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タ
ン
ホ
イ
ザ
！
に
関
す
る

若
干
の
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て

荒

弁

直

秀

タ
ン
ホ
イ
ザ
！
と
い
う
名
前
は
我
々
に
は
非
常
に
親
し
い
名
前
で
あ
る
。
物
語
に
よ
り
、
あ
る
い
は
音
楽
に
よ
り
、
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
知
っ
て
い

る
名
前
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
十
三
世
紀
の
詩
人
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
に
つ
い
て
は
日
本
で
は
そ
の
研
究
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
十
九
世

紀
以
来
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

研
究
は
着
々
と
進
め
ら
れ
、
か
な
り
詳
細
な
点
に
い
た
る
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ヨ
ハ
ン
、
不
ス
・
ジl
ベ
ル
ト
の
綜
合
的
な

註
－

研
究
に
よ
っ
て
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た
観
が
あ
る
。
中
世
ド
イ
ツ
文
学
の
詩
人
が
皆
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
、
出
身
地
、
身
分
、
生
涯
等
不
明
な
点

が
す
こ
ぶ
る
多
い
。
乙
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
ド
イ
ツ
の
研
究
者
は
古
文
書
や
紋
章
な
ど
か
ら
解
決
を
み
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
我
々
の
力
の

及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
我
々
に
与
え
ら
れ
た
手
が
か
り
は
、
詩
人
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
十
六
篇
の
詩
の
み
で
あ
る
が
、
幸
な
乙
と
に
彼
は
宮
廷
文
学
の
伝
統

を
破
り
個
人
の
体
験
を
か
な
り
具
体
的
に
の
べ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
詩
人
の
輪
郭
を
求
め
る
こ
と
は
、
な
お
不
明
の
点
が
多
く
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
当
時
の
他
の
詩
人
に
比
べ
る
と
か
な
り
の
と
乙
ろ
ま
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ジ
l

ベ
ル
ト
を
は
じ
め
数
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
提
供
さ
れ
て

い
る
資
料
を
も
と
に
し
て
、
我
々
が
理
解
出
来
る
範
囲
で
ま
ず
彼
の
出
身
地
、
身
分
、
生
涯
を
求
め
て
み
よ
う
と
思
う
。
次
に
彼
の
残
し
た
詩
を
検
討
し
、
我

々
は
彼
を
ド
イ
ツ
文
学
史
上
い
か
な
る
点
で
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
タ
ン
ホ
イ
ザ
i

伝
説
の
発
生
と
進
展
の
経
過
を
追

\ 
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た
ち
の
名
前
を
そ
の
土
地
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
る
者
も
出
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
記
の
記
録
に
残
っ
て
い
る
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
た
ち
が
、
そ
の
土
地
の
出
身
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
に
わ
か
に
決
定
す
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ

る
が
、
前
記
の
記
録
に
た
と
え
若
干
の
変
更
が
加
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

が
南
部
ド
イ
ツ
の
出
身
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
記
録
を
た
よ
り
に
更
に
狭
い
範
囲
に
限
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
や
は
り
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
る
ニ
ュl
ル
ン
ベ
ル
ク
、
ア
イ
ヒ
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
レ

l

ゲ
ン

ス
プ
ル
ク
を
含
む
地
方
に
限
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
詩
人
を
ザ
ル
ツ
プ
ル
ク
や
ケ
ル
ン
テ
ン
の
出
身
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
資
料
に
之
し
す
ぎ
る
。
又
、
彼

の
生
涯
が
ニ
ュ
l

ル
ン
ベ
ル
ク
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
彼
の
詩
の
中
に
ニ
ュ
l

ル
ン
ベ
ル
ク
の
思
い
出
を
歌
っ
て
い
る
部
分
（
凶
同
）
が
あ
る
乙
と
な

ど
も
、
前
述
の
考
え
方
の
正
し
さ
を
支
持
し
て
い
る
。
吏
に
進
ん
で
ラ
1

プ
（
河
g
r
）

註
4

ン
村
の
出
身
で
あ
る
タ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
一
族
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
乙
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
十
字
軍
の
歌
」

は
、
詩
人
を
上
部
プ
ァ
ル
ツ
の
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
近
郊
の
タ
ン
ハ
ウ
ゼ

（
凶
園
）
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
が
十
字
軍
に
参
加
し
、
遠
征
途
上
嵐
に
会
い
、
い
ろ
／
＼
な
風
の
名
前
を
あ
げ
た
後
で
云
う
言
葉
は
、
乙
の
問
題
を
解
く
鍵
を
含
ん
で
い
る
。

若
宮
工
岳
民
間
品
。

B

∞
自
営
w
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円
山
内
W吋
ロ

m
B
O
H
H
d
a
g
o
－o
r
E
Z
U
〈
凶
園
3
t
u
a
）

現
在
で
は
∞
自
仏
な
る
土
地
は
ニ
ュ

l

ル
ン
ベ
ル
ク
附
近
に
は
見
当
ら
な
い
が
、
ジ
l

ベ
ル
ト
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
が
ニ
ュ
l

ル
ン
ベ
ル
ク

の
管
轄
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ニ
ュ
l

ル
ン
ベ
ル
ク
近
郊
の
ザ
ン
ト
、
と
呼
ば
れ
て
い
た
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
乙
で
ジ
l

ベ
ル
ト
は
、
ザ
ン
ト
と

註
5

は
彼
の
故
郷
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
若
宮
門F与
え
母
ヨ

ω
S
号
は
、
故
郷
に
留
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
の
意
味
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

以
上
の
事
柄
か
ら
、
詩
人
は
バ
イ
エ
ル
ン
種
族
に
属
す
る
が
、
更
に
く
わ
し
く
限
定
す
れ
ば
、
上
部
プ
ア
ル
ツ
、
そ
れ
も
ニ
ュ

i

ル
ン
ベ
ル
ク
を
中
心
と
す

る
地
方
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
文
学
史
の
書
物
を
何
冊
か
調
べ
て
み
る
と
、
彼
が
ノ
イ
マ
ル
ク
ト
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
か

な
り
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

詩
人
の
出
身
地
に
関
す
る
考
察
は
、
彼
が
騎
士
階
級
、
そ
れ
も
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l

レ
で
あ
っ
た
ζ
と
を
ほ
Y

明
ら
か
に
し
た
。
彼
が
い
か
な
る
身
分
で
あ
っ



た
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
古
文
書
に
よ
る
考
証
に
よ
ら
な
く
て
も
、
彼
の
残
し
た
詩
か
ら
解
答
を
得
る
と
と
が
出
来
る
。

彼
の
詩
を
構
成
し
て
い
る
要
素
を
大
別
す
る
と
庶
民
的
な
も
の
と
貴
族
的
な
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
主
と
し
て
庶
民
の
踊
り
を
歌
っ
た
部
分
で
あ

る
。
彼
は
庶
民
の
生
活
に
目
を
向
け
、
且
つ
詩
に
歌
い
込
み
は
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
の
詩
作
の
態
度
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
、
彼
が
送
っ
た
生
活
と
は
全
く
別
の

も
の
だ
っ
た
。
彼
の
生
活
を
端
的
に
示
す
の
は
後
者
で
あ
っ
て
、
乙
〉
に
は
鷹
狩
、
狩
猟
、
婦
人
崇
拝
、
国
王
讃
美
、
十
字
軍
参
戦
等
、
騎
士
と
し
て
の
生
活

を
示
す
も
の
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
晩
年
の
作
と
忠
わ
れ
る
詩
（
凶
司
）
で
は

F
R
r
m
O
B
C
♀
の
失
な
わ
れ
て
ゆ
く
の
を
な
げ
い
て
い
る
が
、
乙
の

r
。
。
r
’

m
o自
己
旦
と
い
う
言
葉
乙
そ
騎
士
全
盛
時
代
に
於
け
る
宮
廷
騎
士
世
界
の
高
揚
せ
る
生
活
感
情
に
他
な
ら
な
い
。
と
の
よ
う
な
騎
士
生
活
の
理
念
が
失
な
わ
れ

て
ゆ
く
の
を
な
げ
く
者
が
卑
し
い
身
分
の
者
で
は
あ
り
得
な
い
。
詩
の
形
式
の
面
か
ら
見
て
も
、
彼
の
詩
は
従
来
の
宮
廷
歌
謡
の
形
式
を
そ
の
ま
h

受
け
つ
い

だ
も
の
で
あ
る
。

一
部
に
は
彼
を
流
浪
の
ロ
l

マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
た
り
、
所
を
定
め
ぬ
吟
遊
詩
人
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
乙
れ
を
裏
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
彼
の
詩
の
ど
こ
を
み
て
も
故
郷
を
持
た
ぬ
男
の
悩
み
が
感
じ
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
生
活
の
喜
び
に
あ
ふ
れ
で
い
る
、
い
き
い
き
と
し
た
詩
が-106 ー

多
い
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
を
流
浪
の
者
と
考
え
る
根
底
に
は
、
後
世
の
伝
説
の
魅
力
が
何
ら
か
の
形
で
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

彼
が
い
つ
頃
生
れ
た
か
を
は
っ
き
り
決
定
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
彼
の
生
涯
の
最
初
の
確
実
な
事
は
フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
二
世
に
従
っ
て
第
五
回
十
字
軍
に

参
加
し
た
乙
と
で
あ
り
、
乙
の
乙
と
は
「
十
字
軍
の
歌
」
（
凶
国
）
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
十
字
軍
は
一
二
二
七
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ

た
も
の
で
、
こ
の
時
彼
が
す
で
に
成
人
し
て
い
た
こ
と
を
「
十
字
軍
の
歌
」
は
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
恐
ら
く
一
二

O
O
年
を
す
ぎ
て
ほ
ど
な
く
し

て
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
十
字
軍
に
参
加
し
た
後
の
彼
の
行
動
は
し
ば
ら
く
不
明
で
あ
る
が
、
第
五
の
舞
踏
歌
で
は
東
方
各
地
に
つ
い
て
か

な
り
く
わ
し
い
記
述
が
あ
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
の
後
、
地
中
海
東
岸
各
地
を
ま
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
二

二
七
年
夏
、
先
発
隊
が
イ
タ
リ
ア
を
出
発
し
、

一
二
二
九
年
三
月
十
七
日
、
本
隊
が
イ
エ
ル
サ
レ
ム
に
到
着
、
同
十
九
日
に
は
は
や
く
も
そ
乙
を
出
発
し
て
い

る
。
彼
が
乙
れ
を
同
じ
行
動
を
と
っ
た
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。

フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
二
世
は
イ
タ
リ
ア
の
政
治
に
力
を
注
ぎ
、
ド
イ
ツ
の
政
治
は
我
が
子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
に
一
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
父
と
子
は
は
げ
し
く



反
目
し
合
う
こ
と
〉
な
り
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
は
フ
リ

l

ド
リ
ッ
ヒ
に
対
し
叛
旗
を
あ
げ
た
（
一
二
三
五
年
）
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
急
速
ド
イ
ツ
に
帰
り
、
ハ

イ
ン
リ
ッ
ヒ
を
降
服
さ
せ
、
臨
終
の
日
ま
で
〈
一
二
三
七
年
）
幽
閉
し
て
お
い
た
。
間
も
な
く
第
二
皇
子
、
コ
ン
ラ1
ト
が
王
に
選
ば
れ
た
（
一
二
三
五
年
）
。

彼
は
第
六
の
舞
踏
歌
の
中
で
前
記
の
三
人
を
そ
れ
ぞ
れ
讃
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
十
字
軍
よ
り
帰
国
し
た
彼
は
、一
二
三
五
年
ま
で
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

の
も
と
に
、
そ
れ
以
後
は
コ
ン
ラ
l

ト
の
も
と
に
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

次
に
彼
が
姿
を
見
せ
る
の
は
ウ
ィ
ー
ン
で
あ
る
。
彼
が
い
つ
ウ
ィ
ー
ン
に
来
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
で
フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
二
世
（
戦
闘
主
）

の
宮
廷
に
い
た
。
後
に
彼
は
乙
の
時
代
を
彼
の
生
涯
の
最
高
の
時
代
と
し
て
回
想
し
て
い
る
（
凶
司
）
。彼
は
ウ
ィ
ー
ン
に
美
し
い
館
を
持
ち
、
さ
ら
に
郊
外

に
も
立
派
な
土
地
を
所
有
す
る
乙
と
が
出
来
た
（
凶
割
当

t
ω
3。
し
か
し

一
二
四
六
年
六
月
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
交
戦
中
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
が
陣
残

し
、
乙
の
幸
福
な
時
代
も
終
り
を
つ
げ
た
。
乙
れ
以
後
彼
は
ど
乙
に
も
腰
を
落
ち
つ
け
る
場
所
を
見
出
せ
ず
、
ザ
ク
セ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ブ
ラ

ン
デ
ン
プ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
l

ジ
ェ
ン
等
を
さ
ま
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
4
H

）
。
最
後
の
詩
作
は
一
二
六
六
年
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
〉
で
彼
は
た
く
さ
ん

の
諸
侯
の
名
を
あ
げ
て
お
り
、
乙
れ
は
彼
の
と
れ
ら
諸
侯
と
の
関
係
や
、
時
代
の
決
定
な
ど
、
彼
の
生
涯
を
復
元
す
る
う
え
に
か
な
り
役
に
立
つ
と
思
わ
れ
る-107-

が
、
乙
れ
に
は
か
な
り
く
わ
し
い
歴
史
の
知
識
を
必
要
と
す
る
の
で
、
こ
の
稿
で
そ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
の
生
涯
も
、
単
な
る
憶
測
以
上
に
出
ぬ
も
の
を
多
く
含
ん
で
は
い
る
も
の
へ
当
時
の
他
の
詩
人
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
彼
が
詩
の
中
で
提

供
し
て
く
れ
る
資
料
の
お
か
げ
で
、
か
な
り
そ
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。

ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
の
父
と
云
わ
れ
る
ラ
イ
ン
マ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ハ
l

ゲ
ナ
ウ
（
同
巳
ロB
R
g

ロ
出
何
回m
g
g

）
が
完
成
し
た
正
統
的
宮
廷
歌
謡
は
、
彼
の
弟
子

の
低
き
ミ
ン
ネ
（
Z
芯
F
S

冨
E
5

）

と
さ
れ
て
い
る
ヴ
ァ
ル
タ
l

・
フ
ォ
ン
・
デ
ル
・
フ
ォ
l

ゲ
ル
ヴ
ァ
イ
デ
（
巧
巳
岳
2
8

ロ
含
吋
〈
。
m
o－4
2

正
。
）

の
導
入
に
よ
り
早
く
も
変
貌
を
と
げ
た
。
そ
れ
ま
で
身
分
の
高
い
既
婚
婦
人
が
ミ
ン
ネ
の
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ヴ
ァ
ル
タ
l

は
身
分
の
低
い
、
し
か
し

純
真
な
乙
女
を
ミ
ン
、
不
の
対
象
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
卑
俗
に
堕
す
る
乙
と
な
く
、
あ
く
ま
で
宮
廷
持
情
詩
の
基
盤
の
上
に
立
ち
、
自
然
を
背
景

と
し
て
独
自
の
美
し
い
世
界
を
展
開
し
て
い
る
。

註
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ヴ
ァ
ル
タ
l

の
拓
い
た
道
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
た
の
は
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ロ
イ
エ
ン
タ
ー
ル
（z
a
L
－g
z
g

ロ
同
2
8

雷
同
）
で
あ
る
。
パ
イ
エ



ル
ン
の
騎
士
で
あ
る
彼
は
宮
廷
的
詩
風
で
も
っ
て
農
民
を
歌
い
、
当
時
は
非
常
に
も
て
は
や
さ
れ
た
が
、
ヴ
ァ
ル
タ

l

は
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
詩
が
歌
わ
れ
出
し

た
乙
と
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
農
民
風
な
踊
り
が
舞
踏
歌
と
共
に
宮
廷
に
入
り
込
ん
で
き
て
節
度
あ
る
朗
ら
か
さ
が
押
し
の
け
ら
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
出
現
は
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
の
世
界
を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。
乙
れ
は
ミ
ン
、
不
ザ
ン
グ
の
新
た
な
発
展
と
云

う
よ
り
は
、
全
く
異
質
な
も
の
h

混
入
に
よ
る
混
乱
と
云
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
は
特
に
農
民
の
踊
り
を
素
材
と
し
て
い
る
が
、
彼

の
歌
が
全
部
農
民
調
な
の
で
は
な
く
、
農
民
風
な
も
の
と
宮
廷
風
な
も
の
と
が
ま
ざ
り
合
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
非
常
に
極
端
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
宮
廷
で
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
従
来
の
観
念
的
な
ミ
ン
、
ネ
ザ
ン
グ
に
対
す
る
反
動
か
ら
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
る
。

詩
人
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
は
乙
の
ナ
イ
ト
ハ
ル
卜
と
常
に
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
タ
ン
ホ
イ
ザl
の
本
質
は
何
か
、
し
ば
ら
く
彼
の
作
品
を
検
討
し
つ
＼
最

後
に
ド
イ
ツ
文
学
史
上
に
於
け
る
彼
の
位
置
を
定
め
た
い
と
思
う
。

タ
ン
ホ
イ
ザ
l

の
作
と
伝
え
ら
れ
る
十
六
篇
の
詩
の
中
心
を
な
す
も
の
は
六
篇
の
舞
踏
歌
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
制
作
年
代
は
不
明
な
も
の
も
あ
る
が
、
お-108 ー

そ
ら
く
、
彼
の
生
涯
を
通
じ
て
詩
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
お
よ
そ
百
行
か
ら
百
五
十
行
程
度
の
長
さ
で
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て

い
る
。
前
半
の
部
分
は
踊
り
と
は
関
係
の
な
い
叙
事
的
な
部
分
で
、
乙
〉
に
扱
わ
れ
て
い
る
主
題
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
っ
た
趣
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続

い
て
後
半
の
踊
り
の
部
分
が
は
じ
ま
る
。
踊
り
を
し
よ
う
と
集
っ
て
く
る
人
々
、
踊
り
へ
の
誘
い
の
言
葉
、
喜
々
と
し
て
踊
る
さ
ま
、
女
の
踊
り
手
の
姿
、
音

楽
の
ひ
Y

き
、
か
け
声
、
踊
り
が
ま
す
／
＼
高
潮
し
て
つ
い
に
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
絃
が
切
れ
る
が
、
な
お
踊
り
続
け
る
庶
民
の
姿
が
目
の
前
に
あ
る
如
く
生

設
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き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
〉
に
は
作
者
自
身
も
と
き
片
＼
顔
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
第
二
と
第
三
の
舞
踏
歌
は
持
情
的
、
牧
歌
的
な
点
で

他
の
作
と
区
別
さ
れ
、
第
二
で
は
単
純
な
形
式
と
優
美
な
語
ら
い
が
牧
歌
的
風
景
と
と
け
あ
っ
て
宮
廷
風
な
詩
形
を
伝
え
、
舞
踏
歌
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
物

語
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
乙
〉
で
は
踊
り
も
ほ
と
ん
ど
暗
示
程
度
に
留
っ
て
い
る
。
第
三
の
舞
踏
歌
は
自
然
を
歌
う
、
い
わ
ゆ
る

Z
R
R
巳
ロ
m
g
m

に
は
じ
ま
り
、
外
国
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
華
麗
な
自
然
、
描
写
に
続
い
て
村
の
娘
が
登
場
、
作
者
は
彼
女
の
身
体
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
克
明
に
描
い
た
後

に
二
人
の
対
話
と
な
り
、
最
後
に
踊
り
と
な
る
。
乙
の
聞
の
美
事
な
場
面
の
変
化
と
軽
快
な
言
葉
、
そ
し
て
踊
り
へ
の
自
然
な
導
入
は
、
乙
の
歌
を
彼
の
舞
踏

歌
の
中
だ
お
そ
ら
く
最
高
の
傑
作
と
し
て
い
る
。



こ
れ
に
対
し
て
、
フ
リl
ド
リ
ッ
ヒ
を
讃
え
る
第
一
の
舞
踏
歌
、
文
学
上
の
有
名
な
恋
人
や
婦
人
を
歌
う
第
四
の
舞
踏
歌
、
彼
の
見
聞
を
披
露
す
る
第
五
の

舞
踏
歌
で
は
、
前
半
と
後
半
の
対
立
が
著
る
し
く
、
前
半
の
語
り
か
ら
突
然
後
半
の
踊
り
に
移
る
。
乙
の
急
激
な
変
化
、
異
質
の
も
の
〉
衝
突
は
、
明
ら
か
に

ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

第
六
の
舞
踏
歌
は
一
二
六
六
年
の
作
と
推
定
さ
れ
る
諸
王
讃
歌
で
作
者
は
こ
〉
で
最
も
簡
単
な
形
式
を
用
い
て
い
る
。
三
節
九
行
か
ら
な
る
導
入
部
に
続
い

て
彼
は
ま
ず
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
か
ら
彼
の
保
護
者
の
礼
讃
を
は
じ
め
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
四
行
を
一
節
と
す
る
簡
単
な
形
式
に
終
始
す
る
。
乙
〉
に
は
そ
れ

ま
で
の
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
変
化
も
、
詩
の
長
さ
に
基
づ
く
調
子
の
変
化
も
な
い
。
そ
の
う
え
、乙
の
詩
に
は
踊
り
の
部
分
が
全
く
欠
け
て
い
る
。

舞
踏
歌
で
あ
り
な
が
ら
踊
り
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
は
全
く
奇
妙
な
乙
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
、
踊
り
の
部
分
の
欠
け
て
い
る
第
二
と
第
六
の
舞

註
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踏
歌
を
除
け
て
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
の
舞
踏
歌
は
四
篇
で
あ
る
と
す
る
学
者
も
い
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
う
少
し
舞
踏
歌
の
内
容
に
ふ
れ
て
お
乙
う
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
、
彼
は
第
三
の
舞
踏
歌
で
外
国
語
を
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
る
。
彼

は
同
店
主
ゅ
の
代
り
に
訟
の
r
0
5
を
も
っ
て
野
原
を
行
く
、
そ
乙
に
は
巧
巳
仏
の
代
り
に
同
O
B
m

が
あ
り
、
回
R
r

の
代
り
に
ユ
己
2
0

が
流
れ
る
。
彼
は

-109 ー

烏
が
丹
聞
各
自
昨
日
2
8

し
、
う
ぐ
い
す
が

g
c
E
2
8

す
る
中
で
美
し
い
の
同g
t
z
g

と
吉
岡
E
2
8
す
る
。
：
：
：
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
l

ラ
ー
は
こ
の
点

註
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を
指
摘
し
て
、
「
平
凡
な
事
物
を
い
う
の
に
厭
と
い
う
ほ
ど
外
国
語
を
使
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
人
の
外
国
か
ぶ
れ
を
明
っ
て
い
る
」
、
と
い

う
。
又
、
第
四
の
舞
踏
歌
に
は
い
ろ
い
ろ
な
有
名
な
婦
人
や
恋
人
た
ち
が
出
て
く
る
が
、
乙
〉
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
乙
と
は
全
く
意
味
の
な
い
乙
と
ば
か
り
で

あ
る
。
例
え
ば
、
ト
リ
ス
タ
ン
は
モ
ロ
ッ
コ
の
女
王
と
結
婚
し
た
：
：
九
乙
う
し
た
乙
と
は
意
識
的
に
行
な
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
＠
我
々
は
外
国
語
の
度
重

な
る
使
用
や
、
無
意
味
な
発
言
の
う
し
ろ
に
、
弱
体
化
し
た
中
世
末
期
の
宮
廷
社
会
に
対
す
る
作
者
の
批
判
を
見
る
思
い
が
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
最
も
端

的
に
あ
ら
わ
し
た
の
が
行
き
す
ぎ
た
ミ
ン
ネ
デ
ィ

l

ン
ス
ト
を
あ
ざ
笑
っ
た
詩
（
凶
）
で
あ
る
。
婦
人
た
ち
は
求
愛
す
る
騎
士
に
向
っ
て
不
可
能
な
こ
と
を
要

求
す
る
。
ラ
イ
ン
河
の
水
路
を
コl
プ
レ
ン
ツ
の
そ
ば
を
流
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
陽
の
没
す
る
湖
か
ら
砂
を
取
っ
て
き
て
も
ら
い
た
い
、
月
の
光
を
奪
っ

て
ほ
し
い
：
：
：
。
シ
ェl
ラ
l

は
じ
め
幾
多
の
人
は
彼
を
滑
稽
詩
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
詩
だ
け
を
見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
ミ
ン
ネ
デ
ィ
l

ン

ス
ト
は
馬
鹿
げ
た
愚
か
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
彼
も
ま
た
騎
士
で
あ
っ
た
、
し
か
もr
s
r
官
自
己
♀
の
失
な
わ
れ
て
ゆ
く
の
を
な
げ
く
騎
士
で
あ
っ
た

乙
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
？
そ
の
よ
う
な
彼
が
、
ミ
ン
ネ
ヂ
ィ
l

ン
ス
ト
の
愚
か
L

さ
を
、
他
の
滑
稽
詩
人
同
様
あ
ざ
わ
ら
っ
て
ば
か
り
い
ら
れ
た
と
は
考



え
ら
れ
な
い
。
詩
人
と
し
て
騎
士
と
し
て
多
く
の
宮
廷
に
出
入
し
、
騎
士
生
活
の
表
裏
を
知
り
つ
く
し
た
者
の
口
か
ら
出
た
乙
の
言
葉
は
、
単
な
る
皮
相
的
な

軽
蔑
の
言
葉
で
は
な
く
、
騎
士
社
会
に
向
け
ら
れ
た
痛
烈
な
批
判
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
彼
が
ミ
ン
ネ
を
歌
う
場
合
、
彼
は
宮
廷
風
な
冷
た
く
慎

重
な
愛
人
で
は
な
く
、
自
分
の
愛
人
の
魅
力
を
見
出
し
て
心
に
強
い
感
動
を
お
ぼ
え
、
た
め
ら
う
乙
と
な
く
卒
直
に
そ
の
気
持
を
歌
に
読
み
込
む
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
シ
ェ
l

ラ
ー
た
ち
が
指
摘
す
る
よ
う
な
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
一
面
を
彼
が
持
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
彼
の
詩
の
中
で
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
こ
と
は
否
定
出
来
場
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
婦
人
崇
拝
に
し
て
も
自
己
の
生
活
を
の
べ
る
場
合
に
し
て
も
、
事
実
を
あ
り
の
ま
〉
の
べ
る
乙
と
か
ら
生
ず
る
の

で
あ
っ
て
笑
い
を
唯
一
の
目
的
と
し
、
聴
き
手
に
娼
び
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
家
を
訪
れ
る
常
連
が
欠
之
氏
や
ろ
く
で
な
し
氏
や
貧
之
神
氏

で
あ
り
（
凶
同
）
、
彼
が
財
産
を
な
く
し
た
の
は
、
美
し
い
婦
人
、
う
ま
い
酒
、
乙
な
料
理
、
そ
れ
に
週
二
回
の
入
浴
の
た
め
で
、
家
に
は
屋
根
も
な
い
、
部

屋
に
は
扉
も
な
い
、
酒
倉
は
崩
れ
か
h

り
、
台
所
は
火
事
で
焼
け
た
（
凶
喝
）
、
と
い
う
彼
の
生
活
ぷ
り
は
、
表
現
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
が
真
実
の
生
活
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
乙
の
事
実
を
あ
り
の
ま
〉
に
描
写
す
る
態
度
は
「
十
字
軍
の
歌
」
と
庶
民
の
踊
り
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ル
タ
l

も
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
も
十
字
軍
に
参
加
し
て
そ
れ
升
＼
十
字
軍
に
関
す
る
歌
を
残
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
生
れ
た
聖
地
に

足
を
ふ
み
入
れ
た
感
激
、
罪
の
救
い
へ
の
願
い
、
聖
地
開
放
の
呼
び
掛
け
、
神
へ
の
心
か
ら
の
祈
り
が
あ
る
が
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
の
は
望
郷
り
歌
と
も
云
う
ベ-110 ー

き
も
の
で
、
聖
な
る
戦
い
へ
の
喜
ば
し
い
旅
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
聖
地
を
前
に
し
て
の
感
激
も
、
異
教
徒
に
対
す
る
戦
い
も
な
く
、
あ
る
の

は
長
途
の
旅
の
不
快
さ
と
望
郷
の
念
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
の
は
十
字
軍
の
歌
と
は
い
う
も
の
の
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
同
様
、
宗
教
的
な
感
激
も

厳
粛
さ
も
、
戦
闘
に
対
す
る
意
欲
も
な
く
、
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
る
も
の
は
海
上
で
遭
っ
た
嵐
の
描
写
で
あ
る
。
船
は
嵐
に
う
た
れ
て
岩
に
つ
き
進
む
。
舵

は
こ
わ
れ
、
帆
は
飛
、
ほ
さ
れ
て
海
に
投
げ
出
さ
れ
る
。
乗
組
員
の
悲
し
み
の
叫
び
が
我
々
の
耳
に
ま
で
き
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
タ
ン
ホ
イ
ザ

l

の
文
学
に
真
の
現
実
性
の
開
始
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
感
覚
の
持
主
で
あ
る
彼
は
庶
民
の
踊
り
を
、
ま
る
で
我
々
の
自
の
前
に
あ
る
か

の
如
く
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
く
れ
る
。
乙
〉
で
は
貴
族
の
生
活
を
描
写
し
た
時
と
は
う
っ
て
変
っ
て
言
葉
も
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
、
健
康
で
明
る
く
楽
し
い
庶

民
の
生
活
を
た
〉
え
、
人
生
を
肯
定
す
る
楽
天
的
な
思
想
を
云
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
の
詩
作
の
態
度
は
現
実
性
を
根
本
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
乙
の
上
に
立
っ
て
貴
族
の
社
会
と
庶
民
の
社
会
を
見
た
彼
が
前
者
に

対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
後
者
に
対
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
態
度
に
よ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
一
方
は
古
い
伝
統
と
し
き

た
り
に
縛
ら
れ
て
次
第
に
衰
弱
し
て
ゆ
く
勢
力
で
あ
る
の
に
対
し

一
方
は
新
し
い
時
代
の
担
い
手
と
し
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
つ
〉
あ
る
新
興
勢
力
で
あ
る
と

い
う
歴
史
の
流
れ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
か
く
し
て
私
は
詩
人
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

を
、
宮
廷
芸
術
の
流
れ
を
く
む
と
同
時
に
、
自
然
を
愛
し
婦
人
を

愛
し
、
世
俗
と
そ
の
喜
び
を
肯
定
し
、
ユ
ー
モ
ア
を
忘
れ
ぬ
新
し
い
生
活
感
情
を
あ
ら
わ
す
者
と
し
て
、
従
来
や
や
も
す
れ
ば
低
く
評
価
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
彼

を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
信
ず
る
。
騎
士
の
身
分
に
生
れ
な
が
ら
彼
を
し
て
宮
廷
詩
人
た
ら
し
め
な
か
っ
た
も
の
は
彼
の
内
部
に
ひ
そ
む
性
質

で
あ
っ
て
、
乙
れ
が
彼
の
生
活
と
文
学
と
を
分
離
さ
せ
ず
、
や
h

も
す
れ
ば
観
念
的
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
文
学
に
現
実
感
を
加
え
た
こ
と
は
高
く
買
わ
れ
て
よ

い
と
思
う
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
宮
廷
文
学
か
ら
庶
民
の
文
学
に
道
を
聞
く
、
い
わ
ば
橋
渡
し
の
役
を
し
た
が
、
ヴ
ア
ル
タ
l

も
高
き
ミ
ン
ネ
に
対
し
て
低
き
ミ

ン
ネ
を
歌
い
宮
廷
芸
術
を
一
歩
民
衆
に
近
づ
け
、
続
い
て
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
も
農
民
を
題
材
に
と
り
入
れ
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

の
道
の
先
駆
を
な
し
た
。
し
か
し
両
者

の
根
本
的
な
ち
が
い
は
、
ナ
イ
ト
ハ
ル
ト
が
あ
く
ま
で
も
貴
族
の
側
に
立
ち
、
単
に
素
材
の
目
新
し
き
だ
け
を
求
め
、
宮
廷
人
の
笑
い
を
買
う
の
を
目
的
と
し

て
農
民
を
用
い
た
の
に
対
し
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
は
む
し
ろ
農
民
の
側
に
立
ち
、
彼
ら
を
讃
え
た
点
に
あ
る
。
ま
た
殺
事
詩
の
面
で
は
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l

ト
（
の2
7

E
包
〈

8
2
2

回
Z

円
ぬ
）
の
「
ト
リ
ス
タ
ン
」
が
従
来
の
も
の
と
は
趣
を
異
に
し
、
騎
士
の
冒
険
と
か
宗
教
問
答
な
ど
を
扱
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ミ
ン
ネ
を
主

題
と
し
、
貴
族
文
学
の
高
み
か
ら
全
人
間
的
な
感
情
へ
通
ず
る
道
を
開
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宮
廷
文
学
と
庶
民
の
文
学
と
の
橋
渡
し

の
役
を
呆
し
た
彼
は
し
か
し
宮
廷
文
学
最
後
の
人
で
あ
っ
た
。
彼
を
も
っ
て
宮
廷
文
学
は
終
り
を
つ
げ
た
。
彼
の
後
の
詩
人
と
し
て
は
、
ほ
Y

百
年
を
経
た
後

の
オ
ス
ヴ
ア
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ォ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
。
凶
語
、
m
z
g
ロ
巧
己
g
a
s
－
ロ
ロ
ミ
t

広
島
）
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。



当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
の
文
学
に
も
幾
多
の
欠
点
が
見
出
さ
れ
る
。
現
存
す
る
詩
が
わ
ず
か
十
六
篇
で
あ
る
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
、
と
れ
だ
け
で

は
満
足
に
語
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
視
野
が
狭
い
と
い
う
乙
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
の
詩
の
対
象
は
踊
り
と
自
己
の
体
験
あ
る
い

は
生
活
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
彼
の
詩
に
は
宗
教
や
政
治
は
全
く
歌
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
上
、
文
体
が
単
調
で
あ
る
。
片
『
と
い
う
語
が
多

に
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
事
柄
が
眼
前
に
初
併
す
る
よ
う
な
現
実
味
を
持
た
せ
る
上
の
効
果
は
あ
っ
て
も
、
反
面
単
調
さ
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
文
体
の

美
し
さ
ま
で
も
そ
こ
ね
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
題
材
の
貧
弱
さ
、
詩
の
単
調
さ
、
美
し
さ
の
欠
除
等
の
乙
と
か
ら
、
や
は
り
ヴ
ァ
ル
タ
ー
に
は
数
歩
劣
っ
て

い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
世
ド
イ
ツ
文
学
は
ハ
ル
ト
マ
ン
（
国
釦3
5
8

ロ

g

ロ
〉
5

）
、
ヴ
ォ
ル
ブ
ラ
ム

（
巧o
－E
B
g

ロ
何
回
。
r
oロ
g
o
r
）
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ

l

ト
に
代
表
さ
れ
る

宮
廷
殺
事
詩
と
、
ラ
イ
ン
マ
ル
、
ヴ
ァ
ル
タl
、
モ
ー
ル
ン
ゲ
ン
（
出
巳
ロ
江
島
g

ロ
宮
0
2

ロ
問
。
ロ
）に
代
表
さ
れ
る
ミ
ン
、
不
ザ
ン
グ
に
よ
り
隆
盛
期
を
迎
え

た
。
乙
れ
と
並
ん
で
、
＋
字
軍
に
参
加
し
た
吟
遊
詩
人
、
放
浪
詩
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
見
聞
や
体
験
を
も
と
に
し
て
空
想
と
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
た
物
語
を
語

よ
り
中
世
文
学
の
巨
匠
た
ち
に
は
る
か
に
及
ば
ず
と
は
い
え
、
彼
ら
の
文
学
と
民
衆
の
文
学
と
の
橋
渡
し
を
し
た
役
割
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

-112-

り
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
に
対
す
る
民
衆
の
好
奇
心
を
か
り
立
て
た
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
は
こ
の
両
方
の
文
学
を
呼
吸
し
そ
れ
を
民
衆
に
引
き
つ
い
だ
。
も
と

ぃ
。
中
世
文
学
は
彼
の
存
命
中
早
く
も
衰
退
の
道
を
た
ど
り
、
続
い
て
神
秘
主
義
の
文
学
が
登
場
し
て
く
る
。
騎
士
社
会
も
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
の
滅
亡
と
共

に
も
ろ
く
も
崩
れ
去
っ
た
。
か
、
ふ
る
時
代
の
転
換
期
に
生
き
た
彼
が
独
自
の
性
格
を
も
っ
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
す
で
に
の
べ
た
彼
の
態
度
に
よ
る
乙
と
は

勿
論
で
あ
る
が
、
同
時
に
時
代
の
流
れ
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
中
世
ド
イ
ツ
文
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
上
に
築
か
れ
た
が
、
そ
れ
を
導
き
進
化
発
展

さ
せ
た
も
の
は
、
思
想
的
に
も
社
会
的
に
も
人
間
と
し
て
進
む
べ
き
自
然
の
方
向
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
の
出
現
も
、
偶
発
的
な
、
文
学
史

上
の
孤
児
と
な
る
よ
う
な
特
異
な
ケl
ス
で
は
決
し
て
な
い
a

彼
を
彼
た
ら
し
め
た
も
の
は
現
実
に
立
脚
し
た
彼
の
態
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼
を
と
り
ま
く

時
代
の
動
き
で
も
あ
っ
た
。

騎
士
の
没
落
は
民
衆
の
拾
頭
を
促
し
、
市
民
が
文
化
の
中
心
と
な
っ
た
。
文
学
も
民
衆
の
手
に
移
り
民
謡
が
復
活
し
た
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
は
そ
の
中
に
生
き

つ
Y

け
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
と
な
っ
て
再
び
我
々
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
す
。



な
お
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

の
六
つ
の
舞
踏
歌
が
い
か
に
歌
わ
れ
、
演
奏
さ
れ
て
い
た
か
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
そ
の
う
ち
の
第
四
の
舞
踏
、

た
が
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
如
く
な
る
。

歌
の
楽
譜
が
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
パ
ン
ケ
（
回
目
ω
ω
匂
g
g

）
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こ
の
う
ち
、
I

と
J

と
は
一
部
似
通
っ
て
い
る
点
が
あ
る
の
で

I

と
J

を
閉
じ
部
類
に
入
れ
〉
ば
、
全
体
は
ほ
ぼ
規
則
的
な
反
復
を
も
と
に
し
て
五
部
に
分
け

a
F
 

る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
、
第
十
四
節
と
第
十
五
節
と
の
聞
に
大
き
な
線
を
ひ
く
乙
と
が
出
来
る
。
乙
れ
は
前
半
の
曲
が
四
分
音
譜
を
基
と
す
る
の
に
対

註
刊

し
、
後
半
は
八
分
音
譜
を
基
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
十
六
節
は
欠
け
て
い
る
が
、
こ
れ
を
全
体
の
規
則
性
か
ら
想
像
し
て
か
り
に

I

と
す
れ
ば
、
全
体
の

曲
の
大
体
の
構
成
は
次
の
如
く
な
る
（
メ
ロ
デ
ィ
の
型
そ
の
2

参
照
）
。
乙
れ
ら
一
つ
一
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
若
干
の
例
外
を
除
い
て
く
り
返
し
て
歌
わ
れ
る
。

例
え
ば
第
一
節
を
構
成
し
て
い
る
四
行
は
そ
れ
ぞ
れ
二
行
づ
〉
に
分
け
ら
れ
、
最
初
の
二
行
と
後
の
二
行
は
同
一
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
歌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
し
ら
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
以
前
の
曲
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
入
っ
て
き
た
メ



ロ
デ
ィ
l

や
教
会
音
楽
か
ら
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
詩
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
問
題
等
々
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
次
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
タ
y

ホ
イ
ず
i

伝
説
に
つ
い
て

一
二
五
四
年
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
は
亡
び
、
ド
イ
ツ
は
大
空
位
時
代
に
入
っ
た
。
華
や
か
な
騎
士
階
級
も
こ
〉
に
終
り
を
つ
げ
、
そ
れ
と
共
に
文
学
も
騎

士
の
手
か
ら
は
な
れ
た
。
騎
士
文
学
は
騎
士
と
い
う
特
定
の
階
級
の
文
学
で
あ
り
、
庶
民
の
生
活
を
そ
の
内
に
包
含
し
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
騎

士
の
没
落
と
共
に
そ
の
文
学
も
亡
び
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
吟
遊
詩
人
、
放
浪
詩
人
は
時
代
の
波
に
押
し
流
さ
れ
も
せ
ず
、
か
え
っ
て
騎
士
に

‘
司

代
る
文
学
の
担
い
手
と
し
て
登
場
し
て
き
た
。
彼
ら
新
興
文
学
者
の
子
に
な
っ
た
題
材
は
、
や
は
り
騎
士
時
代
か
ら
受
け
つ
い
だ
も
の
で
、
英
雄
物
語
と
な
り

民
謡
と
な
っ
て
そ
の
型
が
変
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
十
四
世
紀
以
後
は
十
三
世
紀
に
現
わ
れ
た
市
民
階
級
出
身
の
職
匠
歌
人
も
乙
れ
に
加
わ
る
が
、
そ
の
文
学

活
動
は
き
わ
め
て
低
調
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
勿
論
社
会
的
傾
向
と
平
行
し
て
現
れ
る
も
の
で
、
文
学
の
み
の
持
つ
傾
向
で
は
な
い
。
乙
の
時
期
に
は

文
学
的
材
料
な
ら
各
方
面
に
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
あ
り
、
乙
の
時
代
の
本
質
を
あ
ら
わ
す
に
事
欠
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
材
料
を
十
分
に

生
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
演
劇
が
民
衆
の
人
気
を
博
し
て
も
実
を
結
ば
ず
、
現
在
の
観
賞
に
た
る
よ
う
な
芸
術
作
品
を
残
し
て
い

h
w

一
体
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
ど
の
よ
う
に
し
て
民
謡
の
中
に
入
っ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
他
の
詩
人
と
異
っ
て
、
同
時
代
の
人
の
批
評
に
も
の
ら
な
か
っ-114ー

た
し
、
後
の
作
家
、
例
え
ば
マ
イ
ス
タ
l

シ
ン
ガ
ー
た
ち
の
作
品
が
彼
の
作
品
を
思
わ
せ
る
以
外
は
文
書
の
中
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
乙
れ
に
は
彼
の
舞
踏

歌
が
批
評
さ
る
べ
き
価
値
も
な
い
下
賎
な
歌
と
し
て
押
し
の
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
と
の
関
係
に

於
て
宗
教
的
見
地
か
ら
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。

一
一
二
五
年
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
が
即
位
し
た
頃
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
十
字
軍
に
熱
狂
し
て
い
た
が
、
第
四
回
十
字
軍
以
後
は
指
導
者
に
こ
と
欠
き
、
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
を
除
い
て
は
他
に
は
な
か
っ
た
0

・
し
か
し
彼
は
一
年
／
＼
進
軍
を
の
ば
し
た
b

め
、
法
王
グ
レ
コ
リ
ウ
ス
九
世
は
た
ま
り
か
ね
て
彼
を
破

門
し
た
。
こ
う
し
て
幾
年
か
を
経
た
の
ち
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
二
世
は
や
っ
と
十
字
軍
を
お
こ
し
た
。
乙
れ
が
第
五
回
十
字
軍
で
あ
る
。
勿
論
法
王
は
キ
リ
ス

ト
教
戦
士
が
フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
の
十
字
軍
に
加
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
フ
リl
ド
リ
ッ
ヒ
は
更
に
北
イ
タ
リ
ア
に
対
し
宣
戦
を
布
告
し
、
大
部
分
の
都
市
を

平
定
し
、
ミ
ラ
ノ
に
無
条
件
降
服
を
強
い
、
そ
の
権
力
は
法
王
に
と
っ
て
い
よ
い
よ
脅
威
的
と
な
り
、
そ
の
他
の
事
件
が
乙
れ
に
拍
車
を
か
け
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ



ス
九
世
は
新
た
に
破
門
令
を
発
し
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
不
信
を
責
め
、
彼
に
対
し
て
敵
対
行
為
を
起
し
た
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
後
を
つ
い
だ
イ
ン
ノ
セ

ン
ト
四
世
は
フ
リ
l

ド
リ
ッ
ヒ
を
神
に
不
敬
の
者
で
あ
る
と
し
て
最
も
厳
し
い
破
門
に
処
し
、
皇
帝
の
位
や
王
冠
の
失
権
を
宣
し
た
。

こ
の
よ
う
な
フ
リ

l

ド
リ
ッ
ヒ
に
近
づ
い
て
い
た
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
が
主
君
と
同
じ
思
想
の
持
主
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
乙
と
で
あ

る
。
そ
の
上
、
彼
が
歌
い
あ
げ
て
い
る
世
俗
の
喜
び
は
、
教
会
に
と
っ
て
決
し
て
快
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
と
の
よ
う
な
乙
と
の
た
め
に
彼
は
ア
ン
テ

ィ
ク
リ
ス
ト
の
印
を
押
さ
れ
当
時
か
ら
不
評
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
、
彼
と
同
時
代
の
詩
人
の
批
評
の
対
象
に
も
な
ら
ず
、
他
の
作
品
の
中

に
彼
の
名
を
発
見
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
彼
が
マ
イ
ス
タ
l

ジ
ン
ガ
ー
た
ち
の
お
か
げ
で
再
び
姿
を
現
わ
す
ま
で
い
か
な
る
経
過
を
た
ど
っ

た
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
彼
の
音
楽
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
教
会
音
楽
を
と
り
入
れ
た
た
め
、
聴
く
人
の
耳
に
親
し
い
も
の
と

な
り
、
民
衆
の
聞
に
か
な
り
広
ま
り
、
後
に
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
が
生
ず
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
主
人
公
に
彼
の
名
が
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
乙

と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
音
楽
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
現
在
の
と
と
ろ
わ
ず
か
一
曲
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
上
記
の
こ
と
は
あ
く
ま

で
も
想
像
の
域
を
出
な
い
。
伝
説
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
タ
ン
ホ
イ
ザ

l

の
物
語
は
、
異
教
の
女
神
ヴ
ェ
！
ヌ
ス
と
親
し
く
く
ら
す
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

が
つ
い
に
後

FD 

悔
の
念
に
と
ら
え
ら
れ
、
彼
女
の
も
と
を
去
っ
て
法
王
に
罪
の
許
し
を
乞
う
が
追
け
ら
れ
再
び
ヴ
ェ
l

ヌ
ス
の
も
と
に
戻
る
、
と
い
う
も
の
で
、
エ
リ
i

ザ
ベ

ッ
ト
の
伝
説
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
普
通
に
考
え
る
エ
リ
l

ザ
ベ
ッ
ト
伝
説
と
結
び
つ
い
た
物
語
は
十
九
世
紀
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
か
は
疑
問
の
多
い
問
題
で
あ
る
が
、
イ
エ
ナ
に
残
る
歌
謡
の
写
本
に
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

の
作

註
ロ

と
伝
え
ら
れ
る
一
篇
の
蛾
悔
の
歌
が
合
ま
れ
て
い
る
。
ジ
l

ベ
ル
ト
は
乙
の
詩
が
彼
の
作
か
否
か
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
と
ろ
決
し
か
ね
る
と
云
っ
て
い
る
。

乙
れ
が
偽
作
で
な
い
と
す
れ
ば
詩
人
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
と
伝
説
の
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
を
結
び
つ
け
る
有
力
な
手
が
か
り
と
な
り
、
伝
説
の
成
立
を
説
明
す
る
上
に
も

好
都
合
な
の
で
あ
る
が
、
自
己
の
生
活
を
す
る
ど
く
描
き
出
し
た
彼
の
作
と
す
る
に
は
罪
の
告
白
も
ど
く
一
般
的
で
特
色
が
な
く
、
後
世
に
ま
で
大
き
な
影
響

を
与
え
て
数
多
く
の
文
学
作
品
を
産
み
出
す
ほ
ど
の
生
気
あ
ふ
れ
た
伝
説
を
作
り
出
す
に
は
ほ
と
ん
ど
不
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
を
構
成
す
る
さ
ま
戸
＼
な
要
素
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
固
に
似
た
よ
う
な
話
が
い
く
つ
も
見
う
け
ら
れ
る
。
葉
を
つ
け
た

t
F
a
 

杖
の
話
は
東
方
に
源
を
発
し
、
ス
ェ
l

デ
ン
の
伝
説
に
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
悪
魔
の
よ
う
な
怪
物
や
、
小
人
の
住
む
山
の
洞
窟
の
話
は
い
た
る
と
と
ろ
に
あ

る
が
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
で
最
も
古
く
か
っ
最
も
重
要
で
あ
と
る
い
う
。
ず
ェl
ヌ
ス
と
は
本
来
憧
れ
と
か
愛
ら
し
さ
と
か
を
意
味
す
る
古
代
イ
タ
リ
ア
の



女
神
で
あ
る
が
、
乙
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
の
伝
説
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
「
へ
ル
ゼ
ル
ベ
ル
ク
」
（
U
R

国
管

8
5
2
m）
な
る
伝
説
を
伝
え
て
い
る
が

こ
れ
は
悪
魔
の
住
む
山
の
話
で

ド
イ
ツ
に
は
乙
の
他
数
篇
の
へ
ル
ゼ
ル
ベ
ル
ク
に
関
す
る
話
が
伝
わ
っ
て

い
る
。
し
か
し
い
づ
れ
も
タ
ン
ホ
イ
ザ

l

伝
説
と
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

詩
人
が
死
後
再
び
姿
を
現
す
の
は
マ
イ
ス
タ

l

ジ
ン
ガ
l

達
の
歌
の
中
で
あ
る
。
乙
の
中
に
は
タ
ン
ホ
イ
ザ
i

の
詩
の
改
作
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い

註
は

う
。
こ
れ
は
詩
人
が
後
世
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
。
伝
説
成
立
の
時
期
を
決
定
す
る
の
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
マ
イ
ス

タ
l

ジ
ン
ガ
！
の
作
に
な
る
タ
ン
ホ
イ
ザ

l

の
物
語
で
あ
る
。
伝
説
の
最
後
の
部
分
は
、
法
王
に
退
け
ら
れ
た
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
再
び
ヴ
ェ
l

ヌ
ス
の
山
へ
艮

る
が
、
三
日
後
、
法
王
の
杖
に
芽
が
ふ
き
出
て
彼
の
罪
が
ゆ
る
さ
れ
た
と
と
を
告
げ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
マ
イ
ス
タ
l

ジ
ン
ガ
l

の
作
に
は

タ
ン
ホ
イ
ザ
i

の
絶
望
と
ヴ
ェ
l

ヌ
ス
山
へ
の
帰
還
と
謝
免
が
欠
け
て
い
る
。
つ
ま
り
乙
の
部
分
は
ま
だ
マ
イ
ス
タ
ー
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
彼
ら
の
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
神
の
恵
み
と
マ
リ
ア
の
と
り
な
し
を
願
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
乙
れ
ら
の
詩
は
、
伝
説
の
最
後
の
部
分
が
ま
だ
出
来
上
っ
て

で
は
、
こ
の
伝
説
の
最
後
の
部
分
は
何
時
ど
ろ
、
な
ぜ
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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い
な
い
あ
る
時
期
の
作
品
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
l

（
冨
州EZ
T
H

同
『2

に
お

t
E

怠
）
に
よ
っ
て
宗
教
改
革
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
ク
リ

フ
（
旬
。Z

巧
目
。
三
Z
N
O
？
t
H
ω∞
ム
）
や
プ
ラl
グ
大
学
の
ヨ
ハ
ン
・
フ
ス
（
H
O
E
S
出
5

）
等
に
よ
っ
て
教
会
の
徹
底
的
改
革
が
叫
ば
れ
て
来
た
こ
と
は
周

知
の
事
実
で
あ
る
が
、
乙
の
宗
教
思
想
の
推
移
は
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
の
成
立
に
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
伝
説
の
最
後
の
部
分
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

が
法
王
の
も

と
を
去
っ
て
か
ら
三
日
後
に
法
王
の
杖
に
芽
が
出
て
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
の
罪
が
ゆ
る
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
法
王
の
力
の
絶
対
を
否
定
し
、
そ
の
力

の
及
ば
ぬ
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
と
の
部
分
の
欠
け
て
い
る
も
の
と
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
成
立
の
時
期
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
、

し
か
も
後
者
は
宗
教
改
革
の
気
運
に
の
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
見
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
宗
教
改
革
の
胎
動
期
と
も
云
う
べ
き
十
四
世
紀
、
あ
る
い

は
十
五
世
紀
に
マ
イ
ス
タl
ジ
ン
ガ
ー
た
ち
の
歌
が
成
立
し
、
そ
の
後
、
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
反
法
王
、
反
教
会
的
最
後
の
部
分
が
こ
の
物
語

に
つ
け
加
え
ら
れ
て
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
と
し
て
今
日
我
々
が
見
る
と
と
の
出
来
る
よ
う
な
形
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

我
々
は
今
ま
で
詩
人
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
と
伝
説
の
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
と
が
同

a

一
人
物
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
話
を
す
弘
め
て
き
た
。
し
か
し
勿
論
乙
れ
に



対
す
る
反
論
は
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
全
く
別
人
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
唱
乙
の
意
見
の
代
表
者
は
ガ
ス
ト
ン
・
パ
リ
（OB
Z
ロ
司
日
目
乙
で
あ
っ
て
、
彼

註
店

は
古
い
イ
タ
リ
ア
の
伝
説
に
基
い
て
彼
の
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
の
源
と
な
る
か
否
か
の
決
定
は
出
来
な
い
が
、
た
し
か
に
伝
説

と
多
く
の
共
通
点
を
持
ち
、
非
常
に
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
訟
に
紹
介
し
て
お
く
。

註
M現

在
で
も
イ
タ
リ
ア
の
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
に
は
シ
ピ
リ
l

ニ
山
と
い
う
山
が
あ
る
が
、
乙
〉
は
地
上
の
天
国
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
治
め
て
い
る
の

は
シ
ビ
ラ
と
い
う
女
で
あ
っ
た
。
冒
険
好
き
の
一
フ
ラ
ン
ス
人
は
こ
の
山
の
神
秘
的
な
穴
の
奥
深
く
入
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
、
近
所
の
人
々
か
ら
そ
の
場
所

に
ま
つ
わ
る
伝
説
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
特
に
あ
る
ド
イ
ツ
人
に
つ
い
て
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
人
は
実
際
に
そ
の
山
の
奥
に
入
り
乙
む
乙
と
が
出
来

た
が
、
彼
が
そ
乙
で
見
出
し
た
の
は
賛
沢
な
衣
裳
を
着
飾
っ
た
貴
族
や
貴
婦
人
た
ち
に
と
り
ま
か
れ
、
立
派
な
玉
座
に
腰
を
下
し
て
い
る
女
王
だ
っ
た
。
美

し
さ
を
失
う
こ
と
も
老
い
る
こ
と
も
な
い
こ
れ
ら
の
人
々
の
幸
福
は
、
世
界
が
終
る
ま
で
続
く
だ
ろ
う
と
い
う
乙
と
を
彼
は
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
所

に
は
一
つ
の
錠
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
旅
行
者
は
八
日
間
そ
乙
に
留
ま
り
、
彼
の
自
由
意
志
に
よ
っ
て
九
日
自
に
発
つ
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
彼
が
そ
の

-117ー

時
に
そ
乙
を
去
ら
な
い
と
十
三
日
固
ま
で
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
そ
の
時
彼
が
そ
こ
を
去
ら
な
か
っ
た
ら
三
百
三
十
日
固
ま
で
留
ま
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
そ
の
時
彼
が
そ
と
を
去
ら
な
か
っ
た
ら
、
彼
は
永
遠
に
そ
こ
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
乙
の
す
ば
ら

し
い
世
界
に
も
一
つ
の
汚
点
が
あ
っ
た
。
金
曜
日
の
真
夜
中
か
ら
土
曜
日
の
真
夜
中
ま
で
の
問
、
女
王
と
他
の
魅
力
的
な
貴
婦
人
た
ち
は
蛇
に
姿
を
変
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
ド
イ
ツ
人
が
こ
の
こ
と
を
発
見
し
た
の
は
ち
ょ
う
ど
三
百
三
十
日
目
の
時
だ
っ
た
。
彼
は
こ
ん
な
場
所
に
自
分
が
住
ん
で
い
る
こ
と
は
非

常
に
罪
深
い
乙
と
だ
と
考
え
た
の
で
、
三
百
三
十
日
自
に
彼
は
美
し
い
女
主
人
た
ち
に
別
れ
を
つ
げ
、
罪
の
告
白
の
た
め
に
ロ
l

マ
に
向
っ
た
。
法
王
は
内

心
彼
を
許
そ
う
と
し
た
が
、
他
の
人
々
の
た
め
に
も
と
、
彼
の
為
し
た
行
為
を
非
常
に
重
大
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
た
。
法
王
は
彼
に
苛
酷
な
言
葉
を

用
い
て
彼
を
追
い
や
っ
た
。
だ
が
法
王
は
心
を
改
め
、
再
び
彼
を
よ
び
戻
そ
う
と
し
た
が
そ
の
時
は
も
う
お
そ
か
っ
た
。
法
王
の
耳
に
入
っ
た
知
ら
せ
は
、

天
国
の
喜
び
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ド
イ
ツ
人
は
、
地
上
の
喜
び
を
求
め
て
再
び
シ
ビ
リl
ニ
山
に
戻
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
今
で
も
彼
は
多

分
そ
の
山
に
楽
し
く
住
ん
で
い
る
乙
と
だ
ろ
う
。



ガ
ス
ト
ン
・
バ
リ
を
は
じ
め
近
世
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
た
ち
は
、
乙
の
物
語
が
発
展
し
て
タ
ン
ホ
イ
ザl
の
物
語
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
乙
の
意
見

は
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。
乙
の
話
は
た
し
か
に
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
と
い
ろ
／
＼
な
点
で
一
致
す
る
し
、
ド
イ
ツ
に
こ
れ
以
上
類
似
の
物
語
が

存
在
し
な
い
の
で
一
応
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
乙
れ
は
あ
く
ま
で
も
物
語
が
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
の
他
の
点
、
と
り
わ
け
前
記
マ
イ

ス
タ
ー
た
ち
の
作
に
対
す
る
説
明
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
乙
れ
は
二
人
の
タ
ン
ホ
イ
ザ
！
が
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
説
の
重
要
な
根
拠
と
な
る
点
で
あ

る
か
ら
、
と
れ
を
論
破
す
る
だ
け
の
実
証
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
一
要
素
を
含
む
物
語
は
各
国
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
乙

の
点
か
ら
だ
け
で
パ
リ
の
意
見
に
賛
意
を
表
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
オ
フ
タ

l

デ
イ
ン
ゲ
ン

な
お
、
十
九
世
約
前
半
に
、
ヶ
！
ニ
ヒ
ス
ペ
ル
ク
の
教
授
ル
ッ
カ
ス
（
r
ぉ
g

）
が
、
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
「
ワ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
歌
合
戦
」
の
主
人
公
、
ハ
イ

註
げ

と
同
一
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
研
究
を
発
表
し
て
い
る
が
、
乙
の
意
見

（
白
色
ロ
ユ
。
r
g
ロ

o
p
o
E
E
m
o
ロ
）

は
今
日
で
は
全
く
顧
み
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

伝
説
に
つ
い
て
は
不
明
の
と
と
ば
か
り
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
十
四
、
五
世
紀
に
な
る
と
国
民
の
中
に
は
タ
ン
ホ
イ
ザ。
。

ー
の
行
為
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
法
王
や
僧
侶
よ
り
も
彼
の
方
に
味
方
を
す
る
者
が
出
て
来
た
。
乙
の
時
代
の
詩
人
は
罪
人
を
絶
望
さ
せ

ず
、
彼
自
ら
に
罪
の
告
白
を
さ
せ
て
直
接
神
と
救
済
者
に
向
い
彼
ら
の
恵
み
と
聖
母
マ
リ
ア
の
と
り
な
し
と
を
願
っ
た
。
そ
の
後
に
な
っ
て
法
王
に
見
放
さ
れ

た
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
ヴ
ェ
l

ヌ
ス
山
に
も
ど
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
代
り
法
王
自
身
も
永
遠
に
す
て
ら
れ
、
そ
の
上
法
王
の
権
力
の
絶
対
を
否
定
す
る
結
末
が
つ

け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
乙
の
中
に
宗
教
改
革
時
代
の
息
吹
き
を
感
じ
と
る
乙
と
が
出
来
る
。
二
人
の
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
、
時
代
が
ち
が
い
生
き

方
が
ち
が
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
両
者
は
共
に
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
典
型
的
な
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
変
り
な
い
。

そ
の
後
タ
ン
ホ
イ
ザ
l

は
長
ら
く
文
学
の
表
面
に
現
れ
て
来
な
か
っ
た
が
、
十
九
世
紀
に
至
り
多
く
の
詩
人
の
好
む
と
乙
ろ
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
綜
合
は
リ

ヒ
ア
ル
ト
・
ヴ
ァ
l

グ
ナ
！
（
目
。
Z
E

巧
お
ロ
2

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
乙
〉
で
は
今
ま
で
救
わ
れ
な
か
っ
た
彼
も
神
な
ら
ぬ
女
性
に
救
わ
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
中
世
の
持
情
詩
で
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
が
あ
ま
り
に
も
高
く
鋒
え
て
い
る
た
め
、
従
来
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
彼
に
集
中
し
、
他
の
詩
人
は
省
り
み
ら
れ

る
乙
と
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
ル
タ

l

の
偉
大
さ
を
否
定
す
る
気
は
全
く
な
い
が
、
持
情
詩
全
体
の
動
き
を
み
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
片
手
落
ち
の



観
は
免
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
実
際
に
歌
わ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
た
め
に
文
学
以
外
の
要
素
が
入
っ
て
来
て
、
そ
の
た
め
に
一
層
研
究
を
悶
難
に
し
て
い

る
乙
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
又
、
今
後
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
私
の
小
論
は
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
。
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g
ω
F
O
Z
H
H
U
U
2
u
w
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日
司
自
己
る
5
2
5
ω

品

詩
人
の
出
身
地
花
関
す
る
ヲ
l

ベ
ル
ト
の
研
究
は
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
ま
で
称
え
ら
れ
て
来
た
説
の
紹
介
を
行
い
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
見
解
を
の
べ
て
い

ヲ
。
。

乙
の
小
論
K
於
け
る
歴
史
花
関
す
る
記
述
は
す
べ
て
次
の
書
物
を
参
照
し
た
。

ウ

z
l

パ
l

広
島
定
士
口
訳
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観
世
界
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シ
ュ
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ト
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ト
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す
る
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伊
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治
「
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イ
ト
ハ
ル
ト
」
（
日
本
独
文
学
会
編
ド
イ
ツ
文
学
第
二
十
一
号
）
に
よ
っ
た
。
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シ
エ
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ラ
！
吹
田
順
助
監
修
「
ド
イ
ツ
文
学
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第
二
巻
三
五
・
三
六
頁

曲
の
検
討
に
は
現
在
の
譜
記
法
に
基
き
書
き
直
さ
れ
て
い
る
楽
譜
を
用
い
た
。

ζ

の
と
乙
ろ
の
記
述
は
シ
エ
l

ラ
l

「
ド
イ
ツ
文
学
史
」
K
ょ
っ
た
。
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パ
リ
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見
解
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タ
ン
ホ
イ
ン
ザ
l
研
究
書
及
び
ヴ
ァ
l
グ
ナ1
研
究
書
に
て
知
る
乙
と
が
出
来
る
。
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