
一
九
四
一
年
（
昭
和
一
六
年
）
は
、
高
見
順
に
と
っ
て
は
慌
し
い
年
で
あ

っ
た
。
一
月
二
六
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
の
約
百
日
間
、
高
見
は
「
如
何
な

る
星
の
下
に
」
（
昭
哩
・
１
１
唱
・
３
）
を
『
文
芸
』
に
連
載
し
た
際
の
挿
絵

を
担
当
し
た
画
家
の
三
雲
祥
之
助
と
共
に
、
当
時
は
藺
印
（
閏
領
東
印
度
）

と
よ
ば
れ
て
い
た
ジ
ャ
ワ
・
バ
リ
島
（
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
）
の

旅
に
出
て
い
た
。
高
見
の
死
後
に
、
そ
の
全
体
の
刊
行
、
完
結
の
な
さ
れ
た

膓
大
な
『
高
見
順
日
記
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
ジ
ャ
ワ
・
バ
リ
島
旅

立
ち
の
日
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

帰
国
後
は
精
力
的
に
、
蘭
印
に
題
材
を
得
た
日
記
や
エ
ッ
セ
イ
、
短
篇
小

説
の
類
を
新
聞
、
雑
誌
な
ど
に
執
筆
す
る
。
七
月
、
『
新
潮
』
に
発
表
し
た

『
文
学
非
力
説
』
が
物
議
を
か
も
し
、
文
壇
に
論
争
を
ま
き
お
こ
し
た
が
、
高

見
に
と
っ
て
形
勢
は
む
し
ろ
不
利
で
あ
り
、
些
か
の
心
の
動
揺
を
覚
え
た
。

し
る
が
み

こ
月
、
い
わ
ゆ
る
「
白
紙
」
の
徴
用
令
状
が
届
く
。
高
見
は
陸
軍
報
道

班
員
（
宣
伝
班
）
と
し
て
ビ
ル
マ
派
遣
軍
に
配
属
さ
れ
、
再
び
外
地
へ
と
旅

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
」
私
注

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
私
注

ｌ
高
見
順
八
南
洋
行
Ｖ
（
二
）
Ｉ

（
１
）

立
っ
た
の
が
、
一
二
月
二
日
。
『
高
見
順
日
記
・
第
一
巻
』
の
「
十
二
月
八

日
」
の
項
に
は
、
「
朝
食
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、
ラ
ジ
オ
が
日
米
間
の

交
戦
を
つ
た
え
る
。
（
中
略
）
／
折
か
ら
香
港
の
沖
合
い
を
航
行
中
。
／
一
同

厳
粛
な
表
情
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
一
六
年
の
大
晦
日
は
、
タ
イ
の
バ

ン
コ
ッ
ク
で
過
ご
す
の
で
あ
る
。

高
見
順
が
「
こ
れ
は
私
の
は
じ
め
て
の
書
き
下
し
で
あ
り
ま
す
」
（
「
あ
と

が
き
」
）
と
記
し
た
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
は
、
席
の
暖
ま
る
暇
も
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
こ
の
年
に
構
想
、
執
雛
が
な
さ
れ
、
日
本
を
離
れ
た
直
後
の
昭

和
一
六
年
一
二
月
一
三
日
に
河
出
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
こ

の
作
品
の
舞
台
は
、
全
篇
バ
リ
島
で
あ
り
、
ま
さ
に
蘭
印
行
の
所
産
に
他
な

ら
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

高
見
は
、
昭
和
一
六
年
、
開
戦
前
夜
と
も
言
う
べ
き
時
期
に
、
一
体
な
ぜ

険
悪
な
空
気
の
漂
う
閏
印
へ
と
出
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
見
と
三
雲
の

二
人
の
旅
は
、
傍
目
に
は
弥
次
喜
多
さ
な
が
ら
の
暢
気
な
も
の
に
映
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
見
の
内
面
は
見
た
目
と
は
う
ら
は
ら
の
、
い
わ

ば
悲
槍
感
さ
え
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
旅
立

木
村
一
信



（
２
）

ち
の
直
前
に
新
聞
に
投
じ
ら
れ
た
一
文
の
、
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
も
う
か

が
え
よ
う
。

。
…
：
南
へ
行
く
私
の
気
持
に
は
、
自
分
だ
け
の
を
か
し
な
力
み
か
も
し

れ
な
い
が
、
人
生
に
大
胆
に
挑
ん
で
行
く
、
そ
の
心
の
ひ
と
つ
の
あ
ら

は
れ
と
い
ふ
、
そ
ん
な
強
が
り
も
あ
る
。

さ
ら
に
高
見
は
、
「
と
に
か
く
、
心
は
ち
ぢ
に
乱
れ
て
ゐ
る
」
と
記
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
何
が
高
見
を
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
力
み
と
困
惑
と
の
伴
っ

た
旅
へ
と
追
い
立
て
た
の
か
、
ま
た
、
彼
は
何
を
企
図
し
て
そ
れ
に
身
を
委

ね
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
私
は
「
高
見
順
〈
南
洋
行
〉
序

（
３
）

説
」
と
題
し
て
小
論
を
草
し
た
が
、
こ
こ
で
は
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
を
通

し
て
い
ま
一
度
、
高
見
の
〈
南
洋
行
〉
の
動
機
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
蘭
印
に
旅
立
つ
数
年
前
か
ら
の
高
見
の
創
作
上
の
苦
悶
や
私
生

活
上
の
煩
悶
、
そ
れ
ら
と
の
葛
藤
や
逃
避
、
そ
れ
に
ジ
ャ
ワ
・
バ
リ
島
で
の

感
慨
や
啓
示
な
ど
の
さ
ま
が
、
こ
と
ご
と
く
こ
の
書
き
下
さ
れ
た
小
説
に
託

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
目
論
見
の
も
と
に

作
品
を
眺
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

＊

華
不

幸
や

『
高
見
順
日
記
・
第
一
巻
』
に
、
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
に
関
し
て
の
記

述
が
初
め
て
見
う
け
ら
れ
る
の
は
、
「
七
月
十
四
日
」
の
項
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
『
日
記
』
（
以
下
、
こ
の
よ
う
に
略
記
す
る
）
は
、
三
月
下
旬
で
一
旦

中
断
さ
れ
、
七
月
一
日
か
ら
再
び
言
き
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
「
七

月
十
四
日
／
河
出
書
房
、
丸
山
君
来
訪
。
書
き
下
し
長
篇
の
件
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
次
に
触
れ
ら
れ
る
の
は
、
「
昭
和
十
七
年
一
月
一
日
」
で
あ

る
。
こ
れ
も
、
七
月
二
○
日
か
ら
二
月
二
二
日
ま
で
の
間
、
『
日
記
』
の

中
断
が
あ
り
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
高
見
は
「
日
記
を
書
く
習
慣
が
身
に

つ
い
て
な
い
た
め
」
だ
と
の
「
追
記
」
を
付
し
、
も
う
一
つ
、
特
高
刑
事
の

「
家
宅
捜
索
」
を
懸
念
し
、
「
本
心
は
書
け
な
い
」
の
で
「
無
意
味
」
だ
か

ら
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
．
月
一
日
」
の
記
事
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
る
。

ひ
さ
し
ぶ
り
に
日
本
の
新
聞
を
見
る
。
（
中
略
）
／
河
出
書
房
の
書
下
し

マ
マ

「
或
る
晴
れ
た
日
に
」
と
改
造
社
の
「
新
日
本
文
学
全
集
、
高
見
順
集
」

マ
マ

の
広
告
を
見
る
。
（
中
略
）
／
「
或
る
晴
れ
た
日
に
」
，
の
続
篇
、
は
た
し

て
書
け
る
か
ど
う
か
。

実
際
に
、
こ
の
作
品
が
い
つ
執
筆
に
着
手
さ
れ
、
い
つ
書
き
あ
げ
ら
れ
た

の
か
は
、
『
日
記
』
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
き
な
枠
で
区
切
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
題
材
と
刊
行
の
時
期
と
か
ら
言
っ
て
、
蘭
印
よ
り
帰
っ
た

後
、
す
な
わ
ち
五
月
六
日
以
降
、
徴
用
さ
れ
て
大
阪
に
下
る
二
月
一
二
日

以
前
に
執
筆
、
脱
稿
の
な
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
単
行
本
の
「
あ
と

が
き
」
に
は
、
「
い
ま
ま
で
の
私
に
は
兎
角
せ
っ
か
ち
な
、
某
氏
の
評
言
に

、
、

よ
れ
ば
立
ち
話
み
た
い
な
小
説
が
多
い
の
で
、
今
度
は
で
ん
と
腰
を
据
ゑ
て
、

し
つ
こ
く
害
か
う
と
恩
ひ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
自
分
の
つ
も
り
と
し
て
は
話

の
絲
口
ぐ
ら
ゐ
の
と
こ
ろ
で
約
束
の
枚
数
と
日
が
来
て
了
ひ
ま
し
た
が
、
今

後
悠
々
と
書
き
つ
目
け
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
」
（
傍
点
・
原
文
）

と
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
か
ら
す
れ
ば
、
高
見
に
と
っ
て
こ
の
小
説
は
、
か

な
り
力
の
入
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
、
刊
行
に
間
に
合
う



ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
執
筆
に
携
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
で
あ
る

ア
ハ
ノ
Ｏ

か
く
し
て
、
太
平
洋
戦
争
開
始
直
後
と
い
っ
た
捷
報
に
湧
く
、
嵐
の
よ
う

な
情
勢
下
に
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
は
出
版
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
読
者
の

（
４
）

一
人
で
あ
る
丸
谷
才
一
は
読
了
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
の
年
九
月
に
改
造
社
か
ら
出
た
旅
行
記
『
蘭
印
の
印
象
』
は
ど
う
や

ら
読
ま
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、
十
二
月
に
出
た
書
き
お
ろ
し
長
篇
小
説

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
は
、
ち
っ
と
も
小
説
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
こ
の
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
で
、
わ

た
し
は
こ
の
作
家
に
対
す
る
関
心
を
急
速
に
失
っ
た
。
何
か
あ
わ
れ
な

風
情
の
よ
う
な
も
の
が
な
く
な
っ
た
し
、
と
き
ど
き
変
な
と
こ
ろ
で
時

局
便
乗
的
な
こ
と
を
口
走
る
の
が
厭
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
わ

た
し
は
、
そ
の
こ
ろ
高
見
の
よ
う
な
経
歴
の
小
説
家
が
ど
う
い
う
辛
い

立
場
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
偽
装
を
強
い
ら
れ
て
い
る

か
は
知
ら
な
か
っ
た
。

右
に
引
い
た
文
章
の
中
で
、
末
尾
の
一
文
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
丸
谷

の
意
見
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
作
品
刊
行
後
ほ
ど
な
く
の

頃
の
感
想
と
み
て
い
い
と
思
う
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
『
あ
る

晴
れ
た
日
に
』
は
、
格
別
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
が
あ

る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、
人
間
存
在
の
深
い
と
こ
ろ
に
模
を
打
ち
こ
む
よ

う
な
思
想
が
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
丸
谷
の
「
ち
っ
と
も
小
説

じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
言
い
方
は
、
一
見
、
淡
々
と
綴
ら
れ
た
随

想
風
の
筆
致
か
ら
し
て
当
然
出
さ
れ
る
意
見
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
私
注

一
一

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
は
、
四
章
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
。
各
章
に
は
小

見
し
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
出
典
と
な
っ
た
詩

集
や
歌
集
の
一
節
が
引
か
れ
て
い
る
。
高
見
作
品
に
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ

る
形
式
で
あ
る
。
作
者
は
、
こ
の
続
篇
を
「
書
き
つ
宮
け
て
行
き
た
い
」

（
「
あ
と
が
き
」
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
現
在
の
こ
さ
れ
た
四
章
立
て
の
形
で

も
ま
と
ま
り
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
「
岡
」
と
い
う
名
前
で
登
場
し

て
く
る
人
物
の
謎
め
い
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
思
わ
せ
ぶ
り
の
ま
ま
に
放

り
出
さ
れ
て
い
る
と
の
感
は
い
な
め
な
い
。

作
品
を
よ
く
読
め
ば
、
『
如
何
な
る
星
の
下
に
』
な
ど
と
比
べ
て
地
味
な
話

の
組
み
立
て
か
ら
成
り
、
色
恋
沙
汰
や
情
痴
に
慎
悩
す
る
よ
う
な
華
や
か
さ

は
な
い
に
し
て
も
、
一
人
の
人
物
を
視
点
人
物
に
し
て
、
主
と
し
て
三
人
の

人
間
の
心
性
や
現
在
直
面
し
て
い
る
問
題
な
ど
が
し
っ
か
り
と
書
か
れ
て
お

り
、
「
自
己
改
造
」
を
企
図
し
て
バ
リ
島
へ
と
足
を
運
ん
で
き
た
男
の
、
次
第

に
望
み
の
見
え
て
く
る
さ
ま
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
そ
の
も

の
の
読
み
に
つ
け
加
え
て
、
作
者
の
年
譜
的
事
項
、
『
日
記
』
や
こ
の
期
の
エ

ッ
セ
イ
、
小
説
を
も
あ
わ
せ
て
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
を
読
み
解
い
て
い
く

と
、
興
味
深
さ
は
さ
ら
に
増
す
。
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
「
私
注
」
と
し
た
ゆ

え
ん
は
、
作
品
の
構
造
を
探
り
、
主
題
を
検
討
す
る
と
共
に
、
作
者
に
よ
り

近
づ
い
て
作
品
を
読
ん
で
み
よ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
『
あ

る
晴
れ
た
日
に
』
は
、
こ
う
し
た
捉
え
方
を
要
請
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

三



作
品
は
、
「
野
崎
」
と
「
網
代
」
と
い
う
二
人
の
人
物
が
バ
リ
島
の
州
都

「
デ
ン
パ
ッ
サ
ル
」
に
着
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
「
野
崎
」
は
、

（
５
）

年
齢
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ま
だ
三
○
歳
に
な
ら
な
い
独
身
の
男

性
で
あ
る
。
大
学
の
英
文
科
を
卒
業
し
て
い
る
。
大
学
時
代
は
演
劇
研
究
に

没
頭
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
う
「
跡
形
も
な
く
忘
却
の
な
か
に
消
え

失
せ
た
と
い
ふ
」
。
新
聞
社
に
入
り
、
数
年
の
間
、
記
者
を
し
て
い
た
が
「
原

稿
集
め
の
仕
事
が
頓
に
馬
鹿
ら
し
く
感
じ
ら
れ
て
き
て
」
ほ
ど
な
く
し
て
辞

め
、
あ
る
対
外
文
化
事
業
の
団
体
に
入
る
。
が
、
そ
こ
が
「
関
係
官
庁
の
予

算
削
減
で
閉
鎖
」
に
な
っ
た
あ
と
は
、
「
家
で
勉
強
す
る
」
と
宣
言
し
て
一

年
ほ
ど
過
ご
し
、
そ
し
て
蘭
印
へ
と
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「
野
崎
」
は
、
「
恋
仲
の
女
」
か
ら
、
「
あ
な
た
は
、
な
ん
と
い
ふ
か
、
駄
目

な
人
ね
え
」
と
「
哀
し
い
愛
情
が
篦
っ
」
た
声
で
言
わ
れ
、
ま
い
っ
て
し
ま

う
。
第
一
章
の
四
節
末
尾
に
は
、
「
蘭
印
へ
旅
立
つ
直
前
、
野
崎
は
女
と
別

れ
た
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
野
崎
」
の
眼
を
中
心
に
し
て
作
品
は

進
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
の
「
網
代
」
は
、
「
通
俗
小
説
の
作
家
で
、
野
崎
よ
り
十
ほ
ど
年
上

で
あ
る
」
と
説
明
が
な
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
二
人
は
「
親
戚
の
間
柄
」
‐
だ
と

い
う
。
「
網
代
」
は
、
「
恋
愛
場
面
の
際
ど
く
あ
く
ど
い
描
写
が
得
意
で
、
そ

れ
で
有
名
」
な
作
家
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
網
代
」
が
「
野
崎
」

を
蘭
印
へ
と
誘
う
。
「
ど
う
だ
、
外
へ
出
て
自
分
を
改
造
し
て
み
て
は
：
．
・
・
・

と
言
っ
て
。
」
と
あ
り
、
「
野
崎
」
か
ら
逆
に
「
網
代
」
の
目
的
を
問
わ
れ
、

「
僕
も
自
己
改
造
の
目
的
で
行
き
た
い
」
と
答
え
る
。
さ
ら
に
、

‐
最
近
、
網
代
の
言
葉
に
よ
る
と
「
だ
ん
だ
ん
窮
屈
に
な
っ
て
」
得
意
の

筆
を
振
ふ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
ゐ
た
。
「
方
向
転
換
」
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
た
。

と
も
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
野
崎
」
に
し
て
も
「
網
代
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
、

現
状
に
お
い
て
行
き
詰
ま
り
を
覚
え
、
「
自
己
改
造
」
「
心
機
一
転
」
を
は
か

る
べ
く
バ
リ
島
の
旅
へ
出
た
の
だ
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
右
に
見
た
よ
う
に
二
人
の
人
物
設
定
を
略
記
し
て
み
る
と
、
い

ず
れ
の
人
物
も
作
者
に
近
い
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
「
網
代
」
は
、
小
説
家
高
見
が
や
や
偽
悪
家
的
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し

て
造
型
さ
れ
、
「
野
崎
」
は
、
高
見
の
私
生
活
面
で
の
問
題
や
心
性
、
も
の

の
感
じ
方
な
ど
が
付
与
さ
れ
て
造
ら
れ
た
人
間
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
野
崎
」
．
「
網
代
」
の
二
人
が
「
デ
ン
パ
ッ
サ
ル
」
に
着
く
や
い

な
や
関
わ
り
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
「
岡
」
が
、
作
品
に
お
い
て
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
二
人
に
対
し
て
、
「
思
ひ
が
け
な
い
日
本
語
」
で
話
し
か

け
て
き
た
男
の
風
貌
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

ジ
ャ
バ
の
土
民
に
よ
く
あ
る
や
う
な
背
の
低
い
痩
せ
こ
け
た
身
体
に
、

汚
い
シ
ャ
シ
を
、
着
る
と
い
ふ
よ
り
纒
っ
て
ゐ
て
、
下
は
よ
れ
よ
れ
の

寸
の
短
い
ズ
ボ
ン
。
真
黒
な
素
足
に
木
製
の
サ
ン
ダ
ル
を
穿
い
て
ゐ

マ
（
》
Ｏ

こ
の
た
め
、
二
人
は
、
「
日
本
人
だ
ら
う
か
」
と
判
断
に
苦
し
む
の
で
あ

る
。
作
品
の
第
二
章
は
、
「
野
崎
」
が
「
岡
」
と
じ
っ
く
り
話
し
こ
む
場
面

で
終
始
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
分
量
が
費
さ
れ
て
い
る
。
「
日

本
人
の
面
汚
し
」
と
バ
リ
に
住
む
日
本
人
か
ら
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
「
岡
」
は
、

四



し
か
し
な
が
ら
、
「
教
育
も
あ
る
人
」
で
あ
り
、
ど
こ
か
「
非
凡
な
と
こ
ろ

も
あ
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
会
体
の
知
れ
な
い
不
安
と
共
に
、
不
思
議

な
興
味
を
「
野
崎
」
は
「
岡
」
に
対
し
て
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
の
「
岡
」
に

よ
っ
て
「
野
崎
」
は
、
バ
リ
へ
来
る
日
本
人
、
も
し
く
は
「
佐
々
木
商
店
」

の
店
員
「
山
口
」
な
ど
が
口
に
す
る
通
俗
的
な
、
バ
リ
観
を
訂
正
さ
れ
、
や
が

て
「
野
崎
」
の
変
革
の
一
助
を
な
す
契
機
を
与
え
ら
れ
る
。
の
ち
に
再
び
述

べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
岡
」
も
作
者
高
見
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
を
持
っ
た

人
物
で
あ
り
、
彼
の
役
割
は
陰
画
と
も
い
う
べ
き
高
見
の
姿
を
表
わ
す
と
こ

ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
作
者
は
、
「
こ
の
小
説
に
は
モ
デ
ル
と
い
ふ

や
う
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
バ
リ
ー
島
に
を
ら
れ
る
邦
人
に
御
迷
惑
を
か

け
て
は
と
思
ひ
特
に
一
言
す
る
次
第
で
す
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
り
書
き
を
入

れ
て
い
る
。
が
、
作
中
で
も
う
一
人
重
要
な
役
ど
こ
ろ
を
務
め
る
「
佐
々
木

商
店
」
の
主
人
「
佐
々
木
」
は
、
明
ら
か
に
モ
デ
ル
の
存
在
を
指
摘
で
き
る

で
あ
ろ
う
、
『
日
記
』
に
は
、
高
見
ら
が
バ
リ
島
に
滞
在
し
て
い
た
昭
和
一
六

（
６
）

年
三
月
六
日
か
ら
三
月
末
日
ま
で
の
う
ち
、
六
日
か
ら
一
二
日
ま
で
の
「
メ

モ
」
と
、
一
三
日
か
ら
二
五
日
ま
で
の
間
の
詳
し
い
記
述
と
が
あ
る
。
そ
の

中
に
、
た
と
え
ば
「
三
月
十
三
日
（
前
略
）
バ
リ
ー
ヘ
来
て
飛
び
込
ん
だ
さ

き
の
三
浦
氏
（
註
Ⅱ
三
浦
襄
。
日
本
の
自
転
車
の
輸
入
販
売
を
や
っ
て
い
た

氏
を
た
よ
っ
て
バ
リ
ー
島
に
来
た
の
で
あ
る
）
の
所
が
…
…
（
後
略
）
」
と
い

っ
た
記
述
が
あ
り
、
「
自
転
車
の
輸
入
販
売
」
は
作
品
に
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
「
佐
々
木
」
な
る
人
物
は
、
こ
の
「
三
浦
氏
」
幸
｝
モ
デ
ル
に
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
『
日
記
」
の
他
の
項
目
に
お
け

「
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
私
注

る
「
三
浦
氏
」
に
つ
い
て
の
叙
述
と
作
品
と
を
比
べ
あ
わ
せ
て
い
け
ば
、
よ

（
７
）

り
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
「
岡
」
の
場
合
と
同
じ
く
「
佐
々
木
」
が
、
「
野
崎
」
「
網
代
」
の

一
一
人
に
向
っ
て
バ
リ
島
の
歴
史
、
こ
と
に
「
プ
プ
タ
と
に
つ
い
て
語
る
場

面
が
作
品
中
で
大
事
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
そ
の
話
に
二
人
は
「
呑
ま
れ

た
や
う
に
黙
っ
て
」
聞
き
入
り
、
「
打
ち
の
め
さ
れ
」
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

こ
の
話
が
二
人
の
「
自
己
改
造
」
の
、
や
は
り
一
つ
の
契
機
と
な
る
の
だ
が
、

実
在
の
「
三
浦
氏
」
が
高
見
に
こ
れ
を
語
っ
た
と
み
る
証
拠
は
な
い
。
『
あ
る

晴
れ
た
日
に
』
に
綴
ら
れ
て
い
る
事
柄
と
同
内
容
の
話
を
ま
と
め
た
短
篇
小

説
『
プ
プ
タ
ン
悲
史
』
が
、
昭
和
一
六
年
一
○
月
に
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
秋

季
特
別
号
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
プ
プ
タ
ン
」
に
つ
い
て
は
「
ほ

ん
の
数
人
し
か
ゐ
な
い
バ
リ
ー
島
在
住
の
日
本
人
の
一
人
」
の
「
Ｋ
さ
ん
」

か
ら
聞
い
た
話
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
短
篇
中
に
て
、
「
Ｋ
さ
ん
」
は
「
プ

プ
タ
ン
」
の
あ
っ
た
「
一
九
○
六
年
」
の
翌
年
、
．
九
○
七
年
明
治
四
十
年

生
れ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
実
在
の
「
三
浦
氏
」
は
「
明
治
二
○
年
」
の
生
れ

（
８
）

で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
「
明
治
四
十
年
」
は
、
作
者
高
見

（
９
）

の
生
れ
た
年
で
あ
り
、
か
つ
、
高
見
が
バ
リ
島
に
て
読
ん
で
い
た
マ
イ
ヶ
ル

（
、
）

・
コ
ヴ
ァ
ル
ビ
ア
ス
の
『
バ
リ
ー
島
』
に
「
プ
プ
タ
ン
」
の
記
述
が
あ
る
の

で
、
あ
る
い
は
自
分
の
本
か
ら
得
た
知
識
を
「
Ｋ
さ
ん
」
（
『
プ
プ
タ
ン
悲

史
』
）
か
ら
聞
い
た
と
い
う
形
、
ま
た
、
「
佐
々
木
」
か
ら
聞
い
た
と
い
っ
た

形
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
佐
々
木
」
と
い
う
人
物
の
も
つ
意
味
に
つ

い
て
も
、
「
岡
」
と
同
じ
く
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
ｕ
）

以
上
が
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
に
お
け
る
主
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
。
人
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す
で
に
前
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
「
野
崎
」
と
「
網
代
」
は
、
「
自
己
改

造
」
あ
る
い
は
「
心
の
方
向
転
換
」
を
は
か
る
べ
く
バ
リ
島
へ
と
や
っ
て
き

ね
・
た

た
。
「
網
代
」
に
は
「
材
料
探
し
に
行
く
」
と
い
っ
た
現
実
的
な
気
持
も
あ

っ
た
よ
う
だ
が
。
作
品
の
冒
頭
は
、
二
人
が
バ
リ
島
の
デ
ン
パ
サ
ー
ル
に
到

着
し
た
と
こ
ろ
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
見
た
が
、
視
点

あ
こ
が
れ

人
物
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
「
野
崎
」
は
、
「
憧
慢
の
バ
リ
ー
島
へ
遂
に
来

た
の
だ
」
と
い
う
感
慨
と
共
に
、
街
の
「
が
さ
つ
な
新
開
地
風
な
雰
囲
気
」

に
「
軽
い
幻
滅
」
〃
を
覚
え
る
。
「
野
崎
」
は
、
バ
リ
島
の
魅
力
と
し
て
、
女

性
が
「
素
晴
し
い
胸
」
を
「
裸
か
に
し
て
歩
い
て
ゐ
る
」
こ
と
、
バ
リ
島
の

「
音
楽
と
踊
り
」
、
し
か
も
こ
の
芸
術
が
生
活
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
に
、
「
千
の
寺
院
の
島
」
と
よ
ば
れ
る
「
浮
世
離
れ
の
し
た
変
っ
た
と

こ
ろ
」
と
い
っ
た
点
を
思
い
描
い
て
い
た
。
が
、
ど
う
や
ら
様
子
が
違
う
。

そ
の
か
わ
り
、
風
体
の
怪
し
い
「
岡
」
と
名
の
る
男
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
り
、

「
掠
奪
結
婚
」
と
い
う
バ
リ
の
風
習
を
小
耳
に
は
さ
ん
だ
り
、
ま
た
、
日
本

人
を
警
戒
す
る
オ
ラ
ン
ダ
官
憲
の
「
尾
行
」
に
つ
け
ら
れ
、
「
不
快
な
恐
怖

感
に
悩
ま
さ
れ
」
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
早
は
「
心
の
郊
外
に
」
と
タ

イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
を
付
度
す
れ
ば
、
ジ
ャ
ワ
島
を
経
て

バ
リ
島
へ
と
旅
し
て
き
た
二
人
の
異
国
、
異
文
化
へ
の
と
ま
ど
い
が
点
綴
さ

れ
た
章
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
共
に
、
こ
の
作
品
の
主
要
な
題
材
が
提

示
さ
れ
た
章
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
野
崎
」
ら
の
バ
リ
島
へ
の
先
入
観

物
が
出
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
作
品
の
結
構
を
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

が
、
こ
の
後
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し
、
「
岡
」
の
存
在
の
意
味
す
る

も
の
、
「
掠
奪
結
婚
」
と
い
う
激
し
い
言
葉
の
関
与
す
る
男
女
の
問
題
、
さ

ら
に
は
「
尾
行
」
の
存
在
の
意
味
す
る
緊
張
を
は
ら
ん
だ
国
際
関
係
、
と
い

っ
た
題
材
な
の
で
あ
る
。

第
二
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
い
ず
れ
の
日
に
か
」
と
付
さ
れ
て
い
て
、
島
崎

藤
村
の
詩
「
椰
子
の
実
」
よ
り
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
詩
に
は
「
い
ず
れ
の

日
に
か
国
に
帰
ら
む
」
と
の
一
節
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
バ
リ
島
に
長
く
居
つ

い
て
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
「
岡
」
の
心
持
を
暗
示
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
で
の
中
心
題
材
は
、
「
野
崎
」
が
「
岡
」
に
よ
っ
て

本
当
の
バ
リ
を
教
え
て
も
ら
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
尾
行
」
を
気
に
し
て
「
び
く
つ
い
て
ゐ
る
」
自
分
に
嫌
気
の
さ
し
て
い

る
「
野
崎
」
は
、
「
か
う
し
た
手
近
な
と
こ
ろ
」
か
ら
「
自
分
を
叩
き
直
」

さ
な
け
れ
ば
、
と
考
え
る
。
そ
の
時
、
「
岡
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
彼
に
よ
っ

（
並
）

て
、
バ
リ
の
女
性
の
地
位
、
男
女
同
権
の
こ
と
、
掠
奪
結
婚
の
実
情
、
「
被
征

服
民
族
」
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
リ
人
の
「
卑
屈
な
弱
」
の
な
さ

を
知
ら
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
岡
」
は
突
如
、
「
僕
は
パ
リ
ー
を
愛
し
す
ぎ
た
。

そ
の
た
め
、
僕
は
：
：
・
・
」
と
絶
句
し
、
「
野
崎
」
を
驚
か
す
。
ま
す
ま
す
「
岡
」

の
存
在
の
奇
妙
さ
に
ひ
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
身
な
り
が
貧
し
く
、
「
日

本
人
の
面
汚
し
」
と
バ
リ
在
住
の
日
本
人
か
ら
蔑
ま
れ
て
い
る
「
岡
」
に
対

し
て
、
「
野
崎
」
は
日
本
に
い
た
時
の
他
人
へ
の
反
抗
的
な
態
度
が
、
な
ぜ

か
変
化
し
て
い
く
の
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
バ
リ
に
い
る
間
の
．
月
だ
け

の
結
婚
」
を
「
岡
」
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
、
「
野
崎
」
は
再
び
驚
く
。

お
そ
ら
く
、
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
の
続
篇
が
書
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

一
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「
野
崎
」
の
バ
リ
女
性
と
の
結
婚
が
描
か
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
バ

リ
ー
を
愛
し
す
ぎ
た
」
、
す
な
わ
ち
「
佐
々
木
商
店
」
の
店
員
「
山
口
」
か

ら
「
奴
は
土
人
の
女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
」
（
第
四
章
）
と
軽
蔑
さ
れ
て
い
る

「
岡
」
と
、
同
じ
境
遇
に
「
野
崎
」
は
身
を
置
く
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

教
育
と
教
養
の
あ
る
ら
し
い
「
岡
」
は
、
女
性
と
の
恋
愛
の
た
め
に
身
を
持

ち
崩
し
て
お
り
、
女
性
問
題
で
の
心
の
痛
手
を
ひ
き
ず
っ
て
バ
リ
へ
と
や
っ

て
き
た
「
野
崎
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
「
岡
」
に
無
意
識
裡
に
ひ
か
れ
て
い
る
の

（
⑬
）

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
す
で
に
別
稿
に
て
述
べ
た
が
、
「
野
崎
」

と
同
様
に
、
蘭
印
へ
出
立
す
る
前
の
高
見
に
は
ぬ
き
さ
し
の
な
ら
な
い
女
性

問
題
、
‐
す
な
わ
ち
、
女
性
問
題
か
ら
生
じ
た
子
供
の
誕
生
に
関
す
る
事
件
が

あ
り
、
そ
れ
が
高
見
の
蘭
印
行
の
一
つ
の
動
機
を
な
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

「
岡
」
な
る
人
物
の
造
型
さ
れ
た
意
図
と
し
て
、
作
者
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

ト
ラ
ブ
ル
に
端
を
発
し
た
と
こ
ろ
の
、
女
に
よ
っ
て
身
を
誤
る
こ
と
へ
の
恐

れ
と
不
安
、
ま
た
一
方
、
そ
こ
に
身
を
委
ね
つ
つ
自
侍
と
希
望
を
持
ち
う
る

か
否
か
、
な
ど
の
錯
綜
し
た
思
い
の
形
象
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
前
に
、

高
見
の
陰
画
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
と
、
「
岡
」
に
つ
い
て
記
し
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
『
日
記
』
や
短
篇
小
説
『
バ

リ
ー
の
犬
』
の
中
に
は
、
「
キ
’
一
ン
」
と
い
う
バ
リ
の
女
性
へ
の
恋
慕
の
情

（
皿
）

が
綴
ら
れ
て
お
り
、
「
岡
」
は
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
高
見
の
姿
と
し

て
作
中
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

第
三
章
は
、
「
思
ひ
出
は
死
ん
だ
も
の
を
生
か
す
。
云
々
」
の
『
田
木
繁

詩
集
』
の
中
の
一
篇
の
詩
句
か
ら
と
ら
れ
、
「
思
ひ
出
は
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
佐
々
木
」
か
ら
聞
く
バ
リ
悲
史
と

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
私
注

も
言
う
べ
き
「
プ
プ
タ
と
の
話
に
「
野
崎
」
「
網
代
」
の
二
人
は
「
打
ち

の
め
さ
れ
」
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
バ
リ
芸
術
の
代
表
的
な
仮
面
劇
、
レ
ゴ
ン

ダ
ン
ス
、
ケ
ビ
ア
ル
の
踊
り
を
観
て
激
し
く
心
動
か
さ
れ
、
「
芸
の
道
」
に

つ
い
て
二
人
は
新
た
な
思
い
を
抱
く
さ
ま
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
プ
プ
タ
ン
」
と
い
う
の
は
、
バ
リ
島
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ

軍
に
対
し
て
、
ラ
ジ
ャ
（
王
）
に
率
ら
れ
た
各
王
領
の
人
々
の
「
最
後
の
戦

（
妬
）

ひ
」
を
さ
す
。
作
品
中
で
は
、
「
佐
々
木
」
の
口
を
通
し
て
、
「
討
死
」
「
身
を

殺
し
て
抗
す
る
意
味
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
老
若
男
女
す
べ
て
が
無
抵
抗

で
オ
ラ
ン
ダ
軍
の
銃
砲
の
前
に
身
を
さ
ら
し
て
全
滅
し
て
い
っ
た
戦
い
の
様

子
が
作
品
中
に
語
ら
れ
、
「
野
崎
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
網
代
」
も
「
軽

、
、

い
ネ
タ
探
し
の
気
持
を
激
し
く
打
ち
の
め
さ
れ
た
」
（
傍
点
・
原
文
）
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
、
「
野
崎
」
は
「
見
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
バ
リ
ー
理
解

の
ひ
と
つ
の
面
」
を
発
見
す
る
。

ま
た
、
バ
リ
の
芸
術
、
こ
と
に
レ
ゴ
ン
ダ
ン
ス
の
名
手
「
チ
ャ
ワ
ン
」
と

（
恥
）

「
サ
ト
リ
ア
」
に
つ
い
て
は
、
実
名
で
作
中
に
登
場
し
、
そ
の
踊
り
に
「
生

命
の
躍
動
」
を
見
、
「
野
崎
」
ら
が
「
名
状
し
難
い
陶
酔
」
に
雲
わ
れ
る
さ

ま
は
、
高
見
の
体
験
と
し
て
『
日
記
』
に
も
記
述
が
あ
り
、
こ
の
『
あ
る
晴

れ
た
日
に
』
の
中
で
は
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
示
す
場
面
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
て
、
「
野
崎
」
は
「
猟
奇
的
な
バ
リ
ー
観
を
作
り
あ
げ
て
ゐ
た
」

自
ら
の
変
化
を
次
第
に
知
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
「
芸
」
の
す

ば
ら
し
さ
に
反
比
例
し
て
、
バ
リ
島
の
被
征
服
地
と
し
て
の
問
題
に
「
物
悲

し
い
想
ひ
が
渦
巻
い
て
ゐ
」
く
。

第
四
章
は
、
「
砂
う
ご
く
か
な
」
と
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
て
、
斎
藤

七



茂
吉
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
僅
か
な
が
ら
も
二
人
の
「
自
己

改
造
」
の
可
能
性
の
見
え
た
こ
と
を
吐
露
す
る
場
合
が
中
心
と
な
っ
て
い

る
。
「
水
湧
き
居
れ
ば
砂
う
ご
く
か
な
」
と
茂
吉
歌
の
一
節
の
引
か
れ
た
意

図
も
こ
こ
に
う
か
が
え
よ
う
。

「
野
崎
」
と
「
網
代
」
は
、
バ
リ
島
の
芸
術
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
会

話
を
す
る
。
「
こ
の
素
晴
し
い
踊
り
を
、
白
人
の
植
民
地
で
は
な
い
と
こ
ろ

で
見
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
い
い
だ
ら
う
」
、
「
あ
の
素
晴
し
い
芸
術
が
、
や
や

極
端
に
言
ふ
な
ら
奴
隷
の
芸
術
に
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
、
何
と
も
は
や
堪
ら

な
か
っ
た
」
と
。
そ
し
て
、
二
人
と
も
「
素
直
」
さ
や
「
弱
身
」
を
お
互
い

に
み
せ
て
、
自
分
瀧
変
っ
て
い
く
よ
う
だ
と
「
白
状
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
バ
リ
の
芸
術
家
が
、
「
白
人
の
慰
み
の
た
め
に
踊
る
」
よ
う
に
見
え

な
が
ら
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
．
生
懸
命
踊
っ
て
ゐ
る
」
の
か
と
考
え
、
「
芸

の
た
め
に
踊
る
」
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
芸
を
尚
ぷ
民

族
」
で
あ
る
、
ハ
リ
人
の
「
芸
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
考
え
方
、
姿
勢
に
、
二

人
は
ど
う
や
ら
啓
示
を
受
け
た
と
言
え
そ
う
だ
。

、
、
、

ま
た
、
「
佐
々
木
」
の
「
人
生
に
ど
っ
か
と
足
を
踏
ん
ま
へ
た
」
（
傍
点
・

原
文
）
バ
リ
に
お
け
る
生
き
方
に
も
感
銘
を
受
け
、
「
岡
」
を
「
ど
な
た
か
、

新
し
い
人
に
お
願
ひ
し
て
」
と
い
う
「
佐
々
木
」
の
申
し
出
に
、
「
野
崎
」

は
ひ
き
う
け
ま
す
と
言
っ
て
、
自
ら
も
驚
き
、
「
網
代
」
を
も
驚
か
す
。
「
野

崎
」
の
か
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
積
極
的
な
前
向
き
の
姿
勢
が
生
れ
て
き
た

の
で
あ
っ
た
か
ら
。
そ
し
て
彼
は
、
「
尾
行
に
対
す
る
今
ま
で
の
神
経
的
な

脅
え
、
不
快
感
が
今
は
激
し
い
憤
り
に
成
っ
て
ゐ
る
の
に
気
附
」
く
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
作
品
は
幕
を
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

四

前
に
引
い
た
丸
谷
才
一
の
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
に
つ
い
て
の
批
評
の
中

に
、
「
と
き
ど
き
変
な
と
こ
ろ
で
時
局
便
乗
的
な
こ
と
を
口
走
る
の
が
厭
だ

っ
た
」
と
の
言
葉
が
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
昨
年
中
に
は
「
時
局
便
乗
的
」
と

言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
表
現
が
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
第
三
章
、
四

章
に
い
く
つ
か
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
「
日
本
人
の
体
面
」

と
い
う
こ
と
、
バ
リ
人
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
と
日
本
人
と
の
似
て
い
る
と
い

う
点
を
あ
げ
て
「
勇
」
と
「
智
」
と
「
仁
」
を
も
っ
た
日
本
人
の
南
方
起
源

説
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
バ
リ
島
と
バ
リ
人
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
と

比
べ
て
の
「
日
本
に
生
れ
た
仕
合
せ
き
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
有
り
難
さ
」
、

「
祖
国
へ
の
烈
し
い
愛
情
」
と
い
っ
た
心
情
を
述
べ
る
「
野
崎
」
の
姿
な
ど
、

拾
い
あ
げ
て
い
け
ば
眼
に
つ
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
Ⅳ
）

こ
れ
は
、
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
短
篇
『
諸
民
族
』

と
『
プ
プ
タ
ン
悲
史
』
に
も
、
そ
っ
く
り
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
お
り
、
高
見

は
「
日
本
に
生
れ
た
仕
合
せ
さ
」
を
本
気
で
感
じ
て
い
た
と
読
者
に
は
映
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
高
見
は
、
閏
印
旅
行
か
ら
帰
国
す

る
や
す
ぐ
新
聞
に
『
蘭
印
か
ら
帰
っ
て
』
（
の
ち
、
『
文
化
の
拶
さ
』
と
改
題
）

（
喝
）

を
投
じ
、
い
わ
ゆ
る
〈
文
学
非
力
説
〉
論
争
へ
の
第
一
声
を
放
っ
た
。
そ
れ

が
五
月
末
の
こ
と
。
や
が
て
、
『
文
学
非
力
説
』
（
昭
妬
・
７
）
へ
の
厳
し
い
反

論
が
尾
崎
士
郎
か
ら
提
出
さ
れ
、
そ
の
他
の
人
々
の
発
言
も
出
て
き
て
、
問

題
が
大
き
く
な
る
。
『
文
芸
』
に
『
現
状
へ
の
直
言
』
が
発
表
さ
れ
る
二
月

ま
で
、
こ
の
論
争
は
続
い
た
。
と
す
る
と
、
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
や
他
の

J1
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バ
リ
島
に
題
材
を
得
た
三
つ
の
短
篇
小
説
は
、
〈
文
学
非
力
説
〉
論
争
と
並

行
し
て
執
筆
の
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
平
野
謙
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
文
壇
の
有
力
な
タ
カ
派
」
の
尾
崎
士
郎
か
ら
、
「
自
由
主
義

の
も
つ
敵
性
に
気
脈
を
通
ず
る
」
と
の
批
判
を
受
け
れ
ば
、
「
旧
左
翼
」
の

（
蛸
）

高
見
が
「
ほ
と
ん
ど
恐
怖
に
ち
か
い
狼
狽
を
感
じ
」
ろ
の
は
当
然
で
あ
り
、

そ
の
「
狼
狽
」
が
自
己
防
衛
的
な
「
時
局
便
乗
」
の
表
現
を
生
み
出
し
た
と

（
鋤
）

し
て
も
や
む
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
虚
心
に
作
品
を
読
ん
で
い
く
と
、

小
説
の
眼
目
が
「
野
崎
」
ら
の
「
自
己
改
造
」
の
さ
ま
に
お
か
れ
て
お
り
、

「
プ
プ
タ
ン
悲
史
」
と
バ
リ
の
「
芸
」
と
に
啓
示
を
受
け
て
そ
れ
へ
の
見
通

し
の
生
れ
る
過
程
を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
、
ひ
い
き
目
で

な
く
と
も
「
時
局
便
乗
」
は
高
見
の
隠
れ
蓑
、
す
な
わ
ち
自
己
防
御
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
の
う
ち
、
管
見
に
入
っ
た

限
り
で
は
久
保
田
正
文
の
『
解
説
』
が
要
領
を
得
て
い
て
、
す
ぐ
れ
る
よ
う

（
虹
）

に
思
う
。
そ
こ
で
、
久
保
田
は
「
作
者
が
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
一
面
的
・
一
辺

什
的
に
、
〈
日
本
に
生
れ
た
仕
合
せ
き
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
の
有
り
難
さ
〉

を
信
じ
て
い
た
と
は
お
も
わ
れ
ぬ
」
と
言
い
、
「
か
な
り
複
雑
な
陰
弱
が
み

え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
バ
リ
ー
の
踊
り
に
触
発
さ
れ
た
野
崎
ｌ

作
者
の
感
想
は
、
（
中
略
）
〈
文
学
非
力
説
〉
と
、
そ
れ
に
表
裏
を
な
し
て
関

係
す
る
〈
身
は
売
っ
て
も
芸
は
売
ら
ぬ
〉
思
想
の
原
型
を
な
す
も
の
の
は
ず

で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
て
、
具
体
的
な
論
証
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い

が
、
ま
き
に
久
保
田
の
意
見
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
人
生
に
大
胆
に
挑
ん
で
行
く
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
力
み
」
も
し
く
は

『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
私
注

「
強
が
り
」
の
心
持
を
伴
っ
て
、
「
一
触
即
発
」
と
い
っ
た
危
険
な
国
際
情

勢
下
に
あ
っ
た
藺
印
へ
と
旅
し
た
高
見
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
眼
に
見
え
た

か
た
ち
で
は
な
く
と
も
、
意
味
あ
る
成
果
を
得
て
帰
っ
て
き
た
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
果
の
あ
と
を
事
実
と
虚
構
と
を
ま
じ
え
な
が
ら
作
品
化

し
た
の
が
、
こ
の
年
の
多
忙
さ
と
あ
わ
た
だ
し
さ
か
ら
推
し
て
お
そ
ら
く
一

気
に
書
き
下
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
『
あ
る
晴
れ
た
日
に
』
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
バ
リ
の
女
性
に
「
惚
れ
て
」
身
を
持
ち
崩
し
て
し
ま
っ
た
「
岡
」
を
造

型
し
、
そ
の
「
岡
」
の
存
在
を
引
き
う
け
よ
う
と
す
る
「
野
崎
」
の
変
貌
ぶ

り
が
描
か
れ
、
ま
た
、
バ
リ
の
踊
り
に
衝
撃
を
受
け
た
「
網
代
」
と
「
野
崎
」

は
、
「
奴
隷
」
的
状
況
下
に
あ
っ
て
も
、
「
芸
の
た
め
」
に
必
死
で
生
き
る
人

間
た
ち
を
発
見
し
、
言
い
よ
う
の
な
い
感
銘
を
抱
く
。
二
人
の
「
自
己
改
造
」

は
、
こ
う
し
て
徐
々
に
な
さ
れ
て
い
く
。
二
人
の
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ

高
見
順
自
身
の
変
革
が
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
的
確
で
あ
る
。
『
あ
る
晴
れ

た
日
に
』
と
い
う
、
一
見
地
味
な
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
構
造
の
分
析

と
共
に
、
作
品
の
背
後
に
見
え
隠
れ
す
る
作
者
の
肉
声
を
も
辿
り
つ
つ
眺
め

て
い
く
と
、
作
家
と
作
品
と
の
織
り
な
す
一
つ
の
ド
ラ
マ
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

戸
注
」

（
１
）
一
九
六
五
年
九
月
、
勁
草
書
房
刊
。

（
２
）
。
今
年
は
ど
ん
な
題
材
を
」
と
間
は
れ
て
』
昭
和
一
六
年
一
月
九
日
、
『
都

》
和
由
同
』
Ｏ

（
３
）
『
日
本
の
文
学
第
九
集
』
掲
載
。
一
九
九
一
年
六
月
刊
行
予
定
、
有
精
堂

、
山
０

九



（
４
）
『
高
見
順
全
集
第
七
巻
』
『
解
説
』
昭
和
四
五
年
一
○
月
、
勁
草
書
房
刊
。

（
５
）
作
品
の
第
一
章
中
に
、
「
大
正
生
れ
の
僕
等
の
時
代
」
と
あ
り
、
作
品
中
の

時
間
は
昭
和
一
六
年
で
あ
る
の
で
、
大
正
初
年
生
れ
と
し
て
も
二
九
歳
で
あ
る
。

（
６
）
『
日
記
』
の
「
追
記
」
に
は
、
「
三
月
い
っ
ぱ
い
、
バ
リ
ー
に
滞
留
。
」
と
あ
り
、

何
日
ま
で
と
い
う
明
確
な
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
７
）
た
と
え
ば
、
作
品
の
中
で
、
二
人
が
「
佐
々
木
商
店
」
を
訪
ね
た
折
、
「
主

人
は
生
憎
く
ブ
レ
レ
ン
の
方
へ
行
っ
て
ま
し
て
…
…
。
」
と
言
わ
れ
、
「
不
在
」

と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
『
日
記
』
に
は
、
三
月
六
日
の
バ
リ
到
着
の
日
、

「
三
浦
氏
は
ジ
ャ
ワ
に
行
き
不
在
」
で
あ
っ
た
、
と
あ
る
。

（
８
）
三
浦
襄
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち
、
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
、
最
も

詳
し
い
の
は
、
原
誠
の
『
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
三
浦
襄
の
「
南
方
関
与
」
』
で

あ
る
（
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
一
六
巻
一
号
、
一
九
七
八
年
六
月
、
京
都
大
学
東

南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
刊
）
。
三
浦
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
原
論
文
所
載
の

「
三
浦
襄
履
歴
書
写
し
」
に
拠
っ
た
。
な
お
、
只
リ
島
の
父
」
と
言
わ
れ
た

三
浦
襄
の
面
影
を
伝
え
る
文
章
に
、
戸
川
幸
夫
『
チ
ャ
ワ
ン
』
（
『
戦
場
へ
の
紙

碑
』
所
収
、
昭
和
五
九
年
七
月
、
オ
ｉ
ル
出
版
刊
）
が
あ
り
、
『
あ
る
晴
れ
た

日
に
』
に
登
場
す
る
「
チ
ャ
ワ
ン
」
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
高
見
は
、
原
書
（
英
語
版
）
を
読
ん
で
い
る
。
短
篇
小
説
『
プ
プ
タ
ン
悲
史
』

に
、
自
分
の
読
ん
だ
本
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
昭
和
一
八
年
二
月
に
、

『
バ
リ
島
』
と
い
う
題
名
に
て
産
業
経
済
社
よ
り
翻
訳
（
完
訳
で
は
な
い
）
が

刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
皿
）
注
（
９
）
に
あ
げ
た
『
バ
リ
島
』
、
一
九
頁
よ
り
二
二
頁
。

（
ｕ
）
「
佐
々
木
商
店
」
の
店
員
「
山
口
」
は
、
作
品
中
に
お
い
て
、
あ
ま
り
い
い

人
間
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
が
、
『
日
記
』
を
み
る
と
、
三
浦
商
店
の

店
員
芝
氏
に
は
高
見
ら
は
ず
い
分
と
世
話
に
な
っ
て
い
て
、
「
山
口
」
の
モ
デ

ル
が
「
芝
氏
」
と
は
思
わ
れ
な
い
。
「
あ
と
が
き
」
に
「
モ
デ
ル
」
は
い
な
い

と
記
し
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
配
盧
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
哩
）
「
岡
」
は
、
掠
奪
結
婚
は
「
形
式
」
で
あ
り
、
実
態
は
「
ホ
ネ
ー
・
ム
ー
と

だ
と
「
野
崎
」
に
教
え
る
。
実
在
の
「
チ
ャ
ワ
ン
」
の
回
想
に
も
そ
れ
が
出
て

く
る
が
、
そ
の
注
記
に
、
「
女
の
家
族
の
同
意
を
得
な
い
で
女
を
連
れ
去
り
、

後
に
承
諾
を
求
め
る
結
婚
の
形
。
バ
リ
で
は
今
で
も
ふ
つ
う
に
行
な
わ
れ
る
が
、

多
く
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
（
『
踊
る
バ
リ
』
東
海
晴
美
他
取
材

・
編
、
一
九
九
○
年
一
月
、
パ
ル
コ
出
版
局
刊
）
。
な
お
、
こ
の
本
に
「
チ
ャ

ワ
ン
」
や
「
マ
リ
オ
」
と
い
っ
た
高
見
の
作
品
中
に
登
場
す
る
踊
り
手
の
回
想

記
が
戦
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
過
）
注
（
３
）
に
名
じ
。

（
皿
）
『
日
記
』
「
三
月
一
》
十
三
日
」
の
項
に
は
、
「
キ
’
一
ン
に
惚
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
だ
が
惚
れ
た
ら
－
と
い
う
よ
う
な
こ
と
想
像
し
た
り
し
た
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
バ
リ
ー
の
犬
』
に
は
、
「
異
民
族
の
女
へ
の
好
奇
心
か
。
或
は
又
、
恋

と
い
ふ
や
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
」
と
あ
る
。

（
喝
）
注
（
９
）
『
バ
リ
島
』
二
○
頁
。

（
鴫
）
注
（
８
）
『
戦
場
へ
の
紙
碑
』
、
注
（
胆
）
『
踊
る
．
バ
リ
』
参
照
。
「
サ
ト
リ
ア
」

の
名
前
は
、
「
サ
デ
リ
ー
」
や
「
サ
ド
リ
」
と
各
書
に
よ
っ
て
表
記
が
違
う
。

（
Ⅳ
）
『
改
造
』
昭
和
一
六
年
七
月
掲
載
。

（
焔
）
『
都
新
聞
』
昭
和
一
六
年
五
月
二
七
日
’
二
九
日
掲
載
。

（
四
）
『
高
見
順
の
「
文
学
非
力
説
」
』
。
初
出
は
、
『
毎
日
新
聞
』
昭
和
四
八
年
一

二
月
一
四
日
。
こ
こ
で
は
、
『
昭
和
文
学
私
論
』
（
昭
和
五
二
年
三
月
、
毎
日
新

聞
社
刊
）
に
拠
っ
た
。

（
別
）
奥
出
健
は
、
情
報
局
内
秘
匿
雑
誌
『
出
版
警
察
報
』
や
、
戦
後
の
高
見
の
発

言
な
ど
を
引
き
、
『
文
学
非
力
説
』
が
高
見
の
「
身
を
危
く
す
る
よ
う
な
し
ろ

も
の
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
『
高
見
順
〈
文
学
非
力
説
〉
を
榛

っ
て
』
『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
第
九
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
。

（
皿
）
『
高
見
順
全
集
第
二
巻
』
昭
和
四
九
年
二
月
、
勁
草
書
房
刊
。

（
き
む
ら
・
か
ず
あ
き
本
学
文
学
部
教
授
）

○


