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『
破
戒
』
に
お
け
る
二
重
構
造
に
関
し
て

　
1
風
景
描
写
に
潜
在
し
て
い
る
隠
喩
を
中
心
に
ー

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク

　
　
は
じ
め
に

　
文
学
作
品
で
あ
れ
ば
、
表
現
体
の
基
本
的
な
意
味
の
背
後
に
は
思
想
が
あ

る
。
し
か
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
散
文
は
、
隠
喩
的

な
性
質
が
少
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
頻
繁
に
あ
る
。
従
っ
て
、
小
説
な

ど
、
散
文
で
書
か
れ
て
い
る
文
学
作
品
に
お
け
る
二
重
構
造
は
比
較
的
に
特

定
し
難
い
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
学
の
特
徴
に
潜
在
的
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
包
含
も
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
散
文
に
お
い
て
も
、
作
品
を
十

分
に
理
解
す
る
た
め
に
、
両
立
し
て
い
る
二
つ
の
意
味
レ
ベ
ル
を
把
握
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
自
然
界
を
道
具
の
一
つ
と
し
て
利
用
す
る
作
家
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
徹
底

し
な
が
ら
も
、
作
品
全
体
に
お
け
る
叙
情
的
な
効
果
を
文
字
通
り
の
意
味
よ

り
も
遥
か
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
生
活
で
は
葬
式
の
日
が
曇
っ
て

い
れ
ば
、
偶
然
だ
ろ
う
と
判
断
で
き
る
が
、
小
説
は
虚
構
の
世
界
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
同
様
な
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
意
味
付
け
を
行
い
た
く
な
る
。
『
破

戒
』
に
接
す
る
読
者
は
自
然
描
写
を
通
し
て
無
意
識
的
に
感
情
を
操
作
さ
れ
’

て
い
る
と
言
え
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
即
し
つ
つ
、
島

崎
藤
村
の
『
破
戒
』
に
お
け
る
意
味
の
二
重
構
造
及
び
思
想
上
の
展
開
に
関

し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
一
．
　
『
破
戒
』
に
お
け
る
自
然
描
写
と
叙
情

　
『
破
戒
』
に
お
い
て
、
自
然
が
綺
麗
に
描
写
さ
れ
て
い
る
場
面
は
複
数
あ

る
が
、
中
で
も
物
語
の
後
半
で
瀬
川
丑
松
が
冬
の
千
曲
川
周
辺
を
眺
め
て
、

自
分
の
運
命
に
関
し
て
考
え
る
場
面
（
注
1
）
は
そ
の
好
例
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
丑
松
は
あ
る
船
橋
の
周
辺
に
立
ち
、
橋
の
方
へ
移
動
し
、
最
後
に

そ
の
上
に
立
つ
が
、
周
り
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
、
自
分
の
問
題
や
人
生
に

関
し
て
熟
考
す
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
丑
松
の
葛
藤
と
、
そ
の
感
情

を
叙
情
的
に
表
現
す
る
描
写
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
徹
底
的
に
分
析
し

て
い
き
た
い
。

　
最
初
に
話
者
は
、
千
曲
川
に
向
っ
て
い
る
丑
松
の
視
点
か
ら
の
眺
め
を
全

貌
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
て
き

遠
く
つ
ゴ
く
河
原
は
一
面
の
白
い
大
海
を
見
る
や
う
で
、
藍
荻
も
、
楊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
も
り

柳
も
、
す
べ
て
深
く
隠
れ
て
了
つ
た
（
中
略
）
封
岸
に
あ
る
村
落
と
杜
の

　
　
　
　
　
　
う
つ
も
　
　
　
　
　
か
す
か

梢
と
す
ら
雪
に
埋
没
れ
て
、
幽
に
鶏
の
鳴
き
声
が
す
る
。
（
二
五
〇
）

　
こ
の
個
所
で
主
人
公
は
周
囲
を
眺
め
て
い
る
が
、
雪
に
埋
も
れ
、
霧
に
隠

れ
て
い
る
周
囲
の
風
景
が
鮮
明
に
見
え
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
丑

松
は
こ
の
時
点
に
お
い
て
戸
惑
っ
て
い
る
た
め
に
、
風
景
の
様
子
が
朦
朧
と

し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
心
理
的
な
状
態
と
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

し
か
し
霧
の
中
か
ら
風
景
の
一
部
が
見
え
て
く
る
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
あ
り
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
ま
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
だ
ん

斯
う
い
ふ
光
景
は
今
丑
松
の
眼
前
に
展
げ
た
。
平
素
は
其
程
注
意
を
引
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く
は

か
な
い
や
う
な
物
ま
で
一
々
の
印
象
が
強
く
直
し
く
眼
に
映
っ
て
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

た
り
、
あ
る
と
き
は
又
、
物
の
輪
郭
す
ら
朦
朧
と
し
て
何
も
か
も
同
じ

や
う
に
ぐ
ら
一
動
い
て
見
え
た
り
す
る
。
（
二
五
〇
）

　
こ
の
描
写
に
お
い
て
は
風
景
の
物
理
的
状
態
の
み
を
描
い
て
い
る
は
ず

で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
表
現
の
裏
に
は
、
人
間
関
係
の
複
雑
さ
が
含
ま

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
僚
や
社
会
に
お
け
る
様
々
な
知
り
合
い
は
丑

松
に
対
し
て
、
表
面
的
に
は
好
意
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
時
点
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
。

　
し
か
し
、
先
の
解
釈
に
対
し
て
疑
問
を
容
易
に
投
げ
か
け
る
こ
と
も
で
き

る
。
こ
の
自
然
描
写
は
、
単
に
風
景
を
詩
的
に
描
写
し
て
い
る
の
み
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
次
の
個
所
を
読
む
と
、
隠
喩
的
な
側
面
が
包
含
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
彼
が
眺
め
て
い
る
風
景
と
完
全
に
連
結
す
る
よ
う
に
、

丑
松
の
人
間
関
係
が
原
因
で
あ
る
戸
惑
い
は
直
ち
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　
　
　
　
　
　
　
さ
　
き

『
自
分
は
是
か
ら
將
来
奈
何
し
よ
う
i
何
処
へ
行
っ
て
、
何
を
為
よ

う
一
一
体
自
分
は
何
の
為
に
是
世
の
中
へ
生
れ
て
来
た
ん
だ
ら
う
。
』

（
二
五
〇
）

　
明
ら
か
に
こ
の
個
所
は
丑
松
の
そ
の
時
点
に
お
け
る
心
境
を
そ
の
直
前

の
風
景
描
写
に
繋
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
藤
村
は
自
然
風
景
を
利
用

し
て
、
主
人
公
の
心
境
を
抽
象
的
に
描
い
て
い
る
。

　
川
の
周
辺
を
眺
め
た
後
、
丑
松
は
船
橋
へ
と
移
動
し
始
め
る
。
大
体
に
お

い
て
、
川
に
架
か
っ
て
い
る
橋
の
高
度
は
水
面
よ
り
も
高
い
た
め
に
、
川
へ

の
見
晴
ら
し
は
比
較
的
よ
い
。
心
理
的
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
丑
松
は
人
生
に

対
す
る
理
解
を
希
求
し
て
い
る
が
、
一
般
的
に
人
生
に
お
け
る
時
間
の
経
過

は
川
の
流
れ
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
橋
へ
の
移
動
は
芸
術
上
に
お
い
て

は
当
然
の
行
動
で
あ
る
。
筆
者
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
文
学
作
品
に
お

け
る
登
場
人
物
が
橋
の
上
に
立
っ
て
川
を
眺
め
て
考
え
る
場
合
に
、
そ
の
橋

は
人
生
に
対
す
る
洞
察
力
を
与
え
る
場
所
に
な
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

（
注
2
）
。
こ
の
傾
向
は
メ
タ
フ
ァ
ー
論
の
形
式
で
は
《
超
越
的
な
視
点
か
ら

透
視
す
る
の
は
橋
か
ら
眺
め
る
こ
と
で
あ
る
》
と
表
現
で
き
る
が
、
こ
の
隠

喩
は
『
破
戒
』
の
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
藤
村
は
丑
松
の
橋
へ
の
接
近
を
意
外
と
詳
細
に
描
写
し
て
い
る
上
、
そ
の

移
動
に
よ
っ
て
、
視
野
が
広
く
な
っ
て
見
晴
ら
し
が
よ
く
な
っ
た
と
い
う
こ

と
も
実
際
に
表
現
し
て
い
る
。

河
原
の
砂
の
上
を
降
り
埋
め
た
雪
の
小
山
を
上
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
さ
ま
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
び
ろ

臆
て
船
橋
の
畔
へ
出
る
と
、
白
い
両
岸
の
光
景
が
一
層
広
澗
と
見
渡
さ

れ
る
。
（
二
五
こ

　
こ
の
新
し
い
観
点
か
ら
も
、

可
能
に
な
る
。

や
は
り
人
生
の
真
の
姿
を
観
察
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
は
ひ
　
　
く
る
し
み

目
に
入
る
も
の
は
何
も
か
も
（
中
略
）
い
つ
れ
冬
期
の
生
活
の
苦
痛
を

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
さ
ま

感
ぜ
さ
せ
る
や
う
な
光
景
ば
か
り
。
河
の
水
は
暗
緑
の
色
に
濁
っ
て
、

嘲
り
つ
ぶ
や
い
て
、
溺
れ
て
死
ね
と
言
は
ぬ
ば
か
り
の
勢
を
示
し
乍
ら
、

一　11　一



川
上
の
方
か
ら
矢
の
や
う
に
早
く
流
れ
て
来
た
。
（
二
五
一
）

　
丑
松
が
こ
の
新
し
い
眺
め
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
人
生
の
苦
し

み
を
隠
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
川
の
様
子
で
あ
り
、
擬
人
化
を
通
し
て
、
彼

は
川
に
自
殺
を
促
す
よ
う
な
眩
き
を
聞
き
取
る
。

　
実
は
、
橋
の
上
か
ら
の
視
野
が
妨
げ
ら
れ
な
い
眺
め
で
あ
る
た
め
、
《
人
生

の
川
》
は
鮮
明
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
故
に
丑
松
の
憂
欝
は
逆
に

深
刻
に
な
る
。
語
り
手
は
「
深
く
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
、
丑
松
「
の
心
は
暗

く
な
る
ば
か
り
で
有
っ
た
」
（
二
五
一
）
と
表
現
し
て
い
る
が
、
橋
の
上
か
ら

の
よ
い
見
晴
ら
し
の
描
写
を
通
し
て
丑
松
の
人
生
に
対
す
る
悲
観
的
な
見
解

が
誤
解
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
正
当
な
理
解
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
主
張

す
る
の
で
あ
る
。

　
ち
ょ
う
ど
丑
松
が
船
橋
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
、
彼
は
辺
り
が
「
日
没
」

（
二
五
二
）
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
人
生
は
一
日
に
喩
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
設
定
に
お
い
て
は
日
没
が
太
陽
の
死
の
瞬
間
に
当
た

る
の
で
あ
る
。
日
没
を
見
る
丑
松
は
、
川
に
身
を
投
げ
溺
れ
死
ぬ
べ
き
か
、

屈
辱
的
な
道
を
歩
き
続
け
る
べ
き
か
と
い
う
葛
藤
に
苛
ま
れ
る
。
丑
松
溺
橋

の
上
で
こ
の
困
難
な
選
択
を
迫
ら
れ
葛
藤
し
て
い
る
事
実
は
、
橋
の
上
で
考

え
て
い
る
か
ら
こ
そ
前
景
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
ペ
ー
ジ
の
最
後
に
丑
松
が
橋
の
上
で
自
ら
の
道
を
決
定
す
る
際
、
蓮

華
寺
の
鐘
の
音
が
聞
え
、
「
丑
松
の
耳
に
無
限
の
悲
し
い
思
を
傳
へ
た
」
（
二

五
二
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
数
十
年
後
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
は
ジ
ョ
ン
・

ダ
ン
の
著
名
な
詩
（
注
3
）
を
引
用
し
、
運
命
と
い
う
主
題
を
取
り
上
げ
た

小
説
を
『
誰
が
為
に
鐘
は
鳴
る
』
（
注
4
）
と
名
づ
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
藤

村
の
こ
の
描
写
に
お
い
て
も
、

う
意
味
を
伴
い
つ
つ
響
く
。

鐘
の
音
は
個
人
の
無
力
や
死
の
必
然
性
と
い

　
　
二
．
　
『
破
戒
』
に
お
け
る
構
造
と
思
想
の
関
係
に
関
し
て

　
文
学
作
品
に
は
、
言
語
表
現
の
基
本
的
伝
達
レ
ベ
ル
を
超
え
た
思
想
レ
ベ

ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
多
く
の
研
究
者
は
『
破
戒
』
を

解
釈
し
よ
う
と
す
る
際
、
作
中
の
深
層
構
造
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

例
え
ば
、
三
好
行
雄
は
作
品
の
内
的
構
造
を
分
析
し
た
。
（
注
5
）
表
面
的
な

出
来
事
を
表
現
す
れ
ば
、
丑
松
は
社
会
の
迫
害
に
打
ち
勝
て
な
い
が
、
自
ら

の
恐
怖
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
観
念
レ
ベ
ル

に
お
い
て
は
告
白
を
通
し
て
、
丑
松
は
心
理
的
に
宿
命
の
束
縛
か
ら
解
放
さ

れ
る
。
（
注
6
）
従
っ
て
、
物
語
の
設
定
は
同
和
問
題
と
い
う
具
体
的
な
も
の

で
あ
る
が
、
丑
松
が
抱
え
る
独
特
な
状
況
を
通
し
て
、
藤
村
は
よ
り
普
遍
的

な
人
蔭
の
あ
り
方
に
関
す
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
言
え
る
。
三
好
の
こ

の
見
解
は
妥
当
だ
が
、
『
破
戒
』
は
余
韻
を
残
す
複
雑
な
作
品
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
他
の
内
的
構
造
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
。

　
伊
狩
弘
も
『
破
戒
』
の
内
的
構
造
（
注
7
＞
に
関
し
て
検
討
し
て
き
た
。

陰
欝
な
天
候
が
描
写
さ
れ
て
い
る
初
冬
の
物
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

丑
松
は
急
ぎ
足
で
故
郷
の
小
諸
に
帰
り
、
一
時
的
に
猪
子
先
生
の
元
に
駆
け

つ
け
、
そ
の
後
飯
山
の
教
室
に
戻
り
、
最
後
に
大
日
向
と
一
緒
に
米
国
の
テ

キ
サ
ス
へ
と
出
発
す
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
伊
狩
は
、
こ
の
頻
繁

な
移
動
を
通
し
て
、
『
破
戒
』
に
お
い
て
は
「
時
間
と
空
間
の
不
均
等
な
広
が

り
方
」
（
注
8
）
が
生
じ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
見
解
に
同
意

す
る
が
、
作
品
の
構
想
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
伊
狩
が
指
摘
す
る
移
動
の
構

一一@12一



造
を
更
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
橋
は
文
学
作
品
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
要
素
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
表
面

の
出
来
事
と
裏
面
の
観
念
と
い
う
二
重
構
造
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
橋

と
い
う
事
物
は
思
想
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
如
何
な
る
機
能
を
果
た
す
だ
ろ
う

か
。
作
中
に
お
い
て
二
つ
の
思
想
的
領
域
の
間
の
相
違
が
表
現
さ
れ
て
い
る

場
合
、
作
家
は
「
橋
」
と
い
う
具
体
的
描
写
を
通
し
て
そ
れ
ら
二
つ
の
異
な

る
領
域
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
『
破
戒
』
の
思
想
レ
ベ
ル
に
は
、
そ
の
当
時

の
一
般
的
な
日
本
社
会
の
人
々
と
出
身
地
に
よ
っ
て
不
当
な
差
別
を
受
け
て

い
る
人
々
と
の
間
に
存
在
す
る
断
絶
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
橋
が
作

中
に
登
揚
す
る
場
合
、
そ
れ
は
両
者
を
和
解
へ
と
導
く
道
具
と
し
て
登
場
す

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
《
人
間
関
係
の
発
展
は
橋
を

渡
る
こ
と
で
あ
る
》
と
表
現
で
き
る
が
、
以
下
で
は
作
中
に
登
面
す
る
橋
の

描
写
を
一
箇
所
ず
つ
詳
細
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
予
測
の
．

妥
当
性
を
立
証
し
た
い
。

　
『
破
戒
』
に
は
橋
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
し
か
し
、
橋
の
描
写
が
頻
繁
に

登
場
し
て
も
、
そ
の
描
写
の
分
量
は
均
等
で
は
な
い
。
橋
が
描
か
れ
る
場
合
、

そ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
数
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
。
最
初
の
橋
の
描
写
は
上
田

　
　
ス
テ
ぱ
シ
ヨ
ン

の
「
停
車
場
」
（
＝
二
六
）
近
辺
の
叙
述
に
登
場
す
る
。
橋
を
渡
っ
て
、
丑
松

は
蓮
太
郎
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
こ
の
橋
は
「
別
離
の
橋
」
（
《
人

間
関
係
の
終
結
は
橋
を
渡
る
こ
と
で
あ
る
》
）
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
言
え

る
。
丑
松
は
蓮
太
郎
に
自
分
も
同
和
地
区
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
よ

う
と
考
え
て
い
た
が
、
蓮
太
郎
の
出
発
に
よ
っ
て
、
こ
の
機
会
を
逃
す
。
こ

の
個
所
で
橋
と
駅
を
描
き
な
が
ら
、
藤
村
は
丑
松
が
告
白
し
な
か
っ
た
こ
と

を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
橋
が
登
揚
す
る
の
は
、
丑
松
が
船
で
上
田
か
ら
千
曲
川
を
経
由
し
て

飯
山
に
帰
る
場
面
（
一
五
一
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
橋
は
「
船
橋
」
、
ま
た
は

「
渡
し
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
渡
し
」
の
通
常
の
意
味
は
「
渡
し
船
」
で
あ

る
が
、
藤
村
が
利
用
し
て
い
る
「
渡
し
」
は
仮
設
さ
れ
て
い
る
橋
を
指
し
て

い
る
（
二
五
二
を
参
考
）
。
そ
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

尤
も
、
其
間
に
は
、
と
こ
ろ
ぐ
の
舟
場
へ
も
漕
ぎ
寄
せ
、
洪
水
の
あ
る

度
に
流
れ
る
と
い
ふ
粗
造
な
船
橋
の
下
を
も
潜
り
抜
け
な
ど
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
か

ん
な
こ
ん
な
で
手
間
取
れ
た
為
に
、
凡
そ
三
時
過
は
船
旅
に
費
つ
た
。

（一

ﾜ
一
〉

　
こ
の
個
所
に
お
い
て
、
『
破
戒
』
に
お
け
る
橋
の
お
お
よ
そ
の
意
味
が
鮮

明
に
見
え
て
く
る
。
橋
が
人
間
関
係
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
…
機
能
し
て
い
る

こ
と
が
予
測
で
き
る
が
、
船
橋
の
特
徴
は
、
洪
水
の
際
に
流
出
が
生
じ
る
こ

と
と
、
「
粗
造
」
で
あ
る
こ
と
、
船
旅
の
際
に
障
害
物
に
な
る
こ
と
の
三
点
で

あ
る
。
作
品
が
二
重
構
造
を
持
つ
可
能
性
の
高
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
船
橋
の

三
つ
の
具
体
的
な
特
徴
は
観
念
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
形
で
解
釈
す

る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

　
「
粗
造
」
で
あ
り
、
「
洪
水
で
流
さ
れ
る
」
こ
と
は
当
時
の
一
般
人
と
出
身

地
に
よ
っ
て
不
当
な
差
別
を
受
け
て
い
る
人
々
と
の
関
係
が
必
要
最
小
限
に

止
ま
っ
て
お
り
、
非
常
事
態
が
生
じ
た
揚
合
に
全
く
信
頼
で
き
な
く
な
る
関

係
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
川
は
人
生
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
も
十
分
に
機

能
す
る
が
、
川
の
旅
に
お
い
て
こ
の
船
橋
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

両
グ
ル
ー
プ
間
の
緊
張
し
た
関
係
が
人
生
と
い
う
旅
に
お
け
る
困
難
を
も
た

一　13　一



ら
す
要
因
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
『
破
戒
』
で
描
か
れ
る
橋
の
大
半
は
こ
の

よ
う
な
船
橋
で
あ
る
た
め
、
作
品
全
体
に
お
け
る
人
間
関
係
は
不
安
定
で
、

信
頼
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
丑
松
が
自
殺
を
考
え
る
場
面
に
も
船
橋
が
登
場
す
る
。
丑
松
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
っ
か
り

の
橋
を
眺
め
て
い
る
と
、
「
上
の
渡
し
か
ら
是
処
迄
来
る
う
ち
に
、
も
う
悉
皆

雪
だ
ら
け
」
（
｝
五
三
）
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
描
写
は
、
後
続
場
面

の
前
触
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
「
渡
し
」
と
い
う
呼
び
方
が
「
私
」

と
同
音
語
で
あ
る
た
め
に
、
橋
の
存
在
は
丑
松
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
重

な
っ
て
く
る
。
最
後
に
、
丑
松
の
告
白
に
よ
っ
て
、
多
く
の
生
徒
は
出
身
地

区
如
何
に
よ
っ
て
差
別
を
受
け
て
い
る
人
々
に
対
す
る
偏
見
が
間
違
っ
て
い

る
事
実
に
気
づ
く
が
、
生
徒
が
「
軽
蔑
」
か
ら
「
理
解
」
へ
と
心
境
を
変
化

さ
せ
て
い
く
様
子
は
見
逃
せ
な
い
。
丑
松
は
告
白
に
よ
っ
て
生
徒
を
新
し
い

境
地
へ
と
導
く
橋
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
が
橋
を
一
「
渡
し
」

と
繰
り
返
し
て
呼
ぶ
こ
と
は
、
藤
村
が
予
め
計
画
し
た
上
で
導
入
し
た
技
巧

で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　
文
平
が
校
長
に
丑
松
が
同
和
地
区
出
身
者
で
あ
る
事
実
を
明
か
す
際
に
も
、

橋
が
登
場
し
て
い
る
。
小
諸
の
配
置
図
は
次
の
通
り
説
明
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
ら

『
未
だ
に
校
長
先
生
に
は
御
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
小
諸
の
與
良
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゃ
ぼ
り
が
わ

い
ふ
町
に
は
私
の
叔
父
が
住
ん
で
居
ま
す
。
樽
町
は
つ
れ
に
蛇
堀
川
と

　
　
す
な
が
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る

い
ふ
黄
河
が
有
ま
し
て
、
橋
を
渡
る
と
向
町
に
な
る
一
そ
こ
が
所
謂

稼
多
町
で
す
。
叔
父
の
話
に
よ
り
ま
す
と
、
彼
処
は
全
町
同
じ
苗
字
を

名
乗
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
し
た
ツ
け
。
其
苗
字
が
、
確
か
瀬
川
で

し
た
ツ
け
。
』
（
一
七
四
）

　
つ
ま
り
、
丑
松
の
故
郷
で
は
、
被
差
別
者
が
川
に
よ
っ
て
一
般
人
か
ら
隔

た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
描
写
は
作
品
全
体
に
お
け
る
両
グ
ル
ー
プ
間

の
関
係
を
集
約
し
て
い
る
と
言
え
る
。
最
後
の
場
面
で
生
徒
が
丑
松
の
後
を

つ
け
て
川
を
渡
る
際
、
同
和
地
区
出
身
者
の
側
に
移
動
し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
文
平
の
こ
の
個
所
に
お
け
る
描
写
は
そ
の
解
釈

に
貢
献
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
の
個
所
は
、
丑
松
が
自
殺
を
考
え
て
い
た
橋
の
場
面
で
あ
る
（
二
五
三
）
。

本
稿
で
は
既
に
詳
細
に
説
明
し
た
た
め
省
略
す
る
が
、
他
の
個
所
と
同
様
に

こ
の
個
所
に
お
い
て
も
「
渡
し
」
と
呼
ば
れ
る
船
橋
が
登
場
し
、
橋
の
存
在

が
更
に
丑
松
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
橋
が
次
に
登
場
す
る
個
所
に
お
い
て
、
丑
松
は
上
田
駅
周
辺
に
お
け
る
橋

の
場
面
を
想
い
出
す
。
一
村
の
選
挙
運
動
に
参
加
し
て
い
る
蓮
太
郎
は
、
一

村
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
高
柳
候
補
に
対
し
て
「
『
ど
う
し
て
も
彼
等
な
男
に
勝

た
せ
た
く
無
い
』
」
（
二
五
八
）
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
丁
度
橋
を
渡
っ
た

時
に
も
」
登
場
し
た
発
言
で
あ
っ
た
。
丑
松
は
、
飯
山
に
来
た
た
め
に
犠
牲

と
な
っ
た
蓮
太
郎
の
断
固
た
る
決
意
に
つ
い
て
考
え
、
同
様
の
決
意
は
自
分

に
は
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
個
所
に
お
け
る
橋
の
描
写
は

二
つ
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
橋
の
上
で
話

し
た
と
い
う
設
定
は
蓮
太
郎
が
発
す
る
言
葉
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
強
く
す
る
。

第
二
に
、
蓮
太
郎
は
そ
の
橋
を
渡
っ
た
後
に
自
分
の
死
を
迎
え
る
が
、
橋
は

生
と
死
と
を
繋
ぐ
隠
喩
性
を
持
つ
た
め
に
、
銀
太
郎
の
運
命
を
示
唆
す
る
役

割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
次
に
登
場
す
る
橋
は
再
び
「
渡
し
」
（
二
九
二
～
四
）
で
あ
る
。
川
の
向
う
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側
に
あ
る
休
茶
屋
に
行
く
途
中
、
丑
松
は
未
亡
人
、
省
吾
、
お
志
保
な
ど
と

出
逢
い
、
「
上
の
渡
し
」
を
一
緒
に
渡
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
一
同
が
こ

の
橋
を
渡
る
様
子
を
予
測
さ
せ
る
複
数
の
描
写
が
渡
る
直
前
に
頻
出
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
橋
を
渡
る
事
実
を
強
調
す
る
描
写
は
、
「
上
の
渡
し
の
長
い

船
橋
を
越
え
て
対
岸
の
休
茶
屋
に
着
い
た
は
間
も
無
く
で
あ
っ
た
」
（
二
九

四
）
に
明
ら
か
で
あ
る
。
通
常
、
橋
を
渡
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
こ
と

で
は
な
い
が
、
藤
村
は
「
橋
を
渡
る
行
為
」
を
繰
り
返
し
明
確
に
描
写
し
て

い
る
た
め
に
、
作
中
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
藤
村
は
な
ぜ
読
者
に
対
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

登
揚
人
物
が
橋
を
渡
る
行
為
を
強
調
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
丑
松
の
秘
密

を
知
っ
た
上
で
親
友
が
彼
と
一
緒
に
川
の
向
こ
う
側
に
渡
る
行
為
が
暗
示
す

る
の
は
、
少
な
く
と
も
何
人
か
の
人
物
が
従
来
の
偏
見
を
放
棄
す
る
よ
う
な

意
識
改
革
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
作
中
に
登
場
す
る
．
最
後
の
橋
は
丑
松
が
教
え
て
い
た
生
徒
が
渡
っ
て
来
る

「
船
橋
」
（
二
九
六
）
で
あ
る
。
そ
の
生
徒
は
彼
を
見
送
る
た
め
に
正
式
な
許

可
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
好
意
を
持
っ
て
丑
松
の
後
を
追
う
と
い
う
希

望
に
満
ち
た
結
末
を
迎
え
る
。
こ
の
場
面
は
親
友
が
丑
松
と
一
緒
に
橋
を
渡

っ
た
際
の
描
写
と
同
様
に
、
重
要
な
個
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
橋
を
渡
る
こ
と
は
常
に
道
を
歩
き
続
け
る
以
上
に
、
断
固
た
る
決
意

を
表
現
す
る
行
動
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
新
し
い
境
地
へ
」
行
き
た
い
と
い
う
願
望
が
橋
を
渡
る
行
為
を
通
し
て

具
現
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
彼
等
の
丑
松
に
対
す
る
支
持
は
よ
り
鮮
明
に

描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
も
し
も
物
語
の
最
後
に
そ
の
橋
を
渡
ら
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
丑
松
と
の
関
係
は
よ
り
希
薄
な
も
の
に
見
え
る
と
読
者
は
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
渡
る
行
為
を
通
し
て
丑
松
の
告
白
は
無
意
味
な
行

動
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
次
世
代
を
生
き
る
若
者
の
心
に
確
固
た
る
影
響

を
与
え
た
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
三
．
　
テ
キ
サ
ス
へ
の
「
逃
避
」
に
関
し
て

　
『
破
戒
』
全
体
に
お
け
る
橋
の
描
写
が
観
念
レ
ベ
ル
の
意
味
を
含
有
し
て

い
る
こ
と
は
い
く
つ
も
の
描
写
に
見
ら
れ
る
一
貫
性
に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
。

し
か
し
、
物
語
の
思
想
と
関
連
す
る
構
造
は
橋
の
み
に
よ
っ
て
特
定
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
橋
以
外
の
も
の
を
通
過
す
る
も
う
一
つ
の
「
渡
る
」
行
為

が
物
語
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
日
向
の
テ
キ
サ
ス
に
あ
る
「
日

本
村
」
へ
と
渡
る
予
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。

弁
護
士
が
丑
松
に
紹
介
し
た
斯
の
大
日
向
と
い
ふ
人
は
、
見
た
と
こ
ろ

　
　
ね
う
ち

余
り
価
値
の
無
さ
さ
う
な
一
i
丁
度
田
舎
の
漢
方
医
者
と
で
も
言
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
か
ぼ
つ
き

や
う
な
、
平
凡
な
容
貌
で
、
こ
れ
が
亜
米
利
加
の
『
テ
キ
サ
ス
』
あ
た

り
へ
渡
っ
て
新
事
業
を
起
さ
う
と
す
る
人
物
と
は
、
い
か
に
し
て
も
受

取
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
二
九
四
）

　
多
数
の
批
評
家
は
、
こ
の
結
末
が
丑
松
の
卑
屈
さ
を
強
調
し
て
お
り
、
し

か
も
テ
キ
サ
ス
へ
と
行
く
大
日
向
の
方
向
性
は
日
本
社
会
に
お
け
る
重
要
な

問
題
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

　
東
栄
蔵
に
よ
る
と
、
藤
村
は
丑
松
の
問
題
を
盛
り
込
ん
だ
際
に
、
大
江
磯

吉
の
経
験
に
基
づ
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
注
9
）
し
か
し
、
大
江
が
丑
松

の
モ
デ
ル
で
あ
る
に
し
て
も
、
彼
の
人
生
が
周
囲
に
拒
絶
さ
れ
続
け
、
若
死
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に
終
わ
る
悲
惨
な
物
語
で
あ
る
し
、
実
話
は
読
者
を
同
和
問
題
解
消
の
努
力

へ
と
は
向
か
わ
せ
な
い
だ
ろ
う
と
藤
村
は
判
断
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
部

落
開
放
運
動
は
日
本
社
会
に
対
し
て
わ
ず
か
な
改
善
を
求
め
る
運
動
で
は
な
、

く
、
完
全
に
公
平
な
階
級
社
会
の
実
現
を
求
め
る
運
動
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
登
場
人
物
が
目
指
す
目
的
地
は

実
存
す
る
場
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
時
の
判
断
に
基
づ
け
ば
、

人
権
の
尊
重
を
実
現
し
た
最
先
端
の
開
拓
地
が
地
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
テ
キ
サ
ス
州
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
頃
実
際
の
テ
キ
サ
ス
州
は
差
別
に
満
ち
た
社
会
で
あ
っ
た
に
相
違
な

い
。
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
南
西
部
で
は
少
な
く
と
も
黒
人
に
対
す
る
人

種
差
別
は
激
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
藤
村
は
歴
史
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、

芸
術
的
な
思
想
家
と
し
て
『
破
戒
』
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
独
立
戦
争
時

代
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
人
権
を
重
視
す
る
国
の
一
つ
で
あ
り
、
テ
キ
サ
ス
州
は

ア
メ
リ
カ
の
開
拓
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
に
人
権
開
拓
を
標
榜

す
る
国
の
開
拓
地
と
し
て
登
場
人
物
が
テ
キ
サ
ス
州
を
目
指
せ
ば
テ
キ
サ
ス

が
人
権
の
理
想
郷
で
あ
る
印
象
を
瞬
時
に
読
者
に
与
え
る
。
こ
の
直
観
に
訴

え
る
効
果
を
狙
っ
て
テ
キ
サ
ス
が
選
択
さ
れ
た
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
藤
村
が
目
指
し
て
い
た
同
和
問
題
解
決
と
は
不
完
全
な
妥
協
に

止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
権
尊
重
の
理
想
的
状
態
を
意
味
し
て
い

た
。
作
中
に
お
い
て
テ
キ
サ
ス
の
「
日
本
村
」
へ
と
向
う
大
日
向
は
具
体
的

な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
日
本
の
現
実
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

観
念
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
彼
は
完
全
に
公
平
な
未
来
の
日
本
社
会
を
目
指

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
性
を
帯
び
た
物
語
に
仕
上
げ
る
た
め
に
テ
キ
サ

ス
が
目
的
地
と
し
て
選
択
さ
れ
た
が
、
思
想
上
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的
地

は
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

同
和
問
題
に
関
す
る
意
識
改
革
後
の
日
本
で
あ
る

　
　
四
．
　
『
破
戒
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
両
義
性
に
関
し
て

　
表
面
的
に
は
、
『
破
戒
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
丑
松
が
父
の
厳
命
を
破
っ
た

行
為
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
作
晶
の
第
三
章
に
お
い
て
丑
松
は

次
の
戒
め
を
父
か
ら
受
け
止
め
て
い
る
。

一
生
の
穣
訣
と
は
斯
の
通
り
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
ひ
と
こ
と

戒
は
こ
の
一
語
で
狭
き
た
。
（
一
〇
）

『
隠
せ
。
』
1

　
作
品
全
体
を
通
し
て
、
丑
松
は
こ
の
戒
め
を
守
る
か
否
か
に
関
し
て
苦
悩

す
る
。
丑
松
は
教
え
て
い
た
生
徒
に
自
分
が
同
和
地
区
出
身
者
で
あ
る
事
実

を
告
白
し
、
父
の
戒
め
を
破
る
こ
と
に
な
る
。
丑
松
の
告
白
は
父
に
言
わ
せ

れ
ば
人
生
そ
の
も
の
を
「
破
戒
」
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
物
語
全
体
を
見
る
と
、
他
に
も
「
破
戒
」
に
当
た
る
状
況
は
発

見
で
き
る
。
イ
エ
ス
が
指
摘
し
た
「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
あ
な
た
の
隣
り

人
を
愛
せ
よ
」
（
注
1
0
）
と
い
う
戒
め
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
最
も
重
要

な
二
つ
の
戒
め
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
差
別
に
満
ち
て
い
た
日
本
社
会
は
、

こ
の
「
隣
り
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
戒
め
に
従
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
既

に
「
破
戒
」
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

　
川
端
俊
英
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
藤
村
が
『
破
戒
』
に
お
い
て
提
起

し
て
い
る
問
題
を
日
本
の
同
和
問
題
に
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
（
注

1
1
）
こ
の
間
題
は
、
歴
史
上
、
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
人
権
問
題
で
あ
る
。
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明
治
憲
法
は
自
由
民
権
運
動
の
影
響
下
に
お
い
て
成
立
し
た
。
従
っ
て
、
「
天

賦
人
権
」
は
明
治
憲
法
の
建
前
を
支
え
る
士
台
で
あ
っ
た
た
め
に
、
明
治
精

神
は
人
権
を
表
面
的
に
は
重
視
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
理
想
は

実
現
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
権
の
理
想
は
明
治
憲
法
に
よ
っ

て
高
ら
か
に
謳
わ
れ
た
が
、
『
破
戒
』
は
そ
の
実
施
を
促
す
↓
つ
の
重
要
な
原

動
力
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
完
全
に
平
等
な
社
会
が
出

現
し
な
い
限
り
、
日
本
で
あ
れ
海
外
で
あ
れ
、
『
破
戒
』
の
よ
う
な
作
品
は
必

要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
被
差
別
集
団
の
悲
惨
な
状
況
を
国
に
訴
え
る
と
す
れ
ば
、
人
間
は
皆
平
等

で
あ
る
と
い
う
思
想
を
通
し
て
訴
え
る
し
か
な
い
。
近
代
以
前
の
日
本
社
会

に
お
い
て
は
偏
見
や
差
別
、
身
分
制
度
の
温
存
は
国
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
お
け
る
人
権
の
発
想
を
通
し
て
、
藤
村
は
「
日

本
」
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
を
越
え
た
価
値
観
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
最
後
に
丑
松
が
告
白
し
た
後
に
、
教
え
子
が
校
長
の
警
告
を
無
視
し
て
、

丑
松
の
後
を
追
っ
て
見
送
る
場
面
が
あ
る
。
生
徒
の
反
抗
は
、
そ
の
骸
骨
嵯

に
生
じ
た
反
抗
だ
が
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の
差
別
を
促
す
制

度
に
盲
従
す
れ
ば
、
生
徒
は
丑
松
を
認
め
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、

丑
松
の
告
白
に
よ
っ
て
生
徒
個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
意
識
改
革
が
行
わ
れ

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
設
定
さ
れ
て
い
た
作
中
の
時
間
帯
に
お
い
て
生
徒

ぶ
取
る
行
為
は
校
長
の
戒
め
を
無
視
し
て
丑
松
を
見
送
る
こ
と
の
み
に
限
定

さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
に
描
写
さ
れ
て
い
な
い
未
来
の
時
間
に
お
い
て
は
、

そ
の
生
徒
は
成
人
と
な
り
、
同
様
な
姿
勢
で
同
和
間
題
を
解
消
す
る
た
め
に

努
力
す
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
社
会
全
体
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
く

予
兆
は
作
品
の
結
末
に
包
含
さ
れ
て
い
よ
う
。
校
長
が
差
別
問
題
に
対
す
る

姿
勢
に
お
い
て
「
新
し
い
人
間
」
に
困
惑
す
る
描
写
は
作
中
に
あ
る
が
、
新

し
い
人
間
が
次
々
と
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
差
別
を
認
め
る
社
会
」
を
維

持
す
る
と
い
う
古
い
制
度
の
「
戒
め
」
は
「
破
戒
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
予

測
さ
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
『
破
戒
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
丑
松
の
告
白
の
み
に
焦
点
化
さ
れ

た
題
名
で
は
な
い
。
「
破
戒
」
と
い
う
発
想
は
作
品
全
体
の
軌
道
を
規
定
す
る

多
義
的
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
物
語
の
社
会
的
な
背
景
と
し
て
存
在
す
る
隣

の
人
間
を
愛
さ
な
い
不
道
徳
に
根
ざ
す
同
和
問
題
は
人
権
を
「
破
戒
」
す
る

行
為
で
あ
る
。
丑
松
は
自
分
の
身
分
を
告
白
す
る
際
、
父
の
戒
め
を
破
戒
す

る
。
最
後
に
生
徒
が
丑
松
の
告
白
に
感
銘
を
受
け
、
丑
松
を
肯
定
す
る
行
為

を
選
択
す
る
場
合
、
当
時
の
日
本
社
会
が
定
め
て
い
た
偏
見
に
反
旗
を
翻
す

こ
と
に
な
る
。
出
身
地
区
に
よ
っ
て
人
間
を
差
別
す
る
行
為
は
暗
黙
に
正
当

化
さ
れ
て
い
る
が
、
無
言
で
そ
の
不
公
平
に
耐
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ル

ー
ル
を
「
破
戒
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
救
い
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う

見
解
を
藤
村
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
お
わ
り
に

　
藤
村
は
、
川
を
渡
る
か
否
か
と
い
う
選
択
を
最
後
に
な
ぜ
生
徒
に
さ
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
生
に
は
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

灰
色
の
選
択
を
強
い
ら
れ
る
場
合
も
多
く
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤

村
は
各
登
場
人
物
に
強
引
に
選
択
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
北
原
泰
作
は
登
場
人

物
全
員
を
人
権
を
無
視
す
る
人
々
と
人
権
を
肯
定
す
る
人
々
に
分
け
よ
う
と

す
る
『
破
戒
』
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
（
注
1
2
）
。
北
原
に
よ
る
と
、
こ
の

分
類
は
極
め
て
不
自
然
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
藤
村
は
飽
く
ま
で
も
思
想
上
の
理
念
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。

現
実
に
お
い
て
部
落
開
放
運
動
と
い
う
行
動
に
至
る
以
前
に
、
ま
ず
は
弾
圧

に
抵
抗
す
る
民
衆
の
意
識
を
究
極
的
な
状
況
ま
で
に
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
藤
村
は
、
敢
え
て
問
題
を
単
純
化
さ
せ
て
描
く
こ
と
で
読
者
が

実
際
の
行
動
へ
向
け
て
立
ち
上
が
る
情
動
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
専
念
し
た

の
に
相
違
な
い
。

　
歴
史
上
、
小
説
は
登
場
人
物
の
個
性
を
表
現
し
、
そ
の
発
展
と
啓
蒙
を
描

写
す
る
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
，
る
。
登
場
人
物
が
旅
に
よ
っ
て
成
長
す
る
こ

と
が
作
中
に
描
写
さ
れ
る
際
に
、
読
者
は
小
説
の
詳
細
を
読
み
な
が
ら
、
脳

裡
に
お
い
て
同
じ
旅
を
す
る
。
作
品
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
、
読
者
は
自
ら
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
時
的
に
忘
却
し
、
登
場
人
物
に
自
己
を
同
一
化
し
、

作
家
が
創
造
し
た
仮
想
風
景
の
中
に
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
読
後
に
作
家

の
思
想
を
否
定
す
る
こ
と
も
勿
論
可
能
で
あ
る
が
、
作
品
が
巧
み
に
描
か
れ

て
い
る
場
合
、
読
者
が
思
想
的
に
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
予
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
の
女
流
作
家
六
百
民
蓮
痔
。
8
9
肖
あ
δ
壽
の
＄
§
窒
げ
9
黛
ミ

（
注
1
3
）
は
黒
人
奴
隷
の
悲
惨
な
状
態
を
叙
情
的
に
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
米
国
北
部
に
お
け
る
人
々
の
奴
隷
制
に
対
す
る
反
対
意
識
を
高
め
る
こ

と
に
成
功
し
、
平
等
思
想
を
広
め
た
南
北
戦
争
を
生
む
契
機
を
も
た
ら
し
た
。

つ
ま
り
、
観
念
の
み
に
止
ま
る
思
想
小
説
で
は
な
く
、
現
実
社
会
に
変
化
を

及
ぼ
し
た
成
功
例
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。
『
破
壊
』
も
ま
た
、
作
品
そ
の

も
の
に
対
し
て
は
批
判
す
る
声
も
あ
る
と
は
言
え
、
あ
く
ま
で
国
民
の
思
想

性
に
変
化
を
及
ぼ
す
ま
で
の
影
響
力
を
持
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
同
種
の

数
少
な
い
成
功
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

　
特
定
の
集
団
に
対
す
る
差
別
は
世
代
間
遺
伝
す
る
不
変
的
必
然
的
な
状
態

で
は
な
く
、
個
人
の
意
識
改
革
に
よ
っ
て
徐
々
に
解
消
す
る
類
の
問
題
で
あ

る
。
二
一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
、
差
別
の
な
い
社
会
は
未
だ
に
実
現
し
て
い

な
い
が
、
同
和
教
育
が
学
校
教
育
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現

象
自
体
が
、
藤
村
の
祈
念
し
た
進
歩
の
体
現
で
あ
る
と
言
え
る
。
『
破
戒
』
が

同
和
教
育
の
実
現
に
貢
献
し
た
度
合
い
は
計
り
知
れ
な
い
。
人
生
は
「
大
な

る
戦
場
」
（
注
1
4
）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
藤
村
が
『
破
戒
』
を
執
筆
し
よ
う

と
決
心
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
次
世
代
を
生
き
る
人
々
の
意
識

を
改
革
す
る
戦
場
で
も
あ
る
教
室
が
『
破
戒
』
の
主
な
舞
台
で
あ
り
、
成
功

へ
の
道
筋
も
ま
た
具
体
的
に
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
教
室
に
お
け
る

丑
松
の
告
白
は
後
の
社
会
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
て
み
る
と
、
決

し
て
無
意
味
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注1234

島
崎
藤
村
『
破
戒
』
『
藤
村
全
集
第
二
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
一

年
）
二
五
〇
～
三

ス
ト
ラ
ッ
ク
・
ダ
ニ
エ
ル
「
宮
本
輝
の
『
道
頓
堀
川
』
研
究
／
橋

か
ら
洞
察
す
る
人
生
」
（
『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
四
号
）

九
三
～
一
一
〇

↑
口
。
聲
。
㌔
．
】
≦
o
＆
§
δ
δ
×
＜
【
弓
．
b
ミ
ミ
馬
§
物
§
蜜
婁
ミ
O
零
§
む
謹
．

一
ひ
P
生

国
．
国
①
日
ぽ
墾
醸
智
ミ
緊
§
臨
殖
溶
鳶
壽
Z
①
≦
皆
犀
”

の
一
目
。
昌
薗
昌
負
ω
o
ゲ
‘
の
8
μ
H
O
蔭
ρ
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三
好
行
雄
「
「
破
戒
」
論
の
た
め
の
一
つ
の
試
み
／
島
崎
藤
村
論
ノ

ー
ト
皿
」
『
近
代
文
学
研
究
と
資
料
』
（
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究

会
編
、
至
文
堂
、
昭
和
三
七
年
）

同
書
、
四
三

伊
狩
弘
「
『
破
戒
』
の
構
造
／
藤
村
の
現
実
認
識
を
め
ぐ
っ
て
」
〈
『
日

本
文
学
』
第
三
五
巻
第
六
号
）

同
書
、
四

東
栄
蔵
「
『
破
戒
』
と
部
落
開
放
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』

第
三
四
巻
第
四
号
）
五
二
～
四

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
二
章
三
九
節
『
新
訳
聖
書
（
口
語
訳
）
』

（
日
本
聖
書
協
会
、
平
成
一
年
）

川
端
俊
英
「
『
破
戒
』
の
社
会
性
／
評
価
の
統
一
を
め
ざ
し
て
」
（
『
日

本
文
学
』
第
二
八
号
）
人
○
～
二

北
原
泰
作
「
『
破
戒
』
と
部
落
開
放
運
動
の
闇
題
」
（
『
部
落
』
第
四

八
号
）
昭
和
二
七
年

犀
切
口
．
ω
8
≦
9
罫
も
貯
§
ミ
げ
9
鳶
ミ
§
h
藩
箆
ミ
。
誌
ミ
馬
』
o
≦
マ

一
〇
〇
給
・

島
崎
藤
村
『
破
戒
』
『
藤
村
全
集
第
二
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
一

年
）
三
〇
四
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