
倭
人
伝

（
二
）

（
以
下
、
倭
人
伝
）
は
、
邪
馬
台
国
の
位
置
や

習
俗
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
卑
弥
呼
に
つ
い
て
直
接
的
に
記
述
さ
れ
た
一
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次
文
献
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
横
光
は
、

邪
馬
台
国
九
州
説
を
唱
え
た
白
鳥
庫
吉
と
、
畿
内
説
を
唱
え
た
内
藤
湖
南

の
論
を
通
じ
て
「
倭
人
伝
」
を
理
解
し
、
本
作
創
作
の
材
料
と
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
白
鳥
と
内
藤
と
は
、
当
時
の
邪
馬
台
国
論
争
で

中
心
的
な
役
割
を
占
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
白
鳥
の
「
倭
女
王
卑
弥
呼
考

（
三
）

」
な
ど
は
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
卑
弥
呼
像
を
提
示
し
て
は
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
文
献
や
内
藤
の
「
卑
弥
呼
考

（
四
）

」
の
論
の
中
心
は
、
「
倭

人
伝
」
の
記
述
か
ら
邪
馬
台
国
の
位
置
を
比
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
倭

人
伝
」
に
記
さ
れ
た
邪
馬
台
国
の
風
習
や
風
俗
に
つ
い
て
詳
し
い
解
釈
が

な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
だ
け
を
参
照
し
た

の
で
は
、
「
日
輪
」
を
創
作
す
る
の
に
必
要
な
太
古
の
風
俗
に
つ
い
て
の

情
報
を
十
分
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
倭
人
伝
」
の
研
究
の
う
ち
、「
日

輪
」
が
活
字
に
な
る
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
菅
政
友
「
漢

籍
倭
人
考

（
五
）

」
、
喜
田
貞
吉
「
漢
籍
に
見
え
た
る
倭
人
記
事
の
解
釈

（
六
）

」
、

中
山
太
郎
「
魏
志
倭
人
伝
の
土
俗
学
的
考
察

（
七
）

」
な
ど
が
、
比
較
的
詳

し
く
風
俗
記
事
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
さ
え
も
、
右
の
う
ち
ど

れ
か
一
つ
を
素
材
に
し
て
「
日
輪
」
を
創
作
す
る
に
は
あ
ま
り
に
情
報
が

乏
し
い
。
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
文
献
の
他
に
も
、
横
光
の
参
照
し
た
文

献
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
今
東
光
「
横
光
利
一

（
八
）

」
に
は
、

「
彼
は
頻
り
に
考
古
学
や
、
風
俗
資
料
や
、
勿
論
、
日
本
古
代
史
に
関
す

る
書
物
を
借
り
に
来
た
の
だ
。
僕
は
彼
の
役
に
立
つ
よ
う
な
も
の
を
探
し

て
貸
し
た
」
と
あ
り
、
「
日
輪
」
執
筆
に
取
り
か
か
っ
た
横
光
が
、
太
古

の
日
本
を
描
く
た
め
に
、
そ
の
素
材
と
し
て
複
数
の
資
料
を
用
い
て
い
た

可
能
性
は
高
い
。

右
の
よ
う
な
証
言
の
ほ
か
、
「
日
輪
」
の
内
容
と
比
較
す
る
こ
と
で
、

そ
の
素
材
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
日
輪
」

の
下
敷
き
と
な
っ
た
物
語
と
し
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の

に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
が
あ
る
。
小
田
桐
弘
子
「
『
日

輪
』
とsalam

m
bo

―
長
江
訳
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
と
の
関
連
に
於
て

（
九
）

」

は
、
す
で
に
断
片
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
と
「
日
輪
」

と
の
影
響
関
係
を
、
比
較
文
学
の
手
法
で
詳
し
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

指
摘
の
中
心
は
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
の
翻
訳
体
が
「
日
輪
」
の
文
体
に
影
響

を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
一
部
、
内
容
の
類
似

点
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
両
者
が
古
い
時
代
の
戦

争
と
恋
愛
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
こ
と
、『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
に
「
日
輪
」

と
い
う
語
が
頻
出
す
る
こ
と
、
両
作
と
も
に
奇
妙
な
薬
を
作
る
描
写
が
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
戦
争
な
ど
に
お
い
て
動
物
（
象
・
鹿
・
牛
）
の
大
群
が

描
か
れ
る
こ
と
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
論
は
「
日
輪
」
の
擬
人
法
が

欧
文
翻
訳
体
の
影
響
下
に
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
定
説
を
支
え
る
も
の

で
あ
る
。

そ
の
他
、
中
川
成
美
は
「
日
輪
」
の
植
物
に
つ
い
て
、
横
光
が
『
和
名

類
聚
抄
』
『
訓
蒙
図
彙
』
『
和
漢
三
才
図
会
』
と
い
っ
た
古
辞
書
か
ら
そ
の

知
識
を
得
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
十
）

。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
白
鳥
や
内
藤

の
論
か
ら
「
卑
弥
呼
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
肉
付
け
」
を
行
い
、『
古
事
記
』

『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
摂
取
に
つ
い
て
「
宿
祢
・
大
兄
・
君
長
・
膳
夫
な

ど
位
階
・
職
制
を
表
す
る
語
彙
、
八
尋
殿
、
火
庫
な
ど
建
造
物
を
表
わ
す

語
な
ど
は
記
紀
に
用
法
が
見
え
、
こ
こ
か
ら
引
用
し
た
可
能
性
は
高
い
」

と
論
じ
た
。
確
か
に
、「
日
輪
」
の
中
に
出
て
く
る
植
物
の
い
く
つ
か
は
、

右
の
古
辞
書
に
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
、
明
治
期

の
百
科
事
典
で
あ
る
『
古
事
類
苑
』
の
出
典
に
は
右
の
よ
う
な
書
物
が
含

ま
れ
て
お
り
、
ま
た
は
る
か
に
網
羅
的
で
も
あ
る
。
植
物
が
多
く
列
挙
さ

れ
た
他
の
辞
書
類
で
は
な
く
、
特
に
『
和
名
類
聚
抄
』『
訓
蒙
図
彙
』
『
和
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漢
三
才
図
会
』
か
ら
摂
取
し
た
と
結
論
づ
け
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
根

拠
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
か

ら
語
を
引
用
し
た
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
も
、
そ
の
根
拠
は
、
「
日
輪
」

の
独
特
な
語
彙
の
い
く
つ
か
が
記
紀
に
含
ま
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し

か
し
、
す
ぐ
に
そ
う
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
大
正

期
の
古
代
文
化
研
究
で
は
、
倭
人
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
漢
籍
や
記
紀
の
本

文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
古
代
史

に
関
す
る
当
時
の
文
献
に
は
、
必
然
的
に
、
記
紀
や
『
古
事
記
伝
』
の
よ

う
な
注
釈
書
が
多
く
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
献
を
経
由
す
る
こ
と

で
、
横
光
が
間
接
的
に
記
紀
の
語
彙
を
活
か
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
ん
な
文
献
で
あ
り
、
ま
た
作
品
の
ど
の
部

分
に
摂
取
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
詳
し
い
調
査
や

考
察
が
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
横
光
が
「
日
輪
」
を
執
筆
す

る
に
あ
た
っ
て
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
文
献
や
、
作
品
に
太
古
の

雰
囲
気
を
与
え
る
た
め
に
、
素
材
と
し
て
用
い
た
可
能
性
の
あ
る
文
献
を

指
摘
し
、
そ
の
創
作
過
程
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

「
古
賀
龍
視
か
ら
も
ら
っ
た
郷
土
の
本
」

渋
川
驍
「
晩
年
の
横
光
さ
ん

（
十
一
）

」
は
、
「
日
輪
」
執
筆
の
着
想
に
つ

い
て
渋
川
と
横
光
と
が
話
し
た
内
容
を
回
想
し
た
も
の
で
、
本
稿
に
と
っ

て
注
目
す
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

「
『
日
輪
』
は
ど
う
し
て
着
想
さ
れ
た
ん
で
す
か
。
」
と
、
私
（
高
橋

注
、
渋
川
）
は
、
釣
り
こ
ま
れ
る
気
持
で
た
ず
ね
て
み
た
。「
『
南
北
』

で
く
さ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
あ
と
、
僕
は
朝
鮮
へ
行
っ
た

ん
で
す
。
あ
る
と
き
、
王
宮
を
見
に
い
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
か
ら

眺
め
る
金
を
使
っ
た
も
の
が
、
な
か
な
か
美
し
く
見
え
る
ん
で
す
。

そ
れ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
う
ち
、
私
は
、
ふ
と
『
日
輪
』
み
た

い
な
小
説
を
書
い
て
見
よ
う
と
い
う
気
が
お
こ
っ
た
ん
で
す
。
こ
の

時
す
で
に
和
辻
哲
郎
の
『
日
本
古
代
文
化
』
は
読
ん
で
い
ま
し
た
。

東
京
に
帰
っ
て
く
る
と
、
友
人
の
古
賀
龍
視
が
、
君
に
い
い
も
の
を

あ
げ
よ
う
と
い
っ
た
の
が
、
郷
土
の
話
を
書
い
て
あ
る
本
で
す
。
そ

れ
に
ヒ
ミ
コ
の
こ
と
が
出
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
構
想

を
た
て
た
ん
で
す
」
／
「
あ
れ
は
、
な
か
な
か
特
異
の
語
彙
が
使
っ

て
あ
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
れ
は
ど
う
し
て
勉
強
さ
れ
た
ん
で

す
？
」
／
「
図
書
館
に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
下
駄
を
コ
ト
コ

ト
さ
せ
て
、
本
郷
や
神
田
の
古
本
屋
を
ま
わ
っ
て
、
立
見
し
た
ん
で

す
。
た
い
て
い
見
当
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
を
ち
ょ
っ
と
覗
き

見
す
る
ん
で
す
。
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
う
ち
に
帰
っ
て
く
る
と
、
そ

れ
ら
の
語
彙
を
ノ
ー
ト
に
書
き
と
め
る
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
大
槻
さ

ん
の
『
言
海
』
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
を
な
ん
ど
も
な

ん
ど
も
読
み
か
え
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
作
品
を
書
く
の
に
必
要
な

語
彙
を
書
き
抜
い
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
が
、
た
い
へ
ん
役

に
立
ち
ま
し
た
ね
。
」

こ
の
う
ち
、
「
古
賀
龍
視
か
ら
も
ら
っ
た
郷
土
の
本
」
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
書
物
な
の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
こ

こ
で
言
及
さ
れ
る
「
郷
土
」
と
は
ど
こ
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
引
用
箇
所

に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
こ
の
渋
川
の
回
想
で
は
、
初
め
に
九
州
の
こ
と
が

話
題
に
挙
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
横
光
の
父
の
故
郷
で
あ
る

大
分
県
宇
佐
郡
長
峰
村
（
当
時
）
に
話
が
及
ぶ
。
ま
た
、
横
光
に
本
を
与
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え
た
と
い
う
古
賀
の
故
郷
も
九
州
福
岡
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
を
考

え
る
と
、
こ
の
「
郷
土
」
と
い
う
の
は
九
州
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
単
に
、
古
賀
の
郷
土
で
あ
る
福
岡
の
話
が

書
い
て
あ
る
本
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
、
「
ヒ
ミ

コ
の
こ
と
が
出
て
い
た
」
と
い
う
条
件
が
加
わ
る
。
『
邪
馬
台
国
事
典

改
訂
版

（
十
二
）

』
掲
載
の
、
邪
馬
台
国
や
卑
弥
呼
に
関
す
る
文
献
目
録
を
も

と
に
調
査
を
進
め
る
と
、
右
の
条
件
を
満
た
す
文
献
と
し
て
渡
辺
村
男
『
耶

馬
台
国
探
見
記
』
が
浮
上
す
る
。
こ
の
本
は
大
正
四
年
三
月
に
福
岡
の
山

門
郡
に
あ
る
柳
河
新
報
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
後
に
渡
辺
本
人
が

「
筑
紫
史
談
」
誌
上
で
述
べ
た

（
十
三
）

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
百
数
十
部
と
い

う
ご
く
少
部
数
の
出
版
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
い
い
も
の
を
あ
げ
よ
う
」

と
い
う
古
賀
の
言
葉
も
、
こ
の
書
が
そ
の
よ
う
な
稀
覯
書
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
は
、
白
鳥
庫
吉
の
邪

馬
台
国
九
州
説
に
依
拠
し
つ
つ
、
著
者
の
渡
辺
が
筑
後
を
実
際
に
歩
き
な

が
ら
、
そ
の
地
名
や
史
跡
に
つ
い
て
折
々
神
代
の
伝
説
や
伝
承
を
解
説
し

て
い
く
と
い
う
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
郷
土
の
話
を
書
い
て
あ
る
本
」

と
い
う
横
光
の
言
葉
と
合
致
す
る
。
ま
た
、
「
日
輪
」
の
舞
台
は
九
州
で

あ
り
、
そ
の
点
で
も
矛
盾
は
な
い
。
書
中
に
は
「
卑
弥
呼
」
と
い
う
節
が

あ
り
、
「
倭
人
伝
」
の
卑
弥
呼
に
関
す
る
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
耶
馬
台
国

も
と
亦
男
子
を
以
て
王
と
な
す
、
住
す
る
こ
と
七
八
十
年
、
倭
国
乱
れ
て

相
攻
伐
す
る
こ
と
歴
年
、
乃
ち
一
女
子
を
立
て
ゝ
王
と
な
す
名
を
卑
弥
呼

と
云
ふ
」
と
い
う
箇
所
、
ま
た
「
卑
弥
呼
、
鬼
道
を
事
と
し
能
く
妖
を
以

て
衆
を
惑
は
す
」
と
書
か
れ
た
箇
所
が
紹
介
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
対
す

る
宣
長
の
「
卑
弥
呼
、
妖
を
以
て
衆
を
惑
は
す
と
云
へ
る
唐
人
は
、
我
大

御
国
の
神
の
道
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
か
ゝ
る
漫
言
を
な
す
」
と
い
う
注
釈

が
紹
介
さ
れ
る
。
著
者
の
渡
辺
自
身
は
卑
弥
呼
に
つ
い
て
、
「
想
ふ
に
卑

弥
呼
は
筑
紫
諸
豪
中
の
家
柄
に
生
れ
、
且
つ
資
性
賢
明
に
し
て
敬
神
尊
皇

の
道
に
篤
く
、
諸
豪
を
駕
御
す
る
の
才
幹
あ
り
し
女
性
な
り
し
な
ら
ん
」

と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
他
に
「
日
輪
」
と
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
と
の
直
接
的

な
関
係
を
は
っ
き
り
と
示
す
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い

え
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
状
況
証
拠
を
鑑
み
る
に
、
「
友
人
の
古
賀
龍
視

か
ら
も
ら
っ
た
」
「
郷
土
の
話
を
書
い
て
あ
る
本
」
の
候
補
と
し
て
は
や

は
り
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
が
有
力
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の

文
献
目
録
に
は
、
他
に
条
件
を
満
た
す
書
物
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
横
光
は
、
古
賀
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
の
書
に
「
ヒ

ミ
コ
の
こ
と
が
出
て
い
た
」
の
を
読
み
、
卑
弥
呼
が
中
心
人
物
で
あ
る
物

語
を
構
想
し
た
。
と
す
れ
ば
、
横
光
は
も
と
も
と
、
「
日
輪
」
で
「
卑
弥

呼
」
を
描
く
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
に
は
、
「
日
輪
」
で
描
か
れ
た
よ
う
な
具
体
的

な
卑
弥
呼
の
姿
が
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
に
は
卑
弥
呼
に
関
す
る

「
倭
人
伝
」
の
記
述
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
卑
弥
呼
と
い
う

人
物
自
体
を
描
く
こ
と
そ
の
も
の
が
目
的
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
渋
川
の

回
想
の
次
の
箇
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
大
正
十
四
年
「
日
輪
」
は
映
画
化

さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
検
閲
基
準
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
横
光
は
「
検
事
局

に
呼
び
出
さ
れ
」
た
と
い
う
。
当
時
の
こ
と
を
横
光
は
、
「
い
ろ
い
ろ
の

こ
と
を
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、
僕
も
む
き
に
な
っ
て
、
あ
れ
は
、
古
代
生

活
の
『
美
』
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
説
明
し
ま
し
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。

彼
が
描
き
た
か
っ
た
の
は
、
古
代
の
生
活
で
あ
り
そ
こ
に
あ
る
「
美
」
で

あ
っ
た
。
古
賀
か
ら
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
を
手
渡
さ
れ
た
横
光
は
、「
古

代
生
活
の
『
美
』
」
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
書
が
言
及
し
た
「
ヒ

ミ
コ
」
と
彼
女
を
巡
る
男
達
の
物
語
を
構
想
し
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
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う
か
。

三

「
日
輪
」
に
描
か
れ
た
風
俗
と
そ
の
素
材

し
か
し
、
実
際
に
有
史
以
前
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
き
上
げ
る
に
は
、

そ
の
時
代
の
風
俗
の
詳
細
を
知
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
横
光

は
、
今
東
光
に
「
考
古
学
や
、
風
俗
資
料
や
、
勿
論
、
日
本
古
代
史
に
関

す
る
書
物
」
を
借
り
に
来
た
。
ま
た
、
「
本
郷
や
神
田
の
古
本
屋
を
ま
わ

っ
て
、
立
見
し
た
」
。
確
か
に
同
時
代
に
は
「
日
輪
」
に
用
い
ら
れ
た
語

彙
を
多
く
含
む
雑
誌
記
事
や
書
物
が
あ
る
。
そ
の
例
を
次
に
確
認
し
た
い
。

ま
ず
、
「
卑
弥
呼
は
残
つ
た
管
玉
を
引
き
た
れ
た
裳
裾
の
端
で
掃
き
散

ら
し
な
が
ら
、
彼
の
方
へ
走
り
寄
つ
た
【
「
日
輪
」
一
、
以
下
章
の
み
】」

「
彼
女
は
美
し
く
装
ひ
を
凝
し
た
淡
竹
色
の
裳
裾
を
曳
き
な
が
ら
、
泉
の

傍
へ
近
寄
つ
て
水
を
汲
ん
だ
【
六
】
」
な
ど
、
長
い
裳
を
引
く
女
性
の
服

装
の
記
述
が
示
さ
れ
た
資
料
と
し
て
は
、
「
女
子
の
衣
服
に
は
、
腰
か
ら

下
に
長
い
裳
が
つ
け
ら
れ
始
め
た
【
和
辻

（
十
四
）

】
」
、
「
男
子
の
裳
は
、
普

通
短
く
し
て
、
膝
の
あ
た
り
迄
な
る
が
、
女
子
の
は
長
く
し
て
、
地
を
曳

く
許
り
で
あ
つ
た
【
林

（
十
五
）

】
」
、「
裳
は
腰
巻
の
襞
あ
る
如
き
も
の
に
て
、

男
子
の
は
丈
短
く
膝
に
至
り
、
女
子
の
は
長
く
し
て
足
頸
に
達
す
【
江
馬

一
（
十
六
）

】」
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
「
卑
弥
呼
は
薄
桃
色
の
染
衣
に
身
を
包
ん
で
【
一
】
」
、「
彼
の
頭

は
嫁
菜
の
汁
で
染
め
ら
れ
た
藍
色
の
苧
の
布
を
巻
き
つ
け
【
十
五
】
」
、「
そ

の
周
囲
で
宮
の
婦
女
た
ち
は
、
赤
と
虎
斑
に
染
つ
た
衣
を
巻
い
て
、
【
二

十
一
】」
な
ど
、
「
日
輪
」
で
は
、
植
物
の
汁
で
布
を
染
め
る
風
習
が
描
か

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
風
俗
が
説
明
さ
れ
た
同
時
代
の
文
献
と
し
て
は
、「
衣

服
は
麻
布
か
絹
布
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
班
ら
に
紅
青
に
染
め
、
男
は

マ
マ

横
幅
に
つ
な
ぎ
連
ね
て
着
る
【
和
辻
】」
、「
当
時
の
染
色
法
は
、
或
は
赤
土

は

に

を
以
て
、
（
中
略
）
或
は
植
物
を
以
て
、
染
め
、
摺
り
な
ど
、
し
た
も
の

で
あ
る
【
林
】
」
、
「
草
木
の
花
葉
果
実
を
、
又
そ
の
汁
を
摺
り
つ
け
て
染

め
た
の
で
あ
る
【
明
石

（
十
七
）

】
」
「
草
木
の
汁
を
煎
じ
出
し
て
布
を
染
め
る

の
で
あ
る
【
明
石
】
」
、
「
染
色
の
事
全
く
な
き
に
あ
ら
ず
、
染
料
は
す
べ

て
草
根
木
皮
を
用
ひ
（
中
略
）
又
土
を
用
ひ
て
染
む
る
こ
と
あ
り
【
江
馬

一
】」
な
ど
が
あ
る
。

他
に
、
毛
皮
を
纏
う
卑
弥
呼
の
様
子
は
、
「
日
輪
」
で
は
「
卑
弥
呼
は

毛
皮
を
被
つ
て
若
者
の
方
を
振
り
向
い
た
【
二
】
」
、
「
卑
弥
呼
は
鹿
の
毛

皮
に
身
を
包
ん
で
【
二
】
」
、
「
毛
皮
を
身
に
纏
つ
て
横
は
つ
て
ゐ
る
不
弥

の
女
の
傍
に
【
二
十
一
】
」
と
描
か
れ
る
が
、
「
寝
る
時
に
は
布
帛
獣
皮
の

類
で
身
を
蔽
う
た
【
阪
倉

（
十
八
）

】
」
、
「
衣
服
は
織
物
よ
り
も
寧
ろ
獣
皮
を

多
く
用
ひ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
。
（
中
略
）
獣
皮
は
熊
、
鹿
、
猪
、
狐
な

ど
、
皆
使
用
さ
れ
た
に
相
違
な
い
【
西
村

（
十
九
）

】
」
な
ど
に
、
そ
の
習
慣

の
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

身
体
の
装
飾
の
う
ち
、
刺
青
に
つ
い
て
は
「
倭
人
伝
」
に
「
皆
黥
面
文

身
」
と
あ
る
。
「
文
身
」
の
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
複
数

の
理
解
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
「
日
輪
」
で
は
、「
彼
は
（
中
略
）
、

渦
巻
く
蔓
の
刺
青
を
描
い
た
唇
を
泉
に
つ
け
た
【
序
章
】
」
、
「
爾
の
唇
の

刺
青
は
蔓
で
あ
る
。
爾
は
奴
国
の
王
子
で
あ
ら
う
【
三
】
」
、
「
そ
の
前
に

は
、
背
中
と
胸
と
に
無
数
の
細
い
蜥
蜴
の
絵
で
も
つ
て
、
大
き
な
一
つ
の

蜥
蜴
を
刺
青
し
た
一
人
の
奴
隷
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
【
十
五
】
」
な
ど
、

刺
青
の
あ
る
男
性
の
描
写
が
多
い
。
ま
た
、
刺
青
の
種
類
や
そ
れ
が
施
さ

れ
た
部
位
で
そ
の
人
物
の
地
位
が
判
断
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
奴
国
の
王

子
で
あ
る
長
羅
の
場
合
は
蔓
や
玦
、
奴
隷
の
場
合
は
蜥
蜴
模
様
の
刺
青
で

あ
る
。「
身
体
の
装
飾
に
は
、
男
子
の
い
れ
ず
み
、
女
子
の
丹
朱
が
あ
る
。
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い
れ
ず
み
は
左
或
は
右
、
大
或
は
小
、
尊
卑
に
従
つ
て
差
別
が
あ
る
【
和

辻
】
」
と
い
う
説
明
は
、
長
羅
の
刺
青
の
場
所
や
種
類
を
み
て
そ
の
身
分

を
判
断
す
る
箇
所
や
、
長
羅
と
奴
隷
と
の
あ
い
だ
に
刺
青
の
違
い
が
あ
る

こ
と
に
合
致
す
る
だ
ろ
う

（
二
十
）

。
「
そ
の
劄
青
の
位
置
は
、
一
、
両
眉
か

ら
鼻
へ
か
け
、
兼
ね
て
口
の
辺
に
施
し
た
も
の
、
二
、
双
頬
に
横
に
施
し

た
も
の
、
三
、
両
眼
の
周
囲
、
四
、
口
の
上
部
に
施
し
た
も
の
、
な
ど
種

々
あ
つ
た
や
う
で
、
そ
の
劄
青
は
直
線
、
楕
円
及
び
円
周
の
一
部
、
正
円

な
ど
幾
何
学
的
の
左
右
相
称
、
極
め
て
規
則
正
し
い
文
様
と
な
つ
て
居
る

【
江
馬
二

（
二
十
一
）

】
」
と
い
う
記
事
は
、
「
日
輪
」
の
蔓
や
玦
と
い
う
刺
青

の
種
類
に
通
じ
る
。
蜥
蜴
の
形
を
し
た
刺
青
と
い
う
風
俗
を
説
明
し
た
文

献
は
少
な
い
が
、
鳥
居
龍
蔵
『
有
史
以
前
乃
日
本

（
二
十
二
）

』
に
「
「
倭
人
伝
」

に
は
文
身
の
図
様
の
記
述
は
少
し
も
書
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
（
中
略
）
殊

更
に
書
き
こ
そ
し
ま
せ
ん
が
、
龍
子
の
如
き
図
様
を
文
身
に
し
た
様
に
考

へ
ら
れ
ま
す
」
と
あ
る
の
が
近
い
。
た
だ
し
、
安
藤
正
次
『
日
本
文
化
史

一

古
代

（
二
十
三
）

』
に
は
、
こ
の
鳥
居
の
説
が
引
用
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

直
接
『
有
史
以
前
乃
日
本
』
を
見
ず
と
も
こ
の
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き

た
。
『
有
史
以
前
乃
日
本
』
に
は
出
土
品
に
つ
い
て
の
考
察
部
に
、
「
支
那

の
「
玦
」
の
文
字
は
古
い
所
か
ら
見
え
ま
す
。
実
に
其
文
字
の
示
す
如
く

環
の
一
ケ
所
が
切
ら
れ
て
居
り
ま
す
」
と
、
「
日
輪
」
の
刺
青
模
様
で
あ

る
「
玦
」
の
字
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
日
輪
」
に
は
結
婚
の
宴
を
前
に
し
た
卑
弥
呼
が
、
「
兎
の
背
骨
を
焼

い
た
粉
末
を
顔
に
塗
る
と
、
そ
の
上
か
ら
辰
砂
の
粉
を
両
頬
に
掃
き
流
し

た
【
八
】
」
と
い
う
描
写
が
あ
る
。
顔
面
に
紅
色
を
施
す
文
化
は
「
女
子

は
、
容
顔
を
粧
ふ
為
に
、
頬
、
額
な
ど
に
、
紅
色
を
施
し
【
林
】
」
、
「
婚

姻
の
夜
に
花
嫁
が
顔
に
赤
泥
を
塗
つ
て
来
る
【
江
馬
二
】
」
、
「
女
子
の
化

粧
は
（
中
略
）
特
に
顔
色
を
紅
に
す
る
た
め
に
赤
土
を
用
ゐ
【
阪
倉
】
」

は

に

な
ど
多
く
の
文
献
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

男
性
が
頭
髪
を
角
髪
に
結
う
風
習
は
多
く
の
文
献
に
説
明
さ
れ
て
い
る

の
で
、
特
定
の
文
献
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら

な
い
。
一
方
、
女
性
が
頭
を
装
飾
す
る
風
俗
に
つ
い
て
は
、
「
日
輪
」
に

「
彼
女
の
頭
髪
に
は
、
山
鳥
の
保
呂
羽
を
雪
の
や
う
に
降
り
積
も
ら
せ
た

冠
の
上
か
ら
、
韓
土
の
瑪
瑙
と
翡
翠
を
連
ね
た
玉
鬘
が
懸
か
つ
て
ゐ
た

【
八
】
」
、
「
宮
の
婦
人
た
ち
は
彼
ら
の
前
で
、
ま
だ
花
咲
か
ぬ
忍
冬
を
頭

に
巻
い
た
鈿
女
と
な
つ
て
、酒
楽
の
唄
を
謡
ひ
な
が
ら
踊
り
始
め
た
【
四
】」

な
ど
の
描
写
が
あ
る
。
江
馬
務
『
日
本
風
俗
史
綱
』
に
、
「
髻
華
は
美
し

う

づ

き
花
葉
等
を
頭
に
挿
し
て
装
飾
と
す
る
も
の
に
し
て
（
中
略
）
、
時
と
し

て
は
鳥
の
羽
毛
を
も
用
ひ
し
こ
と
す
ら
あ
り
き
」
、
「
鬘
は
蔓
草
、
樹
の
枝

葉
、
花
又
は
、
玉
を
貫
き
し
緖
を
頭
に
巻
き
若
く
は
巻
き
垂
る
ゝ
こ
と
に

し
て
、
蔓
草
を
「
か
づ
ら
」
と
い
ふ
こ
と
も
、
こ
れ
よ
り
始
る
と
い
ふ
。

そ
の
蔓
草
は
五

味
、
忍
冬
、
葡
萄
（
野
葡
萄
）
、
日
蔭
、
百
部
、
甘
蔓
な

さ
ね
か
づ
ら

に
ん
ど
う

ほ

ど

あ
ま
づ
ら

ど
な
り
」
と
あ
り
、「
日
輪
」
の
描
写
と
近
い
風
習
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
物
語
冒
頭
の
「
乙
女
た
ち
の
一
団
は
水
甕
を
頭
に
載
せ
て
【
序
章
】
」

と
い
う
風
俗
に
つ
い
て
は
、
高
橋
健
自
「
日
本
原
史
時
代
の
服
飾

（
二
十
四
）

」

が
「
今
の
伊
豆
諸
島
の
女
子
が
す
る
や
う
に
容
器
を
頭
上
に
の
せ
て
ゐ
る

状
を
模
し
た
」
と
い
う
埴
輪
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
り
、
横
光
は
こ
の
よ

う
な
資
料
を
通
じ
て
知
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

他
に
は
、
卜
占
に
つ
い
て
、
「
日
輪
」
に
は
「
一
人
の
膳
夫
は
松
明
の

焔
の
上
で
、
鹿
の
骨
を
焙
り
な
が
ら
明
日
の
運
命
を
占
つ
て
ゐ
た
【
三
】
」
、

「
菱
殻
の
焼
粉
の
黄
色
い
灰
の
上
で
は
、
桜
の
枝
と
鹿
の
肩
骨
と
が
積
み

上
げ
ら
れ
て
燃
え
上
つ
た
【
五
】」
な
ど
の
描
写
が
あ
る
が
、
「
何
事
か
を

始
め
る
場
合
に
も
し
疑
惑
が
あ
れ
ば
、
骨
を
灼
い
て
卜
し
、
吉
凶
を
占
ふ

【
和
辻
】」
と
い
う
記
述
の
他
、
「
太
占
の
法
が
、
鹿
の
骨
を
波
々
迦
の
木
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で
焼
い
て
占
ふ
も
の
で
あ
る
（
中
略
）
波
々
迦
の
木
と
い
ふ
の
は
、
「
カ

ニ
ハ
ザ
ク
ラ
」
又
は
「
カ
バ
ザ
ク
ラ
」
と
い
ひ
【
安
藤
】
」
と
あ
る
の
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
に
は
、
「
仁
徳
記
」
に
鹿
を
「
弓
で
射

殺
す
と
い
ふ
事
、
そ
の
肉
を
塩
に
つ
け
て
食
す
る
と
い
ふ
事
が
見
え
て
ゐ

る
【
安
藤
】
」
と
あ
り
、「
日
輪
」
の
「
神
庫
の
裏
の
篠
屋
で
は
、（
中
略
）

速
成
の
鹿
の
漬
物
が
作
ら
れ
て
ゐ
た
。
兵
士
た
ち
は
広
場
か
ら
運
ん
だ
裸

体
の
鹿
を
、
地
中
に
埋
ま
つ
た
大
甕
の
中
へ
塩
塊
と
一
緒
に
投
げ
込
む
と

彼
ら
は
そ
の
上
で
枯
葉
を
焚
い
た
【
二
十
】」
と
い
う
肉

醤
を
つ
く
る
場

し
し
び
し
お

面
と
重
な
る
。
戦
争
に
備
え
て
弓
を
作
る
場
面
に
は
「
森
か
ら
は
弓
材
に

な
る
檀
や
槻
や
梓
が
切
り
出
さ
れ
【
六
】
」
と
あ
る
が
、
後
藤
守
一
「
原

始
時
代
の
武
器
・
武
装

（
二
十
五
）

」
の
記
述
は
、
「
我
が
上
代
の
弓
は
梓
・
檀

・
槻
等
の
木
材
を
用
ひ
し
が
如
く
」
と
、
弓
の
材
料
が
一
致
す
る
。

奴
国
、
投
馬
国
と
い
っ
た
地
名
は
、
『
耶
馬
台
国
探
見
記
』
や
『
日
本

古
代
文
化
』
を
は
じ
め
、
「
倭
人
伝
」
に
つ
い
て
論
じ
た
文
献
に
は
多
く

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
頭
椎
・
膳
夫
・
斎
杭
・
蒸
衾
・
栲
衾
・
琅
玕
・
勾
玉

・
神
庫
・
八
尋
殿
・
童
男
と
い
っ
た
記
紀
に
由
来
す
る
語
彙
も
、
古
代
史

や
古
代
風
俗
に
関
す
る
文
献
の
多
く
に
見
ら
れ
る
。
特
に
、
和
辻
の
『
日

本
古
代
文
化
』
は
記
紀
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
「
日
輪
」
の
語
彙
の
多
く

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
龍
頭
を
柄
頭
に
飾
る
よ
り

も
、
単
純
に
円
く
ふ
く
ら
ん
だ
頭
椎
を
柄
頭
と
す
る
方
が
、
彼
ら
に
は
好

も
し
か
つ
た
」
、
「
八
十
膳
夫
が
剣
を
抜
く
の
で
あ
る
」
、
「
斎
杭
に
は
鏡
を

か
け
、
真
杭
に
は
真
玉
を
掛
け
」
、
「
蒸
し

衾

和
や
が
下
に
、
栲

衾
さ
や

ぶ
す
ま
に
こ

た
く
ぶ
す
ま

ぐ
が
下
に
」
、
「
琅
玕
の
勾
玉
、
甲
冑
、
刀
剣
な
ど
」
、
「
天
の
御
柱
を
見
立

て
、
八
尋
殿
を
見
立
つ
」
、「
神
庫
高
し
と
雖
、
我
よ
く
神
庫
の
た
め
に
梯

を
造
む
」
、
「
こ
ゝ
に
大
長
谷
の
王
子
、
其
当
時
童
男
な
り
し
が
」
な
ど
が

お
ほ
は
つ
せ

み

こ

そ

の

か

み

を

ぐ

な

そ
う
で
あ
る
。
「
日
輪
」
で
目
立
つ
「
耶
馬
台
」
と
い
う
ル
ビ
も
、
『
日
本

ヤ

マ

ト

古
代
文
化
』
中
に
、
「
邪
馬
台
の
国
は
突
如
と
し
て
消
え
た
」
な
ど
用
例

ヤ

マ

ト

を
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
語
彙
の
他
、
饗

宴
の
描
写
な
ど
も
、
「
日
輪
」
と
『
日
本
古
代
文
化
』
と
は
他
の
文
献
に

比
し
て
似
通
っ
た
部
分
が
多
い
。「
日
輪
」
で
宴
の
場
面
は
、
た
と
え
ば
、

「
宮
の
婦
人
た
ち
は
彼
ら
の
前
で
、
ま
だ
花
咲
か
ぬ
忍
冬
を
頭
に
巻
い
た

鈿
女
と
な
つ
て
、
酒
楽
の
唄
を
謡
ひ
な
が
ら
踊
り
始
め
た
。
数
人
の
若
者

か
ら
な
る
楽
人
は
、
槽
や
土
器
を
叩
き
つ
ゝ
二
絃
の
琴
に
調
子
を
打
つ
た

を
け

【
四
】
」
、
「
白
洲
の
中
央
で
は
、
薏
苡
の
実
を
髪
飾
り
と
な
し
た
鈿
女
ら

が
山
韮
を
振
り
な
が
ら
、
酒
楽
の
唄
を
謡
ひ
上
げ
て
踊
り
始
め
た
【
八
】
」

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
。
一
方
、
『
日
本
古
代
文
化
』
に
は
、
「
伏
せ
た
槽を

け

の
上
で
、
一
人
の
女
が
、
足
を
ふ
み
と
ど
ろ
か
せ
つ
ゝ
、
半
裸
体
に
な
つ

て
踊
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
（
中
略
）
上
代
の
舞
踏
の
一
面
を
示
す
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
、
「
来
目
歌
、
志
都
歌
、
酒
楽
歌
な
ど
と
呼
ば
れ
て
ゐ

る
も
の
は
、
恐
ら
く
饗
宴
に
於
て
常
に
歌
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
、
「
自

ら
踊
る
べ
き
踊
り
の
な
か
か
ら
、
見
る
べ
き
踊
り
が
生
れ
出
る
。（
中
略
）

こ
こ
で
は
『
琴
』
が
伴
奏
と
し
て
現
は
れ
る
」
、
「
か
く
重
大
視
せ
ら
れ
る

饗
宴
は
、
多
く
昼
夜
を
通
じ
た
長
い
宴
飲
で
あ
つ
て
、
夜
に
な
れ
ば
か
ゞ

り
火
を
た
き
、
夜
を
徹
し
て
飲
み
歌
ひ
舞
ふ
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
即
ち

会
場
の
大
部
分
は
室
外
で
あ
り
、
ま
た
〳
〵
野
外
で
も
あ
る
」
、「
多
数
の

鈿
女
や
多
数
の
ほ
す
せ
り
が
、
足
を
ふ
み
と
ゞ
ろ
か
し
、
腰
を
も
ぢ
り
、

手
足
を
は
ね
上
げ
て
、
歌
ひ
つ
ゝ
踊
る
」
な
ど
と
書
か
れ
て
お
り
、
横
光

が
こ
れ
ら
の
記
述
を
材
料
に
「
日
輪
」
の
饗
宴
の
描
写
を
練
り
上
げ
た
可

能
性
は
高
い
。

こ
の
よ
う
に
、
横
光
自
身
の
証
言
の
他
、
内
容
の
面
か
ら
も
、
横
光
は

「
日
輪
」
執
筆
に
際
し
て
、
少
な
く
と
も
『
日
本
古
代
文
化
』
は
参
照
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
稿
者
が
調
査
し
得
た
範
囲
内
で
は
あ
る
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が
、
他
の
文
献
に
は
な
く
、
「
日
輪
」
と
『
日
本
古
代
文
化
』
の
間
に
だ

け
共
通
す
る
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
に
な
る
だ
ろ

う
。
「
日
輪
」
に
は
殉
死
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
「
さ
う

し
て
、
王
妃
と
、
王
の
三
頭
の
乗
馬
と
、
三
人
の
童
男
と
は
、
殉
死
者
と

し
て
首
か
ら
上
を
空
間
に
擡
げ
た
ま
ゝ
そ
の
山
に
埋
め
ら
れ
た
。
貞
淑
な

王
妃
を
除
い
た
他
の
殉
死
者
の
悲
痛
な
叫
喚
は
、
終
日
終
夜
、
秋
風
の
ま

ゝ
に
宮
の
う
へ
を
吹
き
流
れ
た
【
二
十
四
】」
。
一
方
、『
日
本
古
代
文
化
』

に
も
、
日
本
書
紀
の
「
『
近
習
者
を
集
へ
て
生
き
な
が
ら
陵
の
め
ぐ
り
に

埋
め
立
つ
。
数
日
は
死
な
ず
し
て
昼
夜
泣
き
叫
び
、
遂
に
死
し
て
爛
腐
り

お
ら

く
ち

ぬ
』
と
い
ふ
描
写
」
に
言
及
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
先
に
挙
げ
た
中
川
論
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
横
光
が
こ
の
箇
所
を
、
直
接
、
日
本
書
紀
か
ら
摂
取

し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
考
古
学
や
、
風
俗
資
料
や
、

勿
論
、
日
本
古
代
史
に
関
す
る
書
物
」
か
ら
情
報
を
得
た
と
い
う
証
言
に

加
え
、
実
際
に
右
の
よ
う
な
歴
史
資
料
に
記
紀
の
語
彙
や
逸
話
が
載
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
や
は
り
横
光
は
同
時
代
文
献
を
通
じ
て
材

料
を
得
た
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。

以
上
、
「
日
輪
」
の
描
写
に
類
似
す
る
記
述
を
含
む
文
献
を
い
く
つ
か

挙
げ
た
が
、
調
査
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
る
こ
と
は
、
横
光
が
『
日
本
古
代

文
化
』
を
は
じ
め
、
古
代
風
俗
に
関
す
る
様
々
な
文
献
に
目
を
通
し
て
、

材
料
と
な
り
そ
う
な
箇
所
や
語
彙
を
拾
い
上
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
身
の
デ
ビ
ュ
ー
作
を
作
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
横
光
は
、
そ
の
素
材

を
広
く
探
し
回
り
、
そ
れ
ら
を
縦
横
の
糸
に
し
な
が
ら
「
日
輪
」
を
編
み

上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四

『
言
海
』
の
利
用

本
稿
「
二
」
で
引
用
し
た
渋
川
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
横
光
は
「
日
輪
」

の
創
作
過
程
で
、
「
大
槻
さ
ん
の
『
言
海
』」
を
「
な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
読

み
か
え
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
作
品
を
書
く
の
に
必
要
な
語
彙
を
書
き
抜

い
た
」
と
い
う
。
ま
た
「
三
」
で
は
、
横
光
が
同
時
代
の
文
献
か
ら
古
代

文
化
に
関
す
る
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
横
光
は
、
そ
の
よ
う

に
し
て
摘
記
し
た
語
の
意
味
や
漢
字
表
記
を
、
あ
ら
た
め
て
『
言
海
』
で

確
認
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
横
光
の
『
言
海
』
利
用

の
様
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

た
と
え
ば
、
古
代
史
に
関
す
る
同
時
代
文
献
の
多
く
で
は
「
ミ
ヅ
ラ
」

を
「
美
豆
良
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
「
日
輪
」
で
は
「
角
髪
」
と
表
記

さ
れ
る
。
そ
し
て
『
言
海
』
の
見
出
し
の
表
記
も
「
日
輪
」
と
同
じ
く
「
角

髪
」
で
あ
る
。
ま
た
植
物
名
に
つ
い
て
は
、
前
掲
中
川
論
の
指
摘
す
る
よ

う
な
古
辞
書
、
あ
る
い
は
『
古
事
類
苑
』
な
ど
近
代
の
百
科
事
典
を
用
い

て
そ
の
知
識
を
得
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
「
野
老
／
薢
（
と
こ
ろ
）
」
「
莔

麻
／
莔
／
青
麻
（
い
ち
び
）
」
の
よ
う
に
複
数
の
漢
字
表
記
を
持
つ
も
の

は
、
「
日
輪
」
と
『
言
海
』
の
表
記
が
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
。
横
光
は

『
言
海
』
を
熟
読
し
、
そ
こ
か
ら
「
日
輪
」
を
書
く
の
に
必
要
な
語
彙
を

書
き
抜
い
た
と
い
う
が
、
古
語
の
見
出
し
語
の
頭
に
波
括
弧
（
｛
）
を
付

し
、
古
語
と
現
代
語
と
を
区
別
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
『
言
海
』

は
、
そ
の
よ
う
な
利
用
法
に
適
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
千
頁
以

上
も
あ
る
辞
書
を
、
文
字
通
り
通
読
し
、
創
作
に
用
い
る
語
を
選
定
し
た

と
は
考
え
に
く
い
。
次
の
表
は
「
日
輪
」
初
出
本
文
に
含
ま
れ
る
特
異
な

語
彙

（
二
十
六
）

が
『
言
海
』
の
ど
の
頁
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
た

も
の
で
あ
る

（
二
十
七
）

。
ま
た
、
出
現
の
様
子
を
十
頁
ご
と
に
ま
と
め
て
グ

ラ
フ
に
し
た
も
の
が
図
表
一
で
あ
る
。
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表
記

『
言
海
』
項
目

『
言
海
』
頁

朱
実

あ
け
み

一
〇

薊

あ
ざ
み

一
三

有
明

あ
り
あ
け

四
二

青
物

あ
を
も
の

四
七

石
窖

い
し
ぐ
ら

五
六

櫟

い
ち
い

六
五

莔
麻

い
ち
び

六
六

祝
瓮

い
は
ひ
べ

八
七

酒
盞

う
く
は

九
六

樫
鳥

か
け
す

一
八
一

鰍

か
じ
か

一
八
七

膳
夫

か
し
は
で

一
八
八

酢
漿
草

か
た
ば
み
そ
う

一
九
四

土
器

か
は
ら
け

二
〇
八

巫
祝

か
む
な
ぎ

二
二
四

冠
物

か
ぶ
り
も
の

二
一
二

萱

か
や

二
二
七

榧

か
や

二
二
七

苧

か
ら
む
し

二
三
二

刈
薦

か
り
ご
も
の

二
三
三

雁
股

か
り
ま
た

二
三
三

刈
萱

か
る
か
や

二
三
四

釧

く
し
ろ

二
七
五

楠

く
す

二
七
五

薬
煉

く
す
ね

二
七
六

管
玉

く
だ
だ
ま

二
七
八

経
水

け
い
す
い

三
〇
九

欅

け
や
き

三
二
八

蘚
苔

こ
け

三
三
九

木
舞

こ
ま
ひ

三
六
四

酒
楽

さ
か
ほ
が
ひ

三
八
九

柘
榴

ざ
く
ろ

三
九
五

紫
竹

し
ち
く

四
四
九

忍
竹

し
の
ぶ

四
五
九

篠
屋

し
の
や

四
六
〇

使
部

し
ぶ

四
六
三

生
薑

し
や
う
が

四
八
三

獮
猴
桃

し
ら
く
ち

五
一
〇

辰
砂

し
ん
し
や

四
七
四

忍
冬

す
ひ
か
づ
ら

五
三
三

簀
垣

す
が
き

五
一
九

杉
菜

す
ぎ
な

五
二
二

宿
禰

す
く
ね

五
二
三

蘿
蔔

す
ず
し
ろ

五
二
七

菘

す
ず
な

五
二
七

麁
酒

そ
し
ゆ

五
七
一

征
矢

そ
や

五
七
九

太
夫

た
い
ふ

五
八
九

大
夫

だ
い
ぶ

五
八
九

高
殿

た
か
ど
の

五
九
七

栲
被

た
く
ぶ
す
ま

六
〇
一

田
鶴

た
づ

六
一
〇

手
火

た
び

六
一
七

玉
垣

た
ま
が
き

六
二
〇

玉
鬘

た
ま
か
づ
ら

六
二
〇

鐶

た
ま
き

六
二
〇

玉
串

た
ま
ぐ
し

六
二
〇

霊
床

た
ま
ど
こ

六
二
一

楤

た
ら

六
二
九

垂
木

た
る
き

六
三
〇

白
茅

ち
が
や

六
三
四

千
木

ち
ぎ

六
三
五

槻

つ
き

六
六
一

蔦

つ
た

六
六
七

茅
花

つ
ば
な

六
七
三

兵
士

つ
は
も
の

六
七
三

海
螺

つ
び

六
七
三

鷸
子

つ
ぶ
り

六
七
四

鯨
波

と
き

七
一
〇

毒
空
木

ど
く
う
つ
ぎ

七
一
一

野
老

と
こ
ろ

七
一
四
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和
稲

に
ぎ
し
ね

七
六
〇

贄
殿

に
へ
ど
の

七
六
八

瓊
矛

ぬ
ぼ
こ

七
七
七

合
歓
木

ね
む

七
八
四

宝
鐸

は
う
ち
や
く

八
〇
一

鮠

は
え

八
〇
二

萩

は
ぎ

八
〇
五

沙
魚

は
ぜ

八
一
五

櫨

は
ぜ

八
一
五

馬
氈

ば
せ
ん

八
一
五

幢

は
た
ぼ
こ

八
一
七

馬
爪

ば
づ

八
二
〇

君
長

ひ
と
こ
の
か
み

八
六
三

兵
部

ひ
や
う
ぶ

八
七
五

太
藺

ふ
と
ゐ

九
〇
〇

行
器

ほ
か
ゐ

九
二
一

火
串

ほ
ぐ
し

九
二
二

火
口

ほ
ぐ
ち

九
二
二

神
庫

ほ
く
ら

九
二
三

鉾

ほ
こ

九
二
三

矛
木

ほ
こ
ぎ

九
二
三

帳

ほ
こ
だ
ち

九
二
三

榾
柮

ほ
だ

九
二
六

酸
漿

ほ
ほ
づ
き

九
三
一

法
螺

ほ
ら

九
三
四

刺
青

ほ
り
も
の

九
三
五

保
呂
羽

ほ
ろ
ば

九
三
六

勾
玉

ま
が
た
ま

九
三
八

真
菰

ま
こ
も

九
三
四

真
砂

ま
さ
ご

九
四
三

真
澄
鏡

ま
す
み
の
か
が
み

九
四
六

檀

ま
ゆ
み

九
六
一

円
木

ま
ろ
き
ば
し

九
六
三

丸
屋

ま
ろ
や

九
六
三

瑞
籬

み
づ
が
き

九
七
四

角
髪

み
づ
ら

九
七
八

御
席

み
ま
し

九
八
一

宮
人

み
や
び
と

九
八
五

酒
瓮

み
わ

九
八
七

零
余
子

む
か
ご

九
八
七

木
槵
樹

む
く
ろ
じ

九
九
一

鼯
鼠

む
さ
さ
び

九
九
一

蒸
被

む
し
ぶ
す
ま

九
九
三

瑪
瑙

め
な
う

一
〇
〇
七

葎

も
ぐ
ら

一
〇
一
一

裳
裾

も
す
そ

一
〇
一
二

醨

も
そ
ろ

一
〇
一
二

盌

も
ひ

一
〇
一
八

身
屋

も
や

一
〇
二
一

諸
白
酒

も
ろ
は
く
ざ
け

一
〇
二
三

矢
鏃

や
じ
り

一
〇
三
〇

遣
戸

や
り
ど

一
〇
三
九

弓
弦

ゆ
づ
る

一
〇
四
六

弓
矯

ゆ
み
た
め

一
〇
四
六

弓
杖

ゆ
ん
づ
え

一
〇
四
六

薏
苡

よ
く
い

一
〇
五
〇

嫁
菜

よ
め
な

一
〇
五
七

琅
玕

ら
う
か
ん

一
〇
六
一

玄
猪

ゐ
の
こ

一
〇
九
四

麻
鞋

を
ぐ
つ

一
一
〇
一

童
男

を
ぐ
な

一
一
〇
一

槽

を
け

一
一
〇
一

尾
花

を
ば
な

一
一
〇
七
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図表一



- 22 -

表
や
グ
ラ
フ
を
見
る
と
、
『
言
海
』
の
、
た
と
え
ば
六
二
〇
頁
や
九
二

三
頁
の
前
後
に
「
日
輪
」
の
語
彙
が
多
く
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
、
九
二
一
頁
か
ら
九
四
〇
頁
に
か
け
て
の
二
〇
頁
に
は
、
合
計
十
四

個
も
の
語
が
登
場
し
て
い
る
。
辞
書
を
引
い
て
言
葉
の
意
味
を
確
認
す
る

だ
け
の
使
用
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
偏
り
が
生
じ
る
可
能
性
は
低
い
。
本

人
の
回
想
通
り
、
横
光
は
『
言
海
』
を
「
読
ん
で
」
、
「
日
輪
」
の
語
彙
を

摘
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
図
表
一
か
ら
考
え
る
に
、
横
光
は
一
つ
の

語
の
意
味
や
表
記
を
『
言
海
』
で
調
べ
、
そ
し
て
そ
の
際
、
前
後
の
頁
に

ま
で
目
を
通
し
て
、
小
説
で
用
い
る
の
に
適
し
た
言
葉
を
探
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
古
代
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
し
、
ま
た
そ
れ
に
リ
ア
リ
テ

ィ
を
持
た
せ
る
よ
う
な
言
葉
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
注
意
深
く
『
言
海
』

を
繰
る
横
光
の
姿
が
こ
の
図
表
に
は
刻
ま
れ
て
い
よ
う
。

五

「
日
輪
」
と
和
辻
哲
郎
『
日
本
古
代
文
化
』

渋
川
の
回
想
文
の
中
で
横
光
は
、
朝
鮮
旅
行
で
「
日
輪
」
の
着
想
を
得

た
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
に
和
辻
哲
郎
の
『
日
本
古
代
文
化

（
二
十
八
）

』

と
い
う
具
体
的
な
書
名
が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

「
日
輪
」
論
の
う
ち
、
こ
の
点
に
着
目
し
た
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

こ
の
回
想
の
中
に
は
他
に
も
横
光
が
『
日
本
古
代
文
化
』
に
言
及
す
る
箇

所
が
あ
る
。
「
二
」
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
大
正
十
四
年
、
「
日
輪
」
が
映

画
化
さ
れ
た
当
時
の
こ
と
を
回
想
し
た
次
の
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
高
橋
注
、
「
日
輪
」
が
映
画
化
さ
れ
た
際
）
そ
の
う
ち
検
事
局
に

呼
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
聞
か
れ
ま
し
た
の
で
、

僕
も
む
き
に
な
っ
て
、
あ
れ
は
、
古
代
生
活
の
『
美
』
を
表
現
し
た

も
の
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。
一
番
あ
と
で
、
も
し
『
日
輪
』
を
訴
え

る
な
ら
、
司
法
省
の
ほ
う
が
、
不
敬
罪
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の

は
、
自
分
は
ヒ
ミ
コ
を
天
照
大
神
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
和
辻

哲
郎
の
『
日
本
古
代
文
化
』
で
も
そ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
い
な
い
と

い
い
ま
す
と
、
そ
の
検
事
の
顔
が
、
キ
ッ
と
き
び
し
い
表
情
に
変
り

ま
し
た
よ
。

牧
野
守
『
日
本
映
画
検
閲
史
』
に
よ
れ
ば
、
『
神
代
劇
日
輪
』
と
題
さ
れ

た
こ
の
映
画
に
対
し
て
は
、
当
時
、
「
皇
国
史
観
に
も
と
づ
く
神
代
神
話

の
神
聖
を
冒
瀆
す
る
と
い
う
判
断
が
検
閲
当
局
に
あ
っ
た

（
二
十
九
）

」
と
い

う
。
同
書
は
検
閲
官
で
あ
る
田
島
太
郎
の
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
『
神
代

劇
日
輪
』
が
「
民
族
確
信
ニ
反
ス
ル
モ
ノ
」
と
い
う
検
閲
基
準
に
抵
触
す

る
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
田
島
は
そ
の
根
拠
の
一
つ
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

日
輪
、
と
云
ふ
題
名
と
、
卑
弥
呼
が
女
性
で
、
而
も
遂
に
独
身
の
儘

一
部
落
の
首
長
と
し
て
仰
が
れ
る
、
と
云
ふ
点
で
あ
り
ま
す
。
畏
多

い
事
で
あ
り
ま
す
が
、
天
照
大
御
神
は
、
御
威
徳
赫
々
、
正
に
太
陽

の
如
く
で
あ
り
ま
す
。
日
本
民
族
は
古
来
太
陽
崇
拝
の
思
想
が
盛
ん

で
あ
つ
た
為
め
、民
族
が
最
大
の
尊
崇
を
捧
げ
奉
る
所
の
皇
祖
神
を
、

そ
の
御
威
徳
の
赫
々
た
る
所
か
ら
、
一
面
に
は
太
陽
、
即
ち
、
日
輪
、

に
比
定
し
奉
つ
て
居
つ
た
事
は
御
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

天
照
大
御
神
は
御
女
性
に
渡
ら
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
高
天
原
を
統
治
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
以
上
の
諸
点

が
錯
交
し
て
、
心
な
い
者
共
が
、
此
の
劇
の
卑
弥
呼
な
る
者
は
、
天

照
大
御
神
を
、
よ
そ
乍
ら
写
し
奉
つ
た
形
代
で
で
も
あ
ら
う
か
と
幻

、
、

か
た
し
ろ
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想
す
る
様
な
事
が
万
一
に
も
あ
つ
て
は
、
そ
れ
こ
そ
大
変
で
あ
る
と

考
へ
た
次
第
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。（

三
十
）

こ
の
よ
う
に
当
局
は
、
鑑
賞
者
が
天
照
大
神
と
卑
弥
呼
と
を
重
ね
合
わ
せ

て
認
識
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
い
た
。
渋
川
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
横
光
は

そ
れ
に
対
し
て
、
「
自
分
は
ヒ
ミ
コ
を
天
照
大
神
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な

い
」
と
反
論
し
、
『
日
本
古
代
文
化
』
を
引
き
合
い
に
出
し
た
と
い
う
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
『
日
本
古
代
文
化
』
も
ま
た
「
日

輪
」
と
同
じ
く
思
想
的
な
側
面
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、
横
光
は
、

面
当
て
の
た
め
に
『
日
本
古
代
文
化
』
と
い
う
書
名
を
挙
げ
た
の
だ
と
、

一
応
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
『
日
本
古
代

文
化
』
が
当
局
か
ら
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
新
稿

日
本
古
代
文
化

（
三
十
一
）

』
序
の
「
こ
の
書
が
大
正
九
年
に
初
版
を
出
し
て

以
来
、
昭
和
二
十
年
ま
で
二
十
五
年
間
、
日
本
の
当
局
の
弾
圧
を
受
け
ず

に
、
何
人
に
も
読
ま
れ
得
る
状
態
に
あ
っ
た
」
と
い
う
和
辻
自
身
の
記
述

か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
日
本
古
代
文
化
』
と
い
う
書
名
は
な

に
も
、
検
事
に
対
す
る
当
て
こ
す
り
の
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
横
光
自
身
、「
日
輪
」
と
『
日
本
古
代
文
化
』

と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
を
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
二
」

で
論
じ
た
よ
う
に
、
横
光
が
「
日
輪
」
に
つ
い
て
、
物
語
の
中
心
人
物
で

あ
る
「
卑
弥
呼
」
を
描
く
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
「
古
代
生
活
の

『
美
』
」
と
い
う
全
体
的
な
も
の
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ
と
述
べ
た
こ

と
は
、
検
事
局
の
目
を
欺
く
た
め
の
韜
晦
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。

本
稿
「
三
」
で
は
、
『
日
本
古
代
文
化
』
を
含
め
、
横
光
が
参
照
し
た

可
能
性
の
あ
る
同
時
代
資
料
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
他
の
文
献
に
比
べ

て
、
特
に
『
日
本
古
代
文
化
』
と
「
日
輪
」
と
の
間
に
は
、
共
通
す
る
語

彙
や
情
報
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、「
日
輪
」

の
着
想
に
関
し
て
話
す
時
、
横
光
は
こ
の
書
に
言
及
し
て
い
る
。「
日
輪
」

執
筆
を
控
え
た
横
光
に
と
っ
て
、
『
日
本
古
代
文
化
』
に
は
、
語
彙
や
古

代
風
習
に
関
す
る
参
考
文
献
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。

『
日
本
古
代
文
化
』
の
特
徴
は
、
和
辻
自
身
が
書
中
で
「
古
事
記
が
そ

の
本
来
の
意
義
を
発
揮
す
る
の
は
」
、
そ
れ
を
「
想
像
力
の
産
物
と
し
て

鑑
賞
す
る
」
場
合
だ
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
古
事
記
の
芸
術
性
を
重

要
視
す
る
点
に
あ
る
。
同
時
代
の
書
評
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
山
本
光
郎

は
、
他
の
古
代
文
化
研
究
に
は
な
い
『
日
本
古
代
文
化
』
の
独
自
性
を
次

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。
「
著
者
は
先
づ
第
一
に
日
本
古
代
人
の
現
実

的
情
意
活
動
の
個
性
的
表
現
に
於
て
吾
が
古
代
文
化
の
核
心
を
把
握
し
よ

う
と
せ
ら
れ
た
」
、
「
著
者
は
古
事
記
の
想
像
的
活
動
と
し
て
の
芸
術
的
価

値
を
認
め
る
こ
と
に
由
つ
て
吾
が
古
代
人
の
情
意
生
活
の
反
映
た
る
神
話

宗
教
詩
歌
謡
の
如
き
あ
ら
ゆ
る
精
神
現
象
に
対
し
比
較
的
細
か
き
心
理
的

描
写
を
目
指
さ
う
と
し
た

（
三
十
二
）

」
。
す
な
わ
ち
、
和
辻
は
『
古
事
記
』
中

の
表
現
に
こ
そ
日
本
古
代
人
の
感
覚
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
そ
れ

を
細
か
く
見
て
い
く
こ
と
で
、
古
代
文
化
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
記
紀
が
他
の
古
代
文
化
研
究
で
も
基
本
史
料
で
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
多
く
の
場
合
重
視
さ
れ
た
の
は
そ
の
内
容
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
和
辻
は
記
紀
の
内
容
以
上
に
、
表
現
の
あ
り
方
に
こ
そ

古
代
人
の
心
性
が
現
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
『
日
本
古
代
文
化
』

は
、
古
事
記
の
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
、
古
代
人
の
ど
の
よ
う
な
心
性
に
迫

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
古
代
文
化
』
は
、
恋
愛
や
争
い
の
描
写
に
つ
い
て
、
「
（
古
事
記
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の
）
あ
ら
ゆ
る
恋
愛
の
描
写
は
、
た
と
へ
兄
妹
相
姦
で
あ
つ
て
も
、
透
明

に
し
て
朗
か
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
争
闘
の
描
写
も
、
弑
虐
と
残
虐
と
を
問

は
ず
、
常
に
同
じ
く
透
明
に
し
て
朗
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ

の
例
と
し
て
、
大
長
谷
王
（
大
泊
瀬
皇
子
）
の
復
讐
物
語
を
引
い
て
い
る
。

亡
父
が
天
皇
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
目
弱
王
（
眉
輪
王
）
は
安
康

天
皇
を
刺
殺
す
る
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
大
長
谷
王
が
軍
勢
を
率
い
て
目
弱

王
を
匿
う
都
夫
良
意
富
美
の
屋
敷
を
囲
む
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
つ

つ

ぶ

ら

お

お

み

い
て
和
辻
は
、
「
明
か
に
作
者
は
復
讐
欲
に
燃
え
た
大
長
谷
の
王
の
感
情

に
強
い
同
情
を
注
い
で
ゐ
る
。
し
か
し
ま
た
稚
い
目
弱
王
の
た
め
に
身
命

を
犠
牲
に
す
る
つ
ぶ
ら
お
ほ
み
の
感
情
に
も
、
同
じ
く
強
い
同
情
を
注
ぐ
。

こ
ゝ
に
は
弑
虐
に
対
す
る
道
徳
的
批
判
は
全
然
な
い
」
と
指
摘
し
、
そ
こ

に
古
代
人
の
「
無
心
」
や
「
透
明
」
を
見
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
道

徳
的
価
値
観
に
よ
っ
て
物
語
や
人
物
を
評
価
す
る
こ
と
の
な
い
『
古
事
記
』

の
「
無
心
」
に
つ
い
て
、
「
右
の
如
き
無
心
の
美
し
さ
は
、
必
然
的
に
内

容
の
深
刻
さ
を
欠
く
。
（
中
略
）
例
へ
ば
大
長
谷
の
王
子
は
、
そ
の
復
讐

欲
に
か
ら
れ
た
時
に
は
、
単
純
に
復
讐
欲
の
権
化
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ

こ
に
何
ら
の
抗
争
（
高
橋
注
、
心
理
的
葛
藤
）
も
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

だ
が
、
和
辻
は
こ
れ
を
近
代
的
な
見
地
か
ら
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
深
さ
の
欠
乏
」
は
『
古
事
記
』
の
「
無

心
」
、
す
な
わ
ち
「
常
に
湿
や
か
な
、
情
深
い
調
子
」
を
含
ん
だ
「
子
供

ら
し
い
無
邪
気
さ
」
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し

て
、『
古
事
記
』
の
物
語
は
、
そ
れ
が
「
恋
と
し
て
物
語
ら
れ
る
限
り
は
、

い
か
な
る
場
合
で
も
、
常
に
真
情
の
こ
も
つ
た
、
情
深
い
、
正
直
な
も
の

で
あ
る
」
と
し
、
和
辻
は
、
そ
れ
を
単
に
『
古
事
記
』
の
技
巧
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
古
代
人
に
通
底
す
る
心
性
だ
と
考
え
て
い
る
。

『
日
本
古
代
文
化
』
が
考
え
る
こ
の
よ
う
な
古
代
人
の
心
性
は
、
「
日

輪
」
の
登
場
人
物
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
日
輪
」

も
ま
た
恋
愛
と
復
讐
の
物
語
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
卑
弥
呼
に
惹
か

れ
た
男
達
の
行
動
の
多
く
は
直
情
的
で
あ
る
。
彼
ら
は
感
情
の
赴
く
ま
ま

に
周
囲
の
人
物
を
殺
す
。
そ
の
相
手
は
肉
親
で
あ
っ
た
り
君
長
で
あ
っ
た

り
も
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
残
虐
や
弑
虐
の
背
景
に
は
、
常
に
卑
弥
呼
に

対
す
る
真
っ
直
ぐ
な
恋
情
が
あ
る
。
長
羅
が
訶
和
郎
の
父
で
あ
る
宿
称
を

無
残
に
殺
し
て
し
ま
う
の
は
、
卑
弥
呼
の
婚
姻
を
知
り
、
一
刻
も
早
く
不

弥
を
攻
め
た
い
と
い
う
焦
燥
感
に
駆
ら
れ
る
長
羅
を
、
娘
を
慮
る
宿
称
が

留
め
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
長
羅
が
君
長
で
あ
る
父
を
殺
す

の
も
、
父
が
卑
弥
呼
を
奪
お
う
と
す
る
の
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
卑
弥
呼
へ
の
激
し
い
愛
情
が
原
因
で
人
を
殺
す
の
は
長
羅
以
外
で

も
同
様
で
、
た
と
え
ば
反
絵
は
、
卑
弥
呼
を
巡
る
嫉
妬
心
か
ら
、
君
長
で

あ
り
兄
で
も
あ
る
反
耶
を
斬
り
殺
す
。
そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ

う
な
彼
ら
の
行
動
が
、
心
理
的
葛
藤
の
末
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
場
面
に
は
、
目
上
の
人
物
を
殺
害
す
る
「
弑

虐
」
に
あ
り
が
ち
な
心
理
的
葛
藤
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
近
代
的
自

我
の
描
出
が
近
代
文
学
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
そ
の

意
味
に
お
い
て
「
日
輪
」
は
「
深
さ
」
や
「
深
刻
さ
」
を
欠
い
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
『
日
本
古
代
文
化
』
の

記
述
を
踏
ま
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
卑
弥
呼
を
巡
る
男
達
の
行
動

は
、
そ
の
背
景
に
卑
弥
呼
へ
の
愛
情
が
あ
る
と
い
う
点
で
等
し
い
。
そ
の

点
で
彼
ら
は
、
単
純
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
彼
ら
の
行
動

は
和
辻
の
言
う
「
常
に
真
情
の
こ
も
っ
た
、
情
深
い
、
正
直
な
も
の
」
な

の
で
は
な
い
か
。
横
光
は
、
「
日
輪
」
を
『
文
藝
春
秋
叢
書

日
輪
』
（
大

正
十
三
年
五
月
、
春
陽
堂
）
に
収
録
す
る
に
あ
た
り
、
本
文
最
後
に
手
を

加
え
、
卑
弥
呼
の
独
白
の
内
容
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
。
そ
の
場
面
で
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卑
弥
呼
は
、
怨
み
続
け
る
相
手
で
あ
っ
た
長
羅
が
、
宿
称
や
実
父
を
殺
し

自
国
を
滅
ぼ
し
た
の
は
、
卑
弥
呼
へ
の
愛
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
呟
き
な
が
ら

息
絶
え
る
さ
ま
を
前
に
す
る
。
そ
し
て
、
卑
弥
呼
は
物
語
の
最
後
で
、
亡

き
大
兄
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
に
死
ん
で
い
く
長
羅
に
対
し
て
も
、

怨
恨
を
忘
れ
て
赦
し
を
請
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
卑
弥
呼
が
、

卑
狗
の
大
兄
を
殺
し
自
分
を
強
奪
し
た
長
羅
の
行
動
の
奥
に
「
常
に
真
情

の
こ
も
つ
た
、
情
深
い
、
正
直
な
も
の
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
切
実
に
感

じ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
読
者
も
ま
た
、
卑
弥
呼
の
独
白

を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
古
代
人
の
心
性
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
日
本
古
代
文
化
』
と
「
日
輪
」
と
の
影
響
関
係
が
語

彙
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
印
象
づ
け
る
箇
所
は
他
に
も
あ
る
。

和
辻
は
、
古
事
記
に
お
け
る
恋
愛
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

（
高
橋
注
、
古
事
記
の
う
ち
神
武
以
後
の
物
語
は
）
政
治
的
背
景
の

あ
る
恋
愛
の
物
語
、
恋
愛
の
挿
話
に
充
た
さ
れ
た
英
雄
の
伝
説
、
英

雄
的
行
為
を
輪
郭
と
し
た
神
秘
的
信
仰
の
物
語
、
と
い
ふ
風
に
、
政

治
的
興
味
を
主
に
し
た
一
方
の
流
れ
は
、
恋
愛
の
興
味
を
主
に
す
る

他
方
の
流
れ
を
絶
え
ず
伴
奏
と
し
つ
ゝ
も
、
漸
次
高
潮
に
達
し
て
、

遂
に
三
韓
征
服
と
い
ふ
如
き
一
つ
の
頂
点
に
行
き
つ
く
。

「
英
雄
」
を
「
卑
弥
呼
」
と
、
「
三
韓
征
服
」
を
「
邪
馬
台
国
に
よ
る
奴

国
の
制
圧
」
と
置
き
換
え
て
読
め
ば
、
右
の
文
は
そ
の
ま
ま
「
日
輪
」
に

も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
構
成
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
も
、
「
日
輪
」
に
は
『
日
本
古
代
文
化
』
の
影
響
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
か
つ
て
稿
者
が
論
じ
た
よ
う
に
、
横
光
は
習
作
期
に
お
い
て
象

徴
主
義
に
親
し
ん
で
い
た

（
三
十
三
）

。
片
岡
良
一
に
よ
れ
ば
、
習
作
期
の
横

光
は
「
口
を
開
け
ば
象
徴
を
語
る
人
に
な
っ
て
い
た

（
三
十
四
）

」
と
い
う
。

一
方
、
和
辻
は
『
日
本
古
代
文
化
』
の
中
で
『
古
事
記
』
の
歌
謡
の
表
現

法
は
「
象
徴
的
で
あ
る

（
三
十
五
）

」
と
論
じ
て
い
た
。
和
辻
は
〈
象
徴
〉
を

、
、
、

次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
「M

etapher

に
於
て
、
後
方
に
退
か
せ
ら
れ
る

マ
マ

主
た
る
内
容
が
益
々
大
き
く
な
り
、
そ
れ
を
適
切
に
現
は
し
得
る
前
面
の

表
象
が
益
々
小
さ
く
な
れ
ば
、
芸
術
と
し
て
は
益
々
美
し
い
。
さ
う
し
て

こ
の
大
小
の
間
隔
が
極
度
に
広
が
れ
ば
、
そ
れ
は
象
徴
（Sym

bol

）
と

名
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
に
な
る
」
。
そ
し
て
、
「
上
代
の
歌
謡
に
は
こ
の
間

隔
の
大
い
さ
に
よ
つ
て
象
徴
詩
と
呼
ば
れ
さ
う
な
も
の
が
な
い
で
も
な

い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
、
左
の
久
米
歌
を
挙
げ
、

そ
こ
か
ら
古
代
人
の
心
性
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

み
つ
み
つ
し
、
久
米
の
子
ら
が
、
垣
も
と
に
、
粟
生
に
は
、

韮

ひ

あ

は

ふ

か
み
ら

と
も
と
、
そ
の
が
も
と
、
そ
の
め
つ
な
ぎ
て
、
撃
ち
て
し
や
ま
む
。

み
つ
み
つ
し
、
久
米
の
子
ら
が
、
垣
も
と
に
、
植
ゑ
し

薑

、
口
ひ

は
じ
か
み

ゞ
く
、
我
は
忘
れ
ず
、
撃
ち
て
し
や
ま
む
。

神
風
の
、
伊
勢
の
海
の
、
大
石
に
や
、
い
延
ひ
纏
へ
る
、
細
螺
の
、

か
む
か
ぜ

は

も
と

し
た
だ
み

細
螺
の
、
あ
ご
よ
あ
ご
よ
、
細
螺
の
、
い
延
ひ
纏
へ
り
、
撃
ち
て
し

し
た
だ
み

は

も
と

や
ま
む
、
撃
ち
て
し
や
ま
む
。
（
以
上
三
首
、
紀
、
三
）

第
一
の
歌
は
小
さ
い
韮
を
引
き
抜
く
心
持
を
以
て
敵
を
撃
つ
心
持

を
歌
ひ
、
第
二
の
歌
は

薑

の
味
を
以
て
敵
を
憎
む
心
持
を
現
は
し
、

は
じ
か
み

第
三
の
歌
は
細
螺
が
大
石
に
纏
ひ
つ
く
状
を
以
て
敵
と
戦
ふ
状
を
歌

つ
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
小
さ
い
植
物
や
魚
貝
に
非
常
な
親
し
み

を
持
つ
て
ゐ
た
上
代
人
は
、
こ
の
種
の
歌
ひ
方
に
よ
つ
て
人
間
殺
戮
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の
凶
暴
な
意
図
を
現
は
し
得
た
と
感
じ
た
の
で
あ
ら
う
。

「
小
さ
い
植
物
や
魚
貝
に
非
常
な
親
し
み
を
持
つ
て
ゐ
た
上
代
人
」
の
、

「
こ
の
種
の
歌
ひ
方
」
は
、
「
日
輪
」
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
知
ら
れ
る

擬
人
化
や
比
喩
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
よ
く
知
ら
れ

る
「
彼
は
小
石
を
拾
ふ
と
森
の
中
へ
投
げ
込
ん
だ
。
森
は
数
枚
の
柏
の
葉

か
ら
月
光
を
払
ひ
落
し
て
呟
い
た
【
二
】
」
と
い
う
森
の
擬
人
化
は
、
単

に
、
森
に
投
げ
込
ま
れ
た
小
石
に
触
れ
て
葉
が
揺
れ
た
こ
と
を
感
覚
的
に

表
現
し
た
も
の
だ
と
理
解
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、そ
れ
が
人
物
、

こ
こ
で
は
小
石
を
投
げ
た
卑
狗
の
大
兄
の
心
情
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
と

し
て
意
味
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
大
兄
を
待
つ
卑
弥

呼
の
と
こ
ろ
へ
彼
が
現
れ
る
直
前
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
「
月

は
高
倉
の
千
木
を
浮
か
べ
て
現
は
れ
た
。
森
の
柏
の
静
ま
つ
た
葉
波
は
一

斉
に
濡
れ
た
銀
の
鱗
の
や
う
に
輝
き
出
し
た
【
二
】
」
。
そ
し
て
二
人
の
逢

瀬
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
「
（
高
橋
注
、
大
兄
は
）
彼
女
を
抱
い

た
両
腕
に
力
を
籠
め
た
。
卑
弥
呼
は
大
兄
の
首
へ
手
を
巻
い
た
。
さ
う
し

て
、
二
人
は
黙
つ
て
ゐ
た
。
月
は
青
い
光
を
二
人
の
上
に
投
げ
な
が
ら
、

彼
方
の
森
か
ら
だ
ん
〳
〵
高
く
昇
つ
て
い
つ
た
【
二
】
」
。
こ
の
よ
う
な
描

写
か
ら
は
、
空
高
く
昇
っ
て
い
く
月
と
そ
の
光
が
、
二
人
の
愛
情
の
盛
り

上
が
り
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
の
後
、

長
羅
と
い
う
闖
入
者
に
よ
っ
て
二
人
の
時
間
が
邪
魔
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
投
げ
込
ま
れ
た
小
石
に
よ
っ
て
月
の
光
が
払
い
落
と
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
表
現
は
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
象
徴
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
投
げ
込
ま
れ
た
小
石
に
よ
る
森
の
呟
き
は
、
長
羅
に

対
す
る
大
兄
の
嫉
妬
や
怨
嗟
の
声
を
暗
示
す
る
も
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
比
喩
や
擬
人
化
と
い
っ
た
技
法
以
外
で
も
、
動
植
物
の
様
子

が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
る
場
面
に
は
、
な
ん
ら
か
の
象
徴
化
が
施
さ
れ

て
い
る
と
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

「
垂
木
の
木
舞
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
鳥
籠
の
中
で
、
樫
鳥
が
習
ひ
覚
え
た

卑
弥
呼
の
名
を
一
声
呼
ん
で
眠
り
に
落
ち
た
【
一
】
」
と
い
う
箇
所
は
、

後
に
長
羅
に
攻
め
込
ま
れ
、
最
後
に
「
卑
弥
呼
」
と
名
を
呼
ん
で
息
絶
え

る
卑
狗
の
大
兄
を
暗
示
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
は
、
そ

の
よ
う
な
場
面
を
逐
一
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
が
、
「
日
輪
」

の
中
で
卑
弥
呼
を
求
め
る
男
達
に
は
、
和
辻
が
『
日
本
古
代
文
化
』
で
論

じ
た
「
常
に
真
情
の
こ
も
つ
た
、
情
深
い
、
正
直
な
」
古
代
人
の
姿
が
重

な
る
し
、
そ
の
表
現
方
法
に
は
、
和
辻
が
「
象
徴
詩
と
呼
ば
れ
さ
う
な
も

の
」
と
見
た
上
代
歌
謡
の
視
点
が
重
な
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
横
光
が
『
日
本
古
代
文
化
』
か
ら
得
た
も
の

は
、
語
彙
や
古
代
の
風
習
に
関
す
る
知
識
だ
け
で
は
な
い
。
「
政
治
的
興

味
を
主
に
し
た
一
方
の
流
れ
は
、
恋
愛
の
興
味
を
主
に
す
る
他
方
の
流
れ

を
絶
え
ず
伴
奏
と
し
つ
ゝ
も
、
漸
次
高
潮
に
」
達
す
る
と
い
う
物
語
全
体

の
構
造
や
、
残
虐
な
行
動
の
背
景
に
恋
愛
に
関
す
る
「
常
に
真
情
の
こ
も

つ
た
、
情
深
い
、
正
直
な
も
の
」
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
古
代
人
の
心
性
、

ま
た
、
象
徴
的
な
表
現
法
な
ど
、
卑
弥
呼
と
い
う
一
人
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、

和
辻
が
提
示
す
る
古
代
人
や
そ
の
感
覚
の
多
く
か
ら
「
日
輪
」
は
影
響
を

受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六

〈
日
本
古
代
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ

本
稿
で
は
、
初
め
て
大
き
な
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
を
生
み
出
す
に

あ
た
っ
て
、
横
光
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
品
を
創
作
し
た
か
、
そ
の
過
程
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の
一
端
を
見
て
き
た
。
横
光
は
「
日
輪
」
を
生
み
出
す
に
あ
た
っ
て
、
何

か
一
冊
の
書
物
に
依
拠
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
多
く
の
文
献
か
ら
少
し

ず
つ
材
料
を
集
め
な
が
ら
、
そ
し
て
、
『
言
海
』
を
注
意
深
く
繰
り
な
が

ら
、
原
稿
の
上
に
古
代
の
世
界
と
人
間
と
を
描
き
出
し
て
い
っ
た
。

横
光
は
な
ぜ
、
デ
ビ
ュ
ー
作
に
〈
日
本
古
代
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
採

用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
右
に
論
じ
た
よ
う
に
、
「
日
輪
」
を
書
き
上
げ
る

に
あ
た
り
、
横
光
は
少
な
く
と
も
和
辻
の
『
日
本
古
代
文
化
』
は
参
照
し

た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
日
本
古
代
の
表
現
に
お
け
る
〈
象
徴
〉
が
説

か
れ
て
い
た
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
な
に
も
『
古
事
記
』
の
作
者
個

人
の
感
覚
で
は
な
い
。
「
歌
謡
自
身
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
多
く
は
上
代

民
衆
全
体
に
、
（
貴
族
と
平
民
と
を
問
は
ず
、
）
共
通
な
経
験
を
基
礎
と
し

た
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
和
辻
は
、
「
上
代
の
歌
謡
は
、
貴
族
平
民
を

包
括
す
る
『
上
代
日
本
人
』
の
心
の
表
現
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
時

期
、
象
徴
主
義
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
横
光
が
、
一
見
そ
れ
と
は
無

関
係
な
〈
日
本
古
代
〉
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
で
文
壇
に
出
よ
う
と
し
た

の
も
、
右
の
よ
う
な
和
辻
の
主
張
に
刺
激
さ
れ
、
〈
象
徴
〉
を
心
性
と
す

る
古
代
の
「
美
」
に
関
心
を
持
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

［
注
］

（
一
）
村
松
梢
風
「
横
光
利
一
」
『
近
代
作
家
伝

上
』
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
、

創
元
社
）

（
二
）
『
魏
志
』
は
陳
寿
撰
『
三
国
志
』
の
一
部
で
、
そ
の
う
ち
「
東
夷
伝
」
第

三
十
の
内
に
他
の
諸
族
の
列
伝
と
と
も
に
倭
人
伝
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
三
）
白
鳥
庫
吉
「
倭
女
王
卑
弥
呼
考
」
（
明
治
四
十
三
年
六
月
～
七
月
、「
東
亜

之
光
」）

（
四
）
内
藤
湖
南
「
卑
弥
呼
考
」（
明
治
四
十
三
年
五
月
～
七
月
、「
芸
文
」）

（
五
）
菅
政
友
「
漢
籍
倭
人
考
」
（
明
治
二
十
五
年
二
月
～
十
一
月
、
「
史
学
会
雑

誌
」）

（
六
）
喜
田
貞
吉
「
漢
籍
に
見
え
た
る
倭
人
記
事
の
解
釈
」
（
大
正
六
年
九
月
～

十
二
月
、「
歴
史
地
理
」）

（
七
）
中
山
太
郎
「
魏
志
倭
人
伝
の
土
俗
学
的
考
察
」
（
大
正
十
一
年
二
月
～
八

月
、「
考
古
学
雑
誌
」）

（
八
）
今
東
光
「
横
光
利
一
」
『
東
光
金
蘭
帖
』
（
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
、
中
央

公
論
社
）

（
九
）
小
田
桐
弘
子
「
『
日
輪
』
とsalam

m
bo

―
長
江
訳
『
サ
ラ
ム
ボ
オ
』
と

の
関
連
に
於
て
」（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
、「
上
智
大
学
国
文
学
論
集
」
、『
横

光
利
一
＊
比
較
文
学
的
研
究
』
所
収
）

（
十
）
中
川
成
美
「
横
光
利
一
・
そ
の
生
成
の
構
図
（
１
）

―
「
日
輪
」
の
位

置

―
」（
平
成
元
年
三
月
、「
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
」）

（
十
一
）
渋
川
驍
「
晩
年
の
横
光
さ
ん
」（
昭
和
四
十
三
年
七
月
、「
日
歴
」）

（
十
二
）
武
光
誠
・
山
岸
良
二
編
『
邪
馬
台
国
事
典

改
訂
版
』
（
平
成
十
年
十

月
、
同
成
社
）

（
十
三
）
渡
辺
村
男
「
耶
馬
台
国
卑
弥
呼
と
女
山
」
（
大
正
四
年
十
一
月
、
「
筑
紫

史
談
」）

（
十
四
）
和
辻
哲
郎
『
日
本
古
代
文
化
』
（
大
正
九
年
十
一
月
、
岩
波
書
店
）
。
こ

の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
和
辻
】
と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
十
五
）
林
森
太
郎
「
万
葉
集
に
表
れ
た
る
寧
楽
時
代
の
風
俗
」
（
大
正
六
年
五

月
～
大
正
七
年
一
月
、
「
風
俗
研
究
」
）
。
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
林
】

と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
十
六
）
江
馬
務
『
日
本
風
俗
史
綱
』
（
大
正
十
年
六
月
、
内
外
出
版
）
。
こ
の
文

献
か
ら
の
引
用
は
【
江
馬
一
】
と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
十
七
）
明
石
染
人
「
太
古
服
飾
風
俗
私
考
」（
大
正
十
一
年
三
月
、「
風
俗
研
究
」
）
。
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こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
明
石
】
と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
十
八
）
阪
倉
篤
太
郎
「
我
が
古
代
文
学
に
現
は
れ
た
る
衣
食
住
」
（
大
正
八
年

二
月
～
五
月
、
「
歴
史
と
地
理
」
）
。
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
阪
倉
】
と

記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
十
九
）
西
村
真
次
『
国
民
の
日
本
史

大
和
時
代
』
（
大
正
十
一
年
十
一
月
、

早
稲
田
大
学
出
版
部
）
。
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
西
村
】
と
記
し
て
そ

れ
を
示
す
。

（
二
十
）
た
だ
し
、
こ
の
記
述
自
体
は
「
倭
人
伝
」
に
書
か
れ
て
お
り
、
他
の
多

く
の
風
俗
研
究
に
も
引
か
れ
る
箇
所
な
の
で
、
こ
れ
だ
け
を
も
っ
て
、
横
光

は
刺
青
に
関
す
る
情
報
を
和
辻
『
日
本
古
代
文
化
』
か
ら
摂
取
し
た
と
推
断

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

（
二
十
一
）
江
馬
務
「
劄
青
の
史
的
研
究
」（
大
正
十
二
年
三
月
、「
風
俗
研
究
」
）
。

こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
江
馬
二
】
と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
二
十
二
）
鳥
居
龍
蔵
『
有
史
以
前
乃
日
本
』（
大
正
七
年
七
月
、
磯
部
甲
陽
堂
）
。

（
二
十
三
）
安
藤
正
次
『
日
本
文
化
史
一

古
代
』
（
大
正
十
一
年
四
月
、
大
鐙

閣
）。
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
【
安
藤
】
と
記
し
て
そ
れ
を
示
す
。

（
二
十
四
）
高
橋
健
自
「
日
本
原
史
時
代
の
服
飾
」
（
大
正
十
二
年
一
月
、「
中
央

史
壇
」）

（
二
十
五
）
後
藤
守
一
「
原
始
時
代
の
武
器
・
武
装
」
（
大
正
十
二
年
一
月
、
「
中

央
史
壇
」）

（
二
十
六
）
ど
の
語
が
特
異
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
『
言
海
』
の
頁
を
繰
り
な

が
ら
拾
っ
た
語
は
ど
れ
で
、
そ
う
で
は
な
い
語
が
ど
れ
か
を
正
確
に
判
断
す

る
こ
と
は
難
し
い
。
本
章
の
調
査
で
は
、
初
出
時
に
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
た

語
を
調
査
の
対
象
に
し
た
。
な
お
、「
吾
」「
汝
」
な
ど
極
め
て
一
般
的
な
、

特
に
辞
書
を
参
照
す
る
必
要
が
無
い
と
思
わ
れ
る
語
は
除
い
た
。
ま
た
、『
言

海
』
に
項
目
の
な
い
語
は
除
い
た
。

（
二
十
七
）
調
査
に
用
い
た
の
は
、
四
冊
本
の
『
言
海
』
（
明
治
二
十
二
年
五
月

～
明
治
二
十
四
年
四
月
、
大
槻
文
彦
）
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
ち
く
ま
学
芸

文
庫
版
『
言
海
』（
底
本
は
、
縮
刷
版
『
言
海
』
第
六
二
八
版
（
刷
）、
昭
和

六
年
、
六
合
館
）
を
も
参
照
し
た
が
、
本
章
の
表
に
掲
げ
た
語
を
掲
載
し
た

頁
に
異
同
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
回
の
調
査
に
限
っ
て
言
え
ば
、
横
光

の
参
照
し
た
も
の
が
ど
の
版
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
に
大
き
な
違
い
が
生

じ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な
お
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
の
底
本
は
、
明
治
三

十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
『
言
海
』
縮
刷
版
の
増
刷
本
で
、
こ
の
縮
刷
版
は
「
日

輪
」
執
筆
当
時
に
普
及
し
て
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
十
八
）
注
（
十
四
）
参
照
。

（
二
十
九
）
牧
野
守
『
日
本
映
画
検
閲
史
』
（
平
成
十
五
年
三
月
、
発
行
パ
ン
ド

ラ
、
発
売
現
代
書
館
）

（
三
十
）
田
島
太
郎
『
検
閲
室
の
闇
に
呟
く
』
（
昭
和
十
三
年
十
月
、
大
日
本
活

動
写
真
協
会
）

（
三
十
一
）
和
辻
哲
郎
『
新
稿
日
本
古
代
文
化
』
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
、
岩
波

書
店
）

（
三
十
二
）
山
本
光
郎
「
『
日
本
古
代
文
化
』
を
読
ん
で
」（
大
正
十
年
十
月
、「
史

学
」）

（
三
十
三
）
高
橋
幸
平
「
〝
新
感
覚
〟
理
論
と
象
徴
主
義

―
横
光
利
一
「
感
覚

活
動
」

―
」（
平
成
十
九
年
九
月
、「
国
語
国
文
」）

（
三
十
四
）
片
岡
良
一
「
『
日
輪
』
に
つ
い
て
」『
日
輪
』（
昭
和
三
十
一
年
一
月
、

岩
波
文
庫
）

（
三
十
五
）
傍
点
マ
マ
。

（
た
か
は
し

こ
う
へ
い
・
京
都
光
華
女
子
大
学
人
文
学
部
講
師
）




