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「
太

陽

」

と

「
女

」

創
刊
期
の
様
相

相

原

和

邦

「太 陽」 と 「女」

問
題
の
所
在

雑
誌

『太
陽
』
は
ど
う

い
う
性
格
を
持

っ
て
い

ゐ
か
。
そ
れ
は
、
政
治
欄
か
ら
家
庭
欄

に
わ
た
る

領
域
を
備
え
、
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
越
え

る
分
量
を

有
し
て
い
る
事
実
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

多
様
性
、
総
合
性
を
武
器
と
し
、
目
標

と
し
て
は

当
時

の
人
々
全
体

に
開
か
れ
た
普
遍
性

を
め
ざ
し

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
「我
国
未
曾
有

の
大
雑
誌
」

(「都
新
聞
」
)
「上

に
統

一
す
る
所
な
き
が
故

に
下

能
く
雑
多

の
分
子
を
含
有
す
」

(『早
稲
田
文
学
』)

と
い
う
評
価
を
得
た
所
以
も
そ
こ
に
あ

る
。

と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
社
会

で

は
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
わ
た
る
普
遍
的
言
説

の
完

全
な
実
現
は
果
た
さ
れ
て
は
い
な
い
。
編
集
者
、

執
筆
者
は
、
た
と
え
漠
然
と
し
た
も

の
で
あ

っ
て

も
、
特
定

の
読
者
階
層
を
主
軸
と
し
て
想
定
し
て

お
り
、
出
来
上
が

っ
た
雑
誌
が
、
結
果
的

に
せ
よ
、

一
定
の
主
張
や
思
想
傾
向
を
潜
在
さ
せ
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
、
日
本
の
男
女
、
特
に
女
性
が
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
、
そ
れ
は
、
太
陽
と
月
と
い
う

シ

ソ
ボ
ル
と
ど
う
関
わ

っ
て
く
る
の
か
を
追
跡
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
雑
誌

の
性
格
を
解
析
す
る
と

と
も
に
、
当
時

の
日
本
像
お
よ
び
日
本
人
像
を
明

か
に
し
て
ゆ
き

た
い
。

ス
ペ
ー

ス
の
関
係

上
、

『太
陽
』

の
第

一
巻
第

一
号
か
ら
同
じ
く
第
五
号

ま
で
の
創
刊
期
に
限
定
し
、
創
刊
号
お
よ
び
小
説

欄
を
中
心
と
し
て
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

第

一
章

『太
陽
』
創
刊
号

創
刊
号

の

『太
陽
』
は
、
日
輪
尽
く
し
と
い
っ

て
も
、
過
言

で
は
な
い
。
ま
ず
、
表
紙
か
ら
し
て
、

周
知
の
よ
う

に
陽
光
が
地
球
を
照
ら
し
出
す
さ
ま

が
大
き
く
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
め
く
れ

ば
、
口
絵
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
日
章
旗
が
描
か
れ
、

「戦
捷

の
元
旦
」
と
い
う
題
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

大
橋
乙
羽
に
よ
る
発
刊
の
辞

「太
陽
の
発
刊
」
に

も
、
「新
旭
光
」
の
文
字
が
躍

っ
て
い
る
。
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な
か
で
も
目
を
引

か
れ
る
の
は
、
「日
章
旗
」

と
題
す
る

一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
名
も

「旭
日
生
」
と
い
う

ペ
ン
ネ
ー

ム
を
持

つ
筆
者
は
、
こ
こ
で
、
「大
日
本
帝
国

の
紀
章
た

る
旭
日
の
光
」
と
明
記
し
て
い
る
。
日
本
帝
国
の

シ
ン
ボ
ル
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ

て
い
る
わ
け

で
あ

る
。
日
章
旗

の
持

っ
趣

は
、

「
美
麗
」
・で

「荘
厳
」
で
あ
る
と
形
容
さ

れ
、
日

.

本

の
地
理
上
の
位
相

に
言
及
し
て

「旭
章

の
よ
く

適
当
す
る
位
置
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
歴
史
上
の
検
討
を
加
え
て
、
中

世
の
武

(
1
)

家
時
代

の
旗
は

「日
月
併
用
」

で
あ
り
、

必
ず
し

も
日
の
丸
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
、
徳

川
時
代
に
は

「朱

の
丸
」
と
呼
び
、
主
と
し
て
、

「船

の
旗
」

に
用

い
ら
れ
た
が
、
国
旗
と

い
う
認

識

は
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

当
代
、
先
行
し
た
他

の
国
々
が
日

の
丸
を
採
用
し

な
か

っ
た
幸

い
に
ふ
れ
、
「遅
蒔
き
に
採

用
し
て

残
り
物

の
福
を
拾
ひ
し
は
わ
が
大
帝
国
の
運
強
き

前
表
」
と
慶
賀
し
て
い
る
。

太
陽
を
素
材
、

モ
チ
ー
フ
に
し
た
文
章

は
、
他

に
も
幾
編

か
、
数
え
あ
げ

る
こ
と
が

で
き
る
。

「文
苑
」

の
欄

に
こ
れ
が
多
く
、
た
と
え
ば
、
依

田
学
海

の

「賀
発
刊
太
陽
序
」

に
は
、
「太
陽
者

日
也
。
古
以
日
月
比
天
子
」
と
い
う
語
句
が
あ
り
、

同
じ
く
、
石
川
英

の

「祝
太
陽
新
刊
序
」
に
は
、

「
日
者
太
陽
之
精
」
と

い
う
把
握
が
あ

る
。
さ
ら

に
は
、
「日
出
之
邦
太
陽
出

(大
久

保
湘
南
)
」

「東
天
旭
日

(柳
井
絢
斎
)
」
「太
陽
杲
杲

上
東

天

(韻
語
陽
秋

謫
天
情
仙
)
」
な
ど
、
枚
挙

に

い
と
ま
が
な

い
。

と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
佐
佐
木
信
綱
の
、

「太
陽

の
歌
」
と
い
う
そ
の
も

の
ず
ぽ
り
の
タ
イ

ト
ル
を
持

つ
長
詩

で
あ
る
。

玉
を

い
ら
か
に
鏤
ば
め
て

瑠
璃
も
て
磋
け
る
宮
殿
に

夜

の
世
界
を
し
ろ
し
め
す

月

の
女
王
は
入
り
ま
し
ぬ

胸

の
装
飾
の
き
ら
め
き
し

侍
女
の
星
は
つ
き
そ
ひ
て

一
つ
ひ
と

つ
に
静

か
に
も

清
き
ひ
か
り
を
隠
し
た
り

日
の
大
王
に
い
で
ま
し
に

風
は
道
を
ば
清

め
ん
と

と
ざ

せ
る
闇
を
開
き

つ
〉

お
ほ

へ
る
雲
を
払
ふ
な
り

(中
略
)

天
と
地
と
に
ま
ご

〉
ろ
の

歓
こ
び
を
も
て
迎

へ
ら
れ

日
の
大
王
は
う
る
は
し
き

光
線

の
衣
を
身
に
ま
と
ひ

む
ら
さ
き

い
ろ
の
絹
笠
を

さ
し
鈿
さ
せ
て
出
ま
せ
り

(後
略
)

こ
の
詩
は
、
六
連
七
五
行
全
編
が
太
陽
賛
歌
に

貫

か
れ
、
「日
の
大
王
の
い
で
ま
し
に
」
「日
の
大

王
は
う
る
は
し
き
」
「日
の
大
王
の
御

ち
か
ら
に
」

「日

の
お
ほ
き
み
の
御
恵
は
」
「も
し
も
此
世
に
日

の
王
の
」
「日

の
大
王
の
御
ひ
か
り
は
」
「日
の
お

ほ
き
み
は
永
久
に
」
「日

の
お
ほ
き
み
の
御
光
は
」

と
い
っ
た
リ

フ
レ
イ
ソ
が
、
く
り
か
え
さ
れ
て
い

る
。
「日

の
大
王
」
が
、
天
皇
と
ダ
ブ

ル

・
イ

メ

ー
ジ
と
し
て
意
識
さ
れ
、
「
光
り
か
は
ら
ぬ
日

の

王
は
も
と
ゐ
う
こ
か
ぬ
日
本
の
富
士
の
高
嶺
を
出

ま
し
て
世
界
を
周
ね
く
照
ら
し
ま
す
」
で
結
ば
れ

る
後
半
部
分
に
は
世
界
制
覇

の
響
き
さ
え
感
じ
ら
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「太 陽」 と 「女」

れ
る
。

他
方
、
女
性
に
も
、
「朝
日
さ
す
梅

の
は
や
し

の
し
ら
ゆ
き

の
と
く

る
こ
ず

ゑ
に
鶯

の
な
く
」

(下
田
歌
子
)
と
い
う
太
陽
賛
歌
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
「家
庭
」
欄

に
も

「初
春

に
は
生
を

殺
さ
ず
罪
科
を
行
は
ず
、
初
日

の
出
を
祝

ふ
こ
と

は
、
陰
暦

の
正
月
朔
日
も
、
方
今
陽
暦
の

一
月

一

日
も
異
る
こ
と
な
し
」

(新
年

の
礼
式

有
住
齋
)

と

い
う
教
え
が
あ

り
、
「
天
津
日
嗣

い

よ
い
よ

き
は
み
な
く

(正
月

乙
羽
庵
主
人
)
」
と

い
う

天
皇
と
の
関
連
づ
け
も
あ
る
。

さ

て
、
女
性

の
取
り
上
げ

か
た
だ
が
、
雑
誌

『太
陽
』
の
中

に
し
め
る
女
性

の
比
重
は
き
わ
め

て
軽
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
、
割
か
れ

て
い
る
量
か
ら
し
て
、
わ
ず

か
の
ス
ペ
ー
ス
に
す

ぎ
な
い
。

執
筆
者
に
し
て
も
、
女
性
は

「文
苑
」

の
中
の

短
歌
に
限
ら
れ
、
鍋
島
栄
子
、
下
田
歌
子
、
柳
原

愛
子
、
西
升
子
、
竹
屋
雅
子
、
森
策
子
の
六
名
を

数
え
る
だ
け

で
あ
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
紙
面
は

半

ペ
ー
ジ
に
も
満
た
な
い
。

女
性
に
関
す

る
記
事
に
目
を
配

っ
て
も
、
「婦

女

の
令
名
」
(寒
澤
振
作

家
庭
)
、
「婦
人

の
生

涯
」

(「
米
国

ハ
ー
パ
ー

ス
月
報
」

海
外
思
想
)

の
二
編

の
み
で
あ
る
。

そ
の
内
容
に
ふ
れ
る
と
、
前
者
は
、
「
淑
女
」

「良
妻
」
「
賢
母
」
を
尊
び
、
淑
女
は

コ

通
り
の

教
育
を
受
け
」、
「外
国
語
の
少
々
も
心
得
あ
」
る

こ
と
、
良
妻

は
家

の

「内
政
」
を
担
う
者
で
あ
り
、

「容
易
き
事
柄
な
ど
は
代
理
し
て
」
夫
を
扶
け
る

こ
と
、
賢
母
は

「
胎
教
」
を
心
が
け
、
「小
児

の

泣
く
は
肺
臓
を
広
く
為
す
の
益
も
あ
る
」
の
を
わ

き
ま
え
る
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
て
い
る
。
新
時
代

の
知
識
を
持
ち

つ
つ
、
内
助
の
功
を
あ
げ

る
必
要

が
説
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
肝
要
な
の
は
淑
女

で
あ
り
、
「淑
女

は
源
泉
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
後
者
は
米
国

の
論

の
翻
訳

で
あ
り
、
「婦

人
の
進
歩
は
男
子
の
生
涯
を
占
領
し
て
婦
人
的
と

い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
男
子
的
と
な
ら
ん
と
す
る
か
或

は
婦
人
と
し
て
の
…機
能

の
未
だ
開
発
せ
ら
れ
ざ
る

も
の
を
発
達
せ
し
め
ん
と
す
る
か
、
こ
れ
ぞ
婦
人

教
育

に
関
す
る
最
大
疑
問
と
い
ふ
べ
き
な
り
」
と

い
う
問
題
提
起
か
ら
出
発
し
て
、
婦
人
と
し
て
の

位
置
を
守
り
、
婦
人
と
し
て
の
機
能

の
開
発

に
努

め
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

つ
ぎ

に
、
女
性
イ
メ
ー
ジ
に
広
げ
れ
ば
、
石
橋

忍
月

の

「霜

の
美
」
と

い
う

エ
ッ
セ
イ
が
、
「霜

の
美
は
月
夜
に
在
り

青
女
は
霜
裡

に
在
り
、
娘

蛾
は
月
中

に
在
り
」

(雑
録
)
と
し
て
い
て
、
女

性
が
月
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
事
実
が
注
目
さ

れ
る
。
先

に
引

い
た

「太
陽

の
歌
」
は
、
「夜

の

世
界
を
し
ろ
し
め
す

月
の
女
王

(き
さ
き
)
は

入
り
ま
し
ぬ
」
で
始
ま

っ
て
お
り
、
や
は
り
、
月

は
女
性

の
表
象
と
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
女
性
を
描
く
場
合
、
こ
と
に
そ
の
母
性

的
な
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「太
陽

の
歌
」
で

は
、
「
母

の
乳
房

に
す
が
り

つ
〉

眠
れ
る
ち
こ

を
除
き
て
は
」
.
と
い
う
詩
句
が
見
ら
れ
る
し
、
同

じ
佐
々
木
信
綱

の

「折
に
ふ
れ
た
る
」
と
題
す
る

雑
詠
三
首

の
筆
頭
は

「
た
ら
ち
ね
の
乳
房
ふ
く
み

て
ね
た
る
子
の
心
や
神

の
こ
〉
う
な
る
覧
」
で
あ

る
。森

策
子

の

「懐
征
遠
」
と
題
す
る
短
歌
も
、
男

性
歌
人
の
ま
す
ら
お
調
の
も

の
と
は
違

っ
て
、
我

が
子
を
思
う
母

の
心
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
点

で
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万
葉
集

の
防
人

の
歌

に
通
う
も

の
だ
が
、
「
さ
ゆ

る
夜
も

つ
〉
と
り
も
ち
て
唐
土

の
荒
野
の
末

の
月

や
見
る
ら
ん
」
と
い
う
角
度
で
、
母
性
と
月
が
結

び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
「家
庭
」
欄
掲
載

の
有
住

齋

「新

年

の
礼
式
」

で

一
ペ
ー
ジ
が
あ

て
ら
れ

た
挿
絵

「正
月
遊
び
の
図
」
も
初
日

の
光

の
な
か
、
洋
装

し
て
凧
を
持

つ
少
年

の
ベ
レ
ー
帽

の
頭
を
後
ろ
か

ら
な
で
る
羽
織
姿

の
母
親
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
他
で
は
、
皇
室
の
消
息
欄

に
、
皇
后

・
皇

女

の
記
事
と
い
う
か
た
ち
で
、
か
ろ
う
じ
て
女
が

登
場
し
て
い
る
。

以
上
を
ふ
ま
え

て
、
大
胆

に
ま
と

め
れ
ぽ
、

『太
陽
』
は
い
わ
ば
男

の
雑
誌
で
あ
る
。
グ

ラ
ビ

ア
や
肖
像
も
ほ
と
ん
ど
男
ぼ
か
り
で
あ
る
。
こ
の

点
、
女
の
グ
ラ
ビ
ア
、
挿
絵
を
多
出
す
る

『文
芸

倶
楽
部
』
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第

二
章

小
説

太
陽
と
月

男

と
女

そ
れ
で
は
、
本
稿
が
中
核
と
す
る
小
説
欄
に
は

男
女
は
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
、
太
陽
と
月

の
表
象

は
ど

の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。

創
刊
号

の
小
説
欄

の
筆
頭
を
飾
る
の
は
、
尾
崎

紅
葉

の

「取
舵
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
人

の
舟

子
を
備
え
な
が
ら
も
、
嵐
に
翻
弄
さ
れ
る
は
し
け

を

一
人

の
老
人
が
救
う
話
な

の
だ
が
、
「
や
が

て

日
光

の
雲
間
を
漏
れ
て
、
い
ま
は
名
残
無
く
乾
き

た
る
に
ぞ
、
蟄
息
し
た
り
し
乗
客
等
は
、
先
を
争

ひ
て
甲
板

に
顕
れ
た
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
救

い

と
し
て
の
太
陽
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
太
陽
が
隠
れ
る
と
、
「
日
光

の
隠
顕
す

る

毎

に
、
天
の
色
は
」
「激
し
く
異
状
を
示
し
た
り
」

と
さ
れ
、
「
天
色

は
俄
に

一
変
せ
り
」
「
日
は
将

に

入
ら
む
と
せ
る
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

魔

の
時
が
訪
れ
る
。

主
人
公
は

「老
ひ
て
盲
な
る
」
人
な
の
だ
が
、

精
神
分
析
学

に
お
い
て
は
、
「盲
」
は
去
勢

の
象

徴
と
さ
れ
る
。
結
末
で
は
、
こ
の
主
人
公
が

一
大

活
躍
を
し
て
船
と
乗
船
者
を
救

っ
て

「活
大
権

現
」
と
呼
ぼ
れ
、
実
の
と
こ
ろ

「加
賀

の
銭
屋
内

閣
が
海
軍

の
雄
将
磁
石

の
又
五
郎
」
で
あ
る
こ
と

が
、
明
か
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、

い
っ
た
ん
失

っ
た
男
性
性
を
と
り
も
ど
す
話

で
あ
り
、
「男
」

の
世
界

の
顕
現
と
し
て
太
陽
が
意
識
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
o

そ
れ
で
は
、
女
性
は
ど
の
よ
う

に
描

か
れ
て
い

る
か
。

「此
内

(下
等
室
、
筆
者
注
)

に
留
り
て
憂
目
を

見
る
は
、
三
人

の
婦
女

(を
ん
な
)
と
厄
介

の
盲

人

(め
し
ひ
)
と

の
み
」
と

さ
れ
、
船
酔

い
で

「
嘔
き
、
且
呻
き
」
苦
し
む
さ
ま
が
描
写
さ
れ
る
。

「
婦
女
等

は
苦
悶
に
苦
悶
を
重

ね
て
、
人
心
地
を

覚
え
ざ

る
も
あ
り
き
」
と
い
う
叙
述

も
あ
る
。

「
盲
人
」
は

「大
権
現
」

に
変
貌

す

る
が
、
「婦

女
」
は
、
終
始

「
正
体
無
く
領
伏
し
た
る
髪

の
乱

れ

に
汚
穢
を
塗
ら
し
て
」
と
と
ら
え
ら
れ
、
弱
く

見
苦
し
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
女
性
美

の
活
写

を
得
意
と
し
た
紅
葉
に
し
て
、

こ
の
よ
う
な
女
性

観
を
ひ
き
ず

っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

創
刊
号
掲
載

の
今

一
つ
の
小
説

は
、
饗
庭
篁
村

の

「
従
軍
人
夫
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
「大
地
震
」

が
原
因
で
実

の
親

の
長
助

に
も
養
父
母
に
も
別
れ

た
長
吉
が
艱
難
辛
苦
の
末
自
家
を
商
売
繁
盛

に
導

く
が
、
「今

の
世

の
有
難
さ
」
に
感
じ
、
「金
を
海

陸
軍
備
中

へ
献
納
」
し
た
だ
け
で
な
く
、
「
清
国

征
伐
」
に
加
わ
り
、
主
従
二
人
で
従
軍
人
夫
と
な
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「太陽」 と 「女」

っ
て
国

の
た
め
に
力
を
尽
く
す
と
い
う

ス
ト
ー
リ

ー
で
あ
る
。

一
種
の

「
ま
す
ら
を
物
語

」
で
あ
り
、

日
清
戦
争
を
直
接
の
背
景

に
し
て
い
る
。

女
性
描
写
は
と

い
え
ば
、
「片
手

で
乳

房
を
い

ち
り
な
が
ら
私
が
顔
を
見
て
笑
ひ
か
け

ま
す
る
」

「張
る
乳
を
、
吸
て
貰
ひ
て
」
と
い
っ
た
旦
ハ合

に
、

も

っ
ぱ
ら
母
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他

に

「気

を
強
く
は
持
た
れ
ど
弱
る
は
女

の
本
性

と
て
」
と

い
う
叙
述
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
女
は
弱
き

も

の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「宵
月

の
空

眺
め
し

て
内

に
入
り
」
「
お
さ
め
は
オ

ロ
く

ポ
ロ
く

と
膝
に
は
露
を
受
け
な
が
ら
」
と
し
て
、
女
性
存

在
が
月
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
「後
妻

の
お
鶴
と
い
ふ
は
屋
敷
出

の

物
堅
き

に
似
ず
商

ひ
に
賢
く
、
夫
を
大

切
と
事

(
つ
か
)
ふ
る
に
、
長
助
俄

に
人
品
を
上

げ
」
と

い
う
位
置
づ
け
が
、
「婦
女
の
令
名
」

の
内
助
路

線
と

一
致
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

『太
陽
』
第

二
号

に
は
、
川
上
眉
山

の

「書
記

官
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
時
代
背
景

は
、
や
は

り
日
清
戦
争
だ
が
、
「
彼

の
炭
山

(木
島

鉱
山
)

が
手
に
入
れ
ば
、
例
の
失
策

の
株
以
来
、

手
ひ
ど

く
受
け
た
痛

み
も
」
「
日
清
事
件

の
影
響
か
ら
、

海
産
物
に
及
ぼ

し
た
損
失
も
、
こ
れ
で
埋
合
わ
せ

が

つ
く
と
い
ふ
も
の
」
と
い
う
独
白
が
あ
り
、
株

な
ら
び
に
日
清
戦
争
の

マ
イ
ナ
ス
面
が
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
の
が
、
留
意
さ
れ
よ
う
。

書
記
官
奥
村
辰
弥

は
、
「散
歩

に
は
誂
向
と
い

ふ
好

い
天
気
」

の
と
き
、
あ
く
ま
で
も
紳
士
を
装

っ
て
、
政
商
三
好
善
平
の
美
し
い
娘
光
代

へ
の
接

近
を
は
か
る
。
ま
た
、
辰
弥
と
善
平
と

の
密
談

は

「銀
燭
は
輝
き
渡
り
て
客
は
漸
く
散
じ
た
る
跡
に
、

残
る
は
辰
弥
と
善
平
な
り
き
」
と
し
て
、
昼

の
顔

と
夜

の
顔
と
の
落
差
が
描
か
れ
て
い
る
。

ヒ
ロ
イ
ン
光
代

の
描
写
は

「細
面
の
色
は
優
れ

て
白
く
、
す
ら
り
と
し
た
る
立
姿
は
」
「自
ず
か

ら
な
る
百
の
媚
び
は
」
と
や
や
類
型
的
な
が
ら
、

そ
の
美
し
さ
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

い

い
な
ず
け
の
綱
雄
に
対
し

「光
代
は
擂
寄

つ
て
顔

を
覗
込
み
、
美
し
き
手
を
膝

に
掛
け
て
、
貴
郎
は

其
様
に
も
お
帰
り
な
さ
り
た
い
の
」
と
す
が
る
、

大
胆
さ
、
な
ま
め
か
し
さ
が
あ
り
、
父
に
対
し
て

「ち
れ

ッ
た
い
。
父
様

ア
。
と
ぼ
か
り
果

て
は
耳

を
引
張
る
」
と
い
う
、
お
転
婆
ぶ
り
も
発
揮
し
て

い
る
。
後
半
、
綱
雄
を
訪
ね
て
会
う
こ
と
が
で
き

ず

「す
ご
く

と
し
て
引
き
返
し
た
る
光
代
の
、

払

ひ
も
あ

へ
ぬ
後
れ
毛
を
吹
き
乱
す
は
、

い
か
に

身
を
知
る
秋

の
風
な
り
し
」
と
い
う
暗
転

に
は
、

綱
雄
と
の
仲
を
割

か
れ
て
辰
弥
の
餌
食

に
な
る
結

末

の
予
感
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

第
二
号

の
い
ま

一
つ
の
小
説
は
、
三
宅
雪
嶺
夫
,

人
三
宅
花
圃

の

「露
の
よ
す
が
」
で
あ
る
。
画
家

広
橋
と
の
見
合

い
に
破
れ
た
露
子
が
四
年
後
美
術

会
に
出
品
し
た
絵
が
評
判
を
呼
び
、
当

の
広
橋

に

も
賞
賛
さ
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
見
合

い
の
朝

の

「今
日
の
噺
し
な
り
て
、
嫁
様
と
い
つ
か
れ
て

は
、
ま
さ
か
に
障
子
の
日
影
に
、
お
く
る
〉
程

の
、

お
ろ
か
も
の
に
も
あ
ら
ざ

る
べ
し
」
と
い
わ
れ
る

遅
起
き
、
見
合
い
を
終
え
た
後

の

「
日
は
西
に
か

た
む
き
て
斜

に
玄
関

へ
さ
し
入
る
頃
、
待
久
し
げ

に
門
守
り
し
犬
を
先
立

て
〉
、
馬
車
は
玄
関

へ
引

入
れ
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
情
景
描
写
は
、
そ
れ
ぞ
れ

朝
と
夕

の
時
刻
を
表
示
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ば

太
陽
に
背
か
れ
た

ヒ
ロ
イ
ン
の
立
場
を
暗
示
し
て

い
る
。

女
性
描
写
と
し
て
は
、
「
そ
ろ

へ
た
る
白
襟

に
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領
元

(え
り
も
と
)
う
る
は
し
く
て
、

い
つ
も

の

露
子

の
お
も
か
げ
も
な
く
、
お
も
は
ゆ
げ

に
て
さ

し
う

つ
む
く
は
、
王
昭
君
の
恨
み
の
そ
れ
な
ら
ね

ど
も
」
に
は
、
類
型
的
な
が
ら
、
和
服

の
女
性
美

が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「何
事
も
女

は
内
端

に
、
さ
し
い
で
ず
、
人
の
言
葉
を
酌
み
わ
け
て
、

大
や
う

に
随
ひ
た
ま
ふ
が
よ
し
、
今
迄

の
や
う
に
、

口
迅
く
物

い
ひ
た
ま
ふ
は
此
上
な
く
賤
し
く
て
、

人
柄
を
お
と
す
も

の
」

に
は
、
当
時

の
女
性

の
こ

こ
ろ
が
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
女
性
作
家

の
初
登
場

の
作
品
だ
が
、
男

性
作
家

に
比
し
て
与
え
ら
れ
た
ス
ペ
ー

ス
が
少
な

く
、
無
理
に
圧
縮
し
た
よ
う
な
筋
書
き

で
分
か
り

に
く
く
な

っ
て
い
る
。

『太
陽
』
第
三
号

の
小
説
は
、
須
藤
南
翠

「吾
妻

錦
絵
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
目
に
立

つ
の
は
、
冒
頭

部
分
が
旭
日
と
日
章
旗

へ
の
言
及

で
始
ま

る
こ
と

で
あ
る
。
「明
治

二
十

八
年

の
第

一
日

の
曙
光
」

と
い
う
設
定
で
描
き
出
さ
れ
る
太
陽
お
よ
び
日
章

旗

の
描
写
と
意
味
づ
け
は
、

一
ペ
ー
ジ

を
優

に
越

え
て
い
る
。

我
が
大
日
本
民
族
は
幾
億
万
の
人
類

に
先
だ

ち
て
新
年
第

一
の
太
陽
を
拝
す
る
な
り
、
年

は
世
界
の
万
邦
に
先
ち
て
我
が
日
本
帝
国
よ

り
立
ち
初
む
る
な
り
。
君
を
寿
ぎ
国
を
祝
ひ

て
国
旗

は
檐
頭
に
立
て
ら
れ
た
り
。
美
し
き

太
陽
は
幾
万
と
い
ふ
数
知
ら
ぬ
小
太
陽
を
輝

か
し
た
り

こ
れ
に
は
さ
ら
に

「
渠
等
が
仰
ぐ
初
杲

(は
つ

ひ
の
で
)
の
光
線
中

に
は
、
我
が
泰
東
第

一
国

の

国
旗
、
軍
旗
、
軍
艦
旗
、
祝
捷
旗
、
万
歳
旗

の
影

を
包
容
せ
ら
る
〉
な
り
」
と
い

っ
た
説
明
が
続
く
。

い
わ
ば
、
太
陽
づ
く
し
旗
づ
く
し
で
あ
り
、
創
刊

号

の
口
絵
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
口
絵
に
刺
激

さ
れ
、
そ
れ
と
結
び

つ
い
た
日
清
戦
勝
が
、
執
筆

の
モ
チ
ー
フ
に
な

っ
て
い
る
の
は
明
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
説
は
、
「実

に
本
年
ば
か

り
勝
れ
て
楽
し
く
勝
れ
て
慶
ぽ
し
き
正
月
は
あ
ら

ざ
る
べ
し
」
と
さ
れ
、
「万
都
を
旗
も
て
飾
ら
れ

た
る
」
中
、
「松
を
も
立
て
ず
、
注
連
を
も
結
は

ず
、
門
の
戸
堅
く
鎖
し
」
た
家
が

一
軒
だ
け
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
前
年
暮
れ
に
没
し
た
秋
津
武
夫
大
尉

の
妻
節
子
と
幼
子
の
勲
が
喪

に
服
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
、
日
章
旗
以
外

に
も
日
清
戦
争

の
影
が
色
濃
く
反
映

し
て

い
る
。
た
と
え
ぽ
、

「清

は
皇
国
の
讐
な
る
ぞ
、
東
洋
平
和

の
讐
な
る

ぞ
」
と
い
う
征
清
軍
歌
が

歌
わ
れ

る
。
ま
た
、

「阿
父
様
は
子
、
明
治
二
十
七
年
十
二
月
二
十
八

日
に
、
新
占
領
地
満
州
盛
京
省

の
金
州
城
で
、
御

死
去
遊
ば
し
た
と

い
ふ
事
を
お
忘
れ
な
さ
る
な
」

と
い
う
母
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
勲
の
父
は
、

こ
の
戦
役

で
奮
戦

の
末
戦
死
し
た
の
だ
が
、
従
軍

し
た

「油
絵
師
」
が
、
「大
尉
自
ら
敵
塁

に
先
登

奮
戦
し
た
る
実
況

を
描

い
」
た
絵

を

「絵
草
紙

店
」
が

「奉
書
摺

の
錦
絵
」
に
仕
立

て
あ
げ
る
。

は
じ
め
の
油
絵
が
錦
絵

に
な
る
の
も
お
も
し
ろ
い

が
、
と
も
あ
れ
、
小
説
の
タ
イ
ト
ル
の
由
来
は
、

こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

女
性
描
写
と

い
え
ば
、
大
尉

の
残
さ
れ
た
妻

に

つ
い
て
、
「節
子
は
白
き
看
護
婦

の
制
服

に
赤
十

字

の
徽
章
を
施
し
た
る
を
纏
ひ
、
頭
は
束
髪

に
結

び
、
足
に
は
靴
を
穿
ち
、
表

に
こ
そ

一
点

の
涙
痕

を
だ
も
留
め
ね
、
瞼

の
う
ち
に
は
万
斛

の
涙
を
堰

留

め
て
」
と
し
て
、
り
り
し

い
姿
が
描

か
れ
、

「健
気
」
「殊
勝
」

の
形
容
も
、
見
ら
れ
る
。
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「太陽」 と 「女」

第
三
号
掲
載

の
い
ま

一
つ
の
小
説
は
、
漣
山
人

の

「昭
君
怨
」

で
あ
る
。

語
り
手
の
巽
碧
瀾
は
京

の
高
尾
で
の
紅
葉
狩
り

の
お
り

一
美
人
に
出
会
う
。
や
が

て
彼
女
が
子
爵

藤
代
家

の
令
嬢
美
代
子
で
あ
り
、
親
友

の
海
軍
少

尉
候
補
生
杉
並
直
臣

の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
、
美
代
子
の
父
貴
族
院
議
員
栄
房
、
祖

父
如
松
と
も
親
し
く
な
る
が
、
ほ
ど
な
く
美
代
子

は
、
保
険
会
社
の
事
業

に
失
敗
し
た
父
栄
房

の
危

急
を
救
う
た
め
、
「新
平
民

の
頭
領
」
「
大
坂
な
る

高
利
貸

の
大
家
、
赤
鍋
某
が
家
に
嫁
ぎ

ぬ
」
と
い

う
結
末
と
な
る
。

こ
こ
に
は
、
貴
族

の
没
落
、
新
興
階
級
の
台
頭

と
い
う
点

で
時
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る

の
み
な
ら

ず
、
「
日
清

の
戦
端
開
け

て
」
直
臣
が

海
軍
少
尉

に
任
じ
ら
れ
戦
地
に
赴

い
た
留
守
に
悲

劇
が
起
こ

っ
て
い
る
わ
け
で
、
戦
争

の
蔭
は
前
作

「吾
妻
錦

絵
」
以
上

に
深
く
物
語
に
食

い
込
ん
で
い
る
と
い

わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

美
代
子
に

つ
い
て
、
「
口
元

の
き
り

〉
と
し
た

る
に
、
鼻
筋

の
飽
く
ま
で
も
通
れ
る
、
名
匠
の
彫

り
し
阿
弥
陀
仏

に
似
て
、

一
種
の
威
厳

を
備
え
な

が
ら
、
中
に
得
な
ら
ぬ
愛
敬
を
含
め
り
。
膚

は
雪

の
只
白
き

の
み
に
は
あ
ら
で
、
底

に
紅
を
包

め
る

様
、
さ
な
が
ら
春

の
曙
に
、
遠
山
の
桜
を
見
た
ら

む
が
如

し
」
と
あ
る
の
は
、
や
や
類
型
的
な
女
性

描
写
と
い
え
よ
う
。
や
が
て

「面
の
色
や
〉
蒼
ざ

め
て
、
さ
し
も
涼
し
げ
な
る
眼

の
、
少
し
窪
み
た

る
に
、
此
の
日
頃

の
心
労
も
見
え
て
、
左

の
無
名

指

の
指
輪

の
み
、
淋
し
げ
に
光
を
放

て
り
」
と
変

わ
る
の
は
、
悲
劇

の
余
兆
で
あ
る
。
美
代
子
の
選

択
を

「健
気
な
る
覚
悟
」
と
称
え
る
の
は
、
前
作

と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『太
陽
』
第
四
号
掲
載

の
幸
田
露
伴

「新
学
士
」

は
、
卒
業
し
た
て
の
学
士
の
生
態
を
諷
し
た
作
品

だ
が
、
「電
気
灯
瓦
斯
灯

の
光
輝
き
渡
れ
る
御
代
」

と
い
う
叙
述

は
あ

っ
て
も
、
太
陽
や
月
の
描
写
は

な
く
、
女
性
も
登
場
し
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
、

分
析

の
対
象

か
ら
は
ず
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

遅
塚
麗
水

「芦
花
」
は
、
平
壌

の
官
妓
芦
花
が

=

顰

一
笑

の
為

め
に
家
を
失

ひ
身
を
亡
ぼ

せ
る

も
の
数
知
れ
ず
」
と
い
う

「妖
女
」
で
あ

っ
た
う

え
、
監
司

に
も
な
び
か
な
か

っ
た
の
で

つ
い
に
斬

死
に
あ
う
と
い
う
筋
で
あ
る
。
楊
貴
妃
伝
説
に
類

似
し
て
い
る
が
、
舞
台
を

「韓
国
」
に
設
定
し
て

い
る
の
は
、
当
時
の
時
代
相
と
関
わ

っ
て
い
よ
う
。

事
実
と
し
て
、
作
者
は
、
日
清
戦
争
に
従
軍
し
た

お
り

「朝
鮮
内
地
を
跋
渉

し
て
」
、
こ
の
小
説

の

材
を
得

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

芦
花

の
顔
立
ち
は
、
「
眼
は
白
玉

に
漆
を
点

し

た
る
ご
と
く
麗
し
く
、
眉
は
不
断

の
黛

に
描

か

れ
し
が
ご
と
く
翠
濃
か
に
、
桃

の
華
を
啣
み
し
か

と
思
は
る
〉
る
小
さ
き
唇
時

に
咲

ひ
て
、
真
珠
を

連
ね
し
歯
を
露
は
せ
ば
、
豊
や
か
な
る
頬

一
面
の

微
笑
は
小
々
波

の
ご
と
く
笑
渦
を
漂
は
し
て
、
眼

も
と
に
滴

た
る
愛
敬
の
露
多
し
」
と
さ
れ
、
大
陸

的
な
表
情

の
豊
か
さ
が
あ
る
。

ま
た
、
芦
花
は
月
と
の
結
び

つ
き
が
深

い
。
彼

女
が
監
司
に
呼
ば
れ
る
の
は

「大
同
江
辺

の
練
光
.

亭
は

一
し
ほ
月
明
多
し
」
と

い
う
夜

で
あ
り
、
そ

の
住
ま
い
は

「月
明
く
し
て
肩

(と
ぽ
そ
)
に
映

る
柳

の
糸

に
風

の
影
あ

る
辺
」
で
あ

る
。
「芦
花

は
月
に
し
て
他
の
美
人
は
星
な
り
け
り
」
と
い
う

直
接

の
た
と
え
も
見
ら
れ
る
し
、
彼
女
が
投
じ
ら

れ
た
大
同
江

で
は
、
「秋
風
月
明
、
水
上
時

に
弾

琴
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
口
碑
が
生
ま
れ
る
。

ヒ
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ロ
イ
ソ
は
月
下
美
人
な

の
で
あ
る
。

『太
陽
』
第
五
号
掲

載

の
塚
原
蓼
洲

「他
流
試

合
」
は
、
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
時
代

小
説
で

あ
り
、
本
稿

の
モ
チ
ー
フ
か
ら
は
遠
い
の
で
、
省

略
す
る
。

も
う

一
つ
の
小
説

は
、
樋

口

一
葉

の

「ゆ
く

雲
」
で
あ
る
。
野
沢
桂
次
は
、
東
京
遊
学
中
、
下

宿

の
継
娘
お
縫

に
ひ
か
れ
る
が
、
お
縫

の
方

は
継

母

に
痛
め

つ
け
ら
れ
て
育

ち

「岩
木

の
や
う
な

る
」
自
己
抑
制
が

は
た
ら
い
て
、
素
直
に
は
応
じ

な
い
。
桂
次
は
、
思
い
を
残
し
な
が
ら
、

学
業
途

中

で
甲
府
八
王
子
で
酒
造
を
営
む
養
家
に
帰
り
、

「容
貌

の
わ
る
い
」
お
作
と
気

の
進
ま
な

い
祝
言

を
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
「我

は
世
を

終

る
ま

で
君

の
も
と

へ
文

の
便
り
を
た

ン
ざ

る

べ
」
し
と

い
う
桂
次
の
約
束
だ

っ
た
が
、

は
じ
め

繁
か

っ
た
便
り
も
だ
ん
だ
ん
間
遠
に
な
り
、
は
て

は
、
年
始
と
暑
中
見
舞

い
だ
け
の
つ
き
あ

い
に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ

っ
た
。

結
末
に

「世

に
た
の
ま
れ
ぬ
を
男
心
と

い
ふ
、

そ
れ
よ
秋

の
空

の
夕
日
に
は
か
に
掻
き
く
も
り
て
、

傘
な
き
野
道

に
横
し
ぶ
き

の
難
儀
さ
、
出

あ
ひ
し

物
は
み
な
其
様

に
申
せ
ど
も
是
れ
み
な
時

の
は
つ

み
ぞ
か
し
」
と
い
う
叙
述
が
見
え
る
。
男
の
比
喩

と
し
て
太
陽
が
引
か
れ
て
は
い
る
が
、
朝
日
で
は

な
く
夕
日
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
に
は
か
に
掻
き
く

も
」
る
さ
だ
め
な
さ
に
、

一
葉
独
自

の
観
察
と
位

置
づ
け
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
お
縫

が

「不
器
用
な
れ
ば
お
返
事

の
し
や
う
も
分
か
ら

ず
」
と
す
げ
な
く
引
き
退

い
た
と
き

の
情
景
描
写

は

「腰
ご
ろ
も
の
観
音
さ
ま
濡
れ
仏
に
て
お
は
し

ま
す
御
肩

の
あ
た
り
膝

の
あ
た
り
、
は
ら
く

と

花
散
り
こ
ぼ
れ
て
前
に
供

へ
し
樒
の
枝
に

つ
も
れ

る
も
を
か
し
く
、
し
た
ゆ
く
子
守
り
が
鉢
巻

の
上

へ
、
し
ぼ
し
や
ど
か
せ
春

の
ゆ
く
衛
と
舞
ひ
く
る

も
み
ゆ
、
か
す
む
タ

ベ
の
朧
月
よ

に
人
顔

ほ

の

酒
＼
と
暗
く
成
り
て
」
と
続
き
、
女
性
イ
メ
ー
ジ

で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
女
は
月
、
そ
れ
も
朧
月
で

あ

っ
て
、
し
か
も
、
や
が

て

「暗
く
成
」
る
と
い

う
推
移
に
は
、

一
葉
文
学

に
お
け
る
女
性

の
特
質

が

こ
の
う
え
な
く
端
的
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

お
わ
り

に

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
か
え
り
み
れ
ば
、
『太
陽
』

は
男
性
中
心
の
雑
誌
で
あ
る
が
、
文
芸
欄
、
小
説

を
主
軸
と
し
て
次
第
に
女
性
作
家
も
顔
を
出
し
、

女
の
立
場
も
問
題
と
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。
太

陽
は
、
日
清
戦
争
と
直
結
し
て
国
威
発
揚

の
契
機

と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
男
性
の
シ
ソ
ボ
ル
と
な

っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
月
は
女
性

の
シ
ソ
ボ

ル
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
女
性
歌
人
、
女
性
作
家
は
、

旭
日
の

一
方
的
な
強
調
に
く
み
せ
ず
、
こ
れ
に
微

妙
な
批
判
を
加
え
、
む
し
ろ
月
を
重
ん
じ
て
い
る
。

一
葉
の
場
合

こ
と
に
こ
の
傾
向
が
顕
著

で
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
小
説

の
他

で
も
、
「別
れ
霜
」
「
た

ま
襷
」
「軒
も
る
月
」
「十
三
夜
」
な
ど
で
は
、
月

が
ほ
と
ん
ど
絶
対
者

の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
歴
史
上
で
、

つ
ね
に
女
性
が
月
と

ぼ

か
り
関
連
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
天
照
大
御
神

(
2
)

は
女
神
で
あ
り
な
が
ら
、
太
陽
神
で
あ

っ
た
し
、

近
代
で
も
、

一
九

=

年

に
発
表
さ
れ
た
、
平
塚

ら
い
て
う

の

「元
始
、
女
性
は
太
陽
で
あ

つ
た
」

は
、
女
性

に
お
け
る
太
陽

の
復
活
宣
言

で
あ

っ
た
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「太陽」 と 「女」

と
い
え
よ
う
。
他
方
、
日
本
古
代

の
宮

廷
文
化
が

月
の
文
化
と
し
て
栄
え
た
の
に
対
し
、

太
陽
を

シ

ン
ボ

ル
と
し
た
明
治
以
降
、
天
皇
家
と
文
化
と

の

関
係
は
急
速

に
希
薄
に
な

っ
た
と

い
う

パ
ラ
ド

ッ

ク
ス
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
照
ら
す
と
き
、
雑

誌

『太
陽
』

に
お
い
て
、
女
性
と
月
お
よ
び
太
陽

と
の
関
連
は
、
ど
う
推
移
し
て
い
く
の
か
、
稿
を

改
め
て
追
跡
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

注
(1

)

谷

川
健

一
他
著

『
日
本

民
俗

文
化

大
系
第

二

巻

太

陽

と

月

ロ
古

代

人

の
宇

宙

観

と

死

生

観

』

(小

学
館

、

一
九

八

三
)

に

お

い

て
は
、

〈
『
旧

事

本

紀
』

の

「
天
神

本
紀

」

に
は
、

月
神
命

(
つ
き

み

た

ま

の
み

こ
と
)

は
壱

岐
県

主

(あ
が

た

ぬ
し
)

等

の

祖

と
あ

る
。
対

馬
下

県
直

(
つ
し

ま

の
し
も

つ
あ
が

た

の
あ

た

い
)

の
祭

る
日

神

と

一
対

に
な

っ
て

い

る
〉

(三

六

頁
)

と

さ

れ

て

い

る
。
古

来

、
日

月

は

一
対

と

し

て
捉

え

ら
れ

て
き

て

い
る

の
で
あ

る
。

(
2
)

同

右

に
は
、

〈
物

部
氏

は

日

の
神

の
信
仰

を

奉

じ

て
難

波

に
上
陸

し
、

生
駒

山
麓

に
根

拠
地

を

か

ま
え

て
勢
力

を

張

っ
て
い
た

の
で

は
な

い
か
と
推

定

す

る
。

そ

の
あ

と
東
征

し
た
天
皇

家

の
先
祖

が
物

部

氏

を

駆
逐

し
、

日

の
神

の
信

仰

を
天
皇

家

の
も

の
と

し

た

の
で
あ

ろ

う
〉

(
一
六
頁

)

と
あ

る
。

こ

こ

で

は
、

ま

た
、
〈
太

陽

の
重

要

性

が

高

ま

っ
て

く

る

の

は
、

や

は
り

一
般

的

に
は
か
な

り
発
達

し
た
文
化

に

お

い

て
な

の
で
あ

る
。

そ

し

て
そ

こ

で
は
、
太
陽

崇

拝

や
太
陽
神

話

は

し
ば

し
ぼ

王
権

と

の
結

び

つ
き
を

示
す

〉

(
五

八
頁

)

と
さ

れ
、
〈
日
本
神

話

の
体
系

に

お

い
て
も

、

イ
ザ

ナ
キ
、

イ
ザ

ナ
ミ

の
天

父
地

母
神

話

の
あ

と

に
ア

マ
テ

ラ

ス
の
神

話
が

つ
づ

き
、
皇

室

の
祖

神

と
し

て
は

イ
ザ

ナ
キ
、

イ
ザ

ナ
ミ

で
は
な
く

、

ア

マ
テ
ラ

ス

の
ほ
う

が
尊

重

さ
れ

て
き

た

の
は
、
太

陽
神

に
よ

っ
て
天
父

地
母

神
話

が
駆

逐

さ
れ

る

一
つ

の
形
式

と

も
見

る

こ
と
が

で
き

る
〉

(
五
九

頁

)
と

い
う
見
解

が
示

さ

れ

て
い
る
。

網
野
善

彦

他
著

『日

本
文

化

の
深
層

を
考

え

る
』

(
日
本

エ
デ

ィ

タ
ー

ス

ク
ー

ル
出

版
部

、

一
九

八
六
)

に
お

い
て

く
天

皇
が

神

に
な
ぞ

ら

え
ら

れ

て
お
り
、

そ

う

い
う

非
現

実
的

な

も

の
に
従
属

す

る

こ
と

で
、

百
姓

な

ん
か

の
共
同

体

と

の
相

違

と

い
う

も

の
を

非

農

業

民

が

主

張

し

た
V

(
一
六

八
頁
)

と

さ

れ

る
、
天

皇

神

格
化

の
す

ぐ

れ

た

シ
ン
ボ

ル

の

一
つ
と

し

て
太

陽

を
位
置

づ
け

る
こ
と
が

で
き

よ

う
。
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