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一

　

彫
刻
家
に
し
て
詩
人
で
も
あ
っ
た
高
村
光
太
郎
が
昭
和
三
十
一
年
に
歿
し
た

時
、
石
井
鶴
三
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
そ
の
死
を
悼
ん
だ
。

「
惜
し
い
人
を
な
く
し
た
」
と
は
人
に
死
な
れ
た
時
、
よ
く
発
せ
ら
れ
る

言
で
あ
る
が
、
高
村
さ
ん
の
場
合
は
世
間
普
通
の
も
の
で
な
く
、
衷
心

よ
り
惜
し
い
こ
と
を
し
た
と
悲
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
／
そ
れ
は
高
村
さ

ん
に
は
ま
だ
〳
〵
な
す
べ
き
仕
事
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
な
し
遂
げ
ら
れ

て
居
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

鶴
三
は
さ
ら
に
、「
残
念
と
も
何
と
も
い
う
言
葉
が
な
い
」
と
歎
き
つ
つ
、
光

太
郎
が
「
彫
刻
家
と
し
て
現
代
一
人
者
で
あ
つ
た
」
こ
と
や
、「
現
代
日
本
の
彫

刻
の
指
導
者
と
し
て
不
滅
の
功
績
を
残
さ
れ
た
」
こ
と
を
讃
え
て
い
る
（
１
）
。
も
ち

ろ
ん
、
故
人
の
人
物
や
事
蹟
を
褒
め
る
の
は
追
悼
文
の
つ
ね
で
は
あ
る
が
、
そ

う
し
た
文
章
の
性
格
や
、
あ
る
い
は
高
村
光
太
郎
と
い
う
存
在
が
事
実
有
し
て

い
た
巨
大
さ
を
差
引
い
て
も
な
お
、
切
々
と
語
ら
れ
た
鶴
三
の
言
葉
に
は
深
甚

た
る
哀
惜
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
儀
礼
的
な
表

現
の
枠
組
を
は
る
か
に
超
え
た
、
二
人
の
芸
術
家
の
親
し
い
交
流
だ
っ
た
。

　

高
村
光
太
郎
と
石
井
鶴
三
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
正
確
な
時
日
や
状
況
を

明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
。
だ
が
明
治
三
十
七
年
、
数
え
十
八
歳
だ
っ
た
鶴

三
が
は
じ
め
て
木
彫
を
学
ん
だ
加
藤
景
雲
は
、
光
太
郎
の
父
、
高
村
光
雲
の

門
を
出
て
い
る
し
、
ま
た
翌
三
十
八
年
九
月
に
彼
が
東
京
美
術
学
校
彫
刻
科

選
科
へ
と
入
学
し
た
時
、
光
太
郎
は
同
校
の
彫
刻
科
研
究
科
か
ら
西
洋
画
科

へ
と
移
っ
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
何
ら
か
の
接
触
が
あ

っ
た
と
見
て
不
自
然
で
は
な
い
。
実
際
、
鶴
三
は
後
年
に
な
っ
て
「
こ
の
師
匠

（
加
藤
景
雲
―
―
注
）
か
ら
光
太
郎
さ
ん
の
少
年
時
代
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
」

と
述
べ
て
い
る
し
、
お
な
じ
文
章
中
に
は
「
日
露
戦
争
の
頃
」、「
上
野
の
陳
列

館
」
に
お
い
て
催
さ
れ
た
「
彫
塑
の
展
覧
会
」
で
光
太
郎
の
作
を
は
じ
め
て
見

た
と
の
回
想
も
あ
る
（
２
）

。
こ
れ
は
明
治
三
十
八
年
五
月
、
上
野
公
園
に
て
開
催
さ

れ
た
第
一
回
塑
像
同
窓
会
展
の
こ
と
で
、
光
太
郎
が
出
品
し
た
「
薄
命
児
」「
解

剖
台
の
上
の
紅
葉
山
人
」
の
二
作
品
に
つ
い
て
、
鶴
三
は
「
今
も
眼
前
に
浮
ん

で
く
る
位
深
く
印
象
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
光
太
郎
は
明
治
三
十
九
年
二
月
か
ら
四
十
二
年
七
月
ま
で
洋
行

し
、
帰
朝
後
は
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
精
力
的
な
文
筆
活
動
を
開
始
す
る
。
お

な
じ
こ
ろ
、
鶴
三
は
東
京
美
術
学
校
に
通
う
か
た
わ
ら
、
北
澤
楽
天
が
創
刊

し
た
漫
画
雑
誌
『
東
京
パ
ッ
ク
』
の
記
者
を
勤
め
、
生
活
費
や
学
費
を
稼
ぐ
毎

日
で
あ
っ
た
。
多
忙
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
生
活
の
な
か
で
、
彼
は
光
太
郎
の
存

在
を
強
く
意
識
し
、
そ
の
活
動
を
心
の
支
え
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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私
は
（
帰
朝
後
に
発
表
さ
れ
た
―
―
注
）
高
村
さ
ん
の
文
章
を
読
み
感
動

を
受
け
て
は
、
高
村
さ
ん
は
勉
強
し
て
い
る
、
彫
刻
を
や
つ
て
居
ら
れ
る
。

と
心
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
其
文
章
に
よ
つ
て
、
高
村
さ
ん

は
今
ど
う
い
う
勉
強
を
し
て
居
ら
れ
る
か
、
ど
ん
な
境
地
に
達
し
て
い
ら

れ
る
か
、
お
よ
そ
わ
か
る
よ
う
で
あ
つ
た
。（
中
略
）私
は
近
く
に
住
ん
で

い
た
の
で
、
高
村
さ
ん
の
ア
ト
リ
エ
の
前
を
し
ば
〳
〵
通
つ
た
。
だ
が
邪

魔
に
な
る
こ
と
を
慮
つ
て
殆
ど
訪
問
は
し
な
か
つ
た
。
い
つ
も
感
慨
深
く

あ
の
ア
ト
リ
エ
を
見
あ
げ
て
通
つ
た
。
あ
の
中
に
高
村
さ
ん
が
心
こ
め
て

勉
強
し
て
居
ら
れ
る
姿
が
見
え
る
よ
う
で
あ
つ
た
。
こ
の
感
覚
は
何
と
も

不
思
議
な
も
の
で
あ
つ
た
（
３
）

。

　

文
中
で
「
い
つ
か
兄
に
対
す
る
如
き
感
じ
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
の
敬
愛

の
心
は
今
に
か
わ
ら
な
い
」
と
も
語
ら
れ
て
い
る
光
太
郎
へ
の
親
し
み
は
、
か

く
し
て
養
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
鶴
三
の
敬
慕
の
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者

の
つ
な
が
り
を
示
す
資
料
は
か
な
ら
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
比
較
的
よ
く
知
ら

れ
た
も
の
と
し
て
は
、
彼
が
光
太
郎
と
並
ん
で
「
日
本
の
近
代
彫
刻
の
道
を
開

い
た
先
覚
者
」
と
評
価
す
る
（
４
）
、
荻
原
碌
山
の
顕
彰
活
動
が
あ
る
。
簡
単
に
紹
介

し
て
お
け
ば
、
碌
山
は
明
治
十
二
年
生
の
彫
刻
家
で
あ
り
、
洋
行
か
ら
帰
朝

し
た
明
治
四
十
一
年
、
文
展
に
出
品
し
た
「
文
覚
」
が
鶴
三
に
強
い
感
銘
を
与

え
た
も
の
の
、
翌
々
明
治
四
十
三
年
に
急
逝
し
た
。
留
学
中
の
米
国
で
知
り
あ

っ
て
友
誼
を
結
ん
だ
光
太
郎
は
、
そ
の
死
の
報
に
接
し
、
鶴
三
に
「
荻
原
に
は

将
来
に
望
み
を
か
け
て
い
た
の
で
、
い
ま
突
然
の
死
に
遇
い
、
そ
れ
が
忽
然

と
し
て
消
え
去
り
、
云
う
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
」
と
語
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
５
）

。

　

昭
和
二
十
九
年
、
こ
の
碌
山
を
記
念
顕
彰
す
る
企
画
が
持
上
が
り
、
当
時

東
京
芸
術
大
学
に
勤
め
て
い
た
鶴
三
が
中
心
に
な
っ
て
、
作
品
の
写
真
版
や

伝
記
な
ど
を
収
め
た
『
彫
刻
家　

荻
原
碌
山
』
が
刊
行
さ
れ
た
（
６
）

。
こ
の
企
画
に

光
太
郎
が
ど
の
程
度
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
荻

原
守
衛
」
と
題
し
た
回
想
の
一
文
が
鶴
三
自
身
の
「
彫
刻
の
先
覚
荻
原
碌
山
」

と
併
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
両
者
の
接
点
を
示
す
数
少
な
い
資
料
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。
元
来
、
鶴
三
が
昭
和
十
九
年
に
東
京
芸
術
大
学
か
ら
の
招

き
に
応
じ
た
の
も
、
そ
れ
が
光
太
郎
と
揃
っ
て
の
就
任
と
い
う
提
案
で
あ
っ

た
か
ら
ら
し
く
、
彼
は
後
年
「
実
は
其
時
彫
刻
科
の
教
授
と
し
て
選
ま
れ
た
の

は
、
高
村
光
太
郎
と
私
の
二
人
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
高
村
さ
ん
と
二
人
出
る
な

ら
ば
彫
刻
科
の
改
革
も
思
う
よ
う
に
出
来
る
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
の
り
気
に

な
つ
た
」
と
語
っ
て
、
光
太
郎
が
こ
れ
を
固
辞
し
た
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い

る
（
７
）
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
編
纂
さ
れ
た
書
物
や
回
想
の
類
に
す

ぎ
ず
、
両
者
の
交
流
の
様
態
を
直
接
に
伝
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ほ
ど
信
州
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
石
井
鶴
三
関
連
資

料
の
な
か
に
、
光
太
郎
か
ら
の
書
翰
が
数
点
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
、
両
者
の
親
し
い
関
係
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
そ
れ

ら
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
書
翰
が
書
か
れ
た
背
景
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
交
流
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
　
　

二

　

現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
寄
贈
資
料
中
の
高
村
光
太
郎
書
翰
の
う
ち
、
最

も
時
期
が
早
い
の
は
［
高
１
―
１
８
７
］
の
仮
番
号
が
附
さ
れ
た
昭
和
二
年
三

月
の
葉
書
で
あ
る
。
ま
ず
は
そ
の
全
文
を
示
そ
う
。

お
て
が
み
拝
見
、
先
夜
は

あ
な
た
が
わ
ざ
わ
ざ
お
い
で
下
さ
つ
た
の
で
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つ
ひ
引
受
け
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、

い
ろ
い
ろ
の
都
合
が
あ
り
ま
す
た
め
、

出
来
る
な
ら
来
学
期
の
四
月
に
と

い
ふ
事
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す

が
。
大
変
の
ば
す
や
う
で
す
け
れ
ど

そ
の
お
つ
も
り
に
ね
が
ひ
ま
す
。

と
り
あ
ゑ
ず
御
返
事
ま
で
一
寸
。

　

三
月
五
日
夜

　

葉
書
の
宛
先
は
「
市
外
雑
司
ヶ
谷
／
上
リ
屋
敷
一
一
四
八
／
自
由
学
園
美
術

部
ニ
テ
／
石
井
鶴
三
様
」
と
記
さ
れ
、
差
出
人
の
欄
に
は
「
駒
込
林
町
二
十
五

／
高
村
光
太
郎
／
三
月
五
日
夜
」
と
あ
る
。
消
印
は
「
駒
込
／
２	·

３·

６
／

前
９
︲
10
」
と
読
め
る
か
ら
、
昭
和
二
年
三
月
五
日
の
夜
に
書
か
れ
、
翌
六
日

に
投
函
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
年
の
表
記
が「
２
」と
し
か
な
い

以
上
、
大
正
年
間
に
書
か
れ
た
可
能
性
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
鶴
三
が
美

術
教
師
と
し
て
自
由
学
園
に
着
任
し
た
の
は
大
正
十
五
年
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ

こ
は
昭
和
二
年
の
手
紙
と
見
て
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
文
面
か
ら
は
、
鶴
三
が
数
日
前
に
光
太
郎
の
も
と
を
訪
れ
、
何
事
か
を

依
頼
し
て
内
諾
を
得
た
こ
と
や
、
あ
ら
た
め
て
確
認
の
手
紙
を
送
っ
た
ら
し
い

こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
三
月
中
の
実
行
は
困
難
と
い
う
こ
と
で
、

四
月
ま
で
の
延
期
を
請
う
べ
く
、
光
太
郎
は
こ
の
葉
書
を
書
い
た
の
で
あ
る
。

彼
が
受
取
っ
た
鶴
三
か
ら
の
手
紙
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
依
頼
の
内
容
を
正

確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
幸
い
こ
の
後
信
と
見
ら
れ
る
書
翰
が
寄
贈
資

料
中
に
残
さ
れ
て
い
た
。［
高
１
―
１
６
３
］の
仮
番
号
が
附
さ
れ
た
一
通
で
あ

る
。

御
て
が
み
拝
読
し
て
実
は
大
き
に
弱
り
ま
し
た
。

い
つ
ぞ
や
わ
ざ
わ
ざ
あ
な
た
が
来
て
下
さ
つ
て
御
話
を

き
い
て
ゐ
る
う
ち
に
自
然
と
そ
の
気
に
な
つ
て
御
承
諾

い
た
し
、
承
諾
し
た
以
上
は
ど
う
し
て
も
や
ら
う
と
存

じ
、
あ
れ
か
ら
一
度
「
大
調
和
」
主
催
の
講
演
会

と
い
ふ
も
の
に
試
み
に
出
て
み
ま
し
た
が
、
十
分
間
位

話
す
の
が
や
つ
と
の
事
に
て
、
そ
れ
も
意
味
が
本
当
に
は

伝
は
ら
ず
、
思
ふ
事
と
口
か
ら
出
る
言
葉
と
が
甚
だ

し
く
齟
齬
し
、
結
局
小
生
は
と
て
も
講
演
は
出
来

な
い
人
間
と
思
ひ
き
め
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
幸
ひ

今
の
処
演
説
す
る
必
要
の
無
い
仕
事
を
職
業
と
し
て

ゐ
る
わ
け
で
、
此
点
大
い
に
安
心
し
て
ゐ
る
次
第
な
の
で
す
。

此
事
を
早
く
申
上
ぐ
可
き
で
し
た
が
、
何
と
な
く
弁
明

す
る
の
が
面
倒
な
や
う
な
気
が
し
て
一
日
の
び
に
の
び

て
居
た
た
め
、
今
に
な
つ
て
は
お
断
り
す
る
の
が
甚
だ

御
迷
惑
を
か
け
る
や
う
に
な
り
相
で
す
が
、
ど
う
ぞ

此
事
よ
く
御
含
み
の
上
自
由
学
園
の
方
へ
よ
ろ
し
く

御
伝
へ
ね
が
ひ
上
げ
ま
す
。
其
上
今
月
は
い
ろ

い
ろ
の
都
合
に
て
時
間
も
多
く
無
之
、
又
最
近
前
歯

を
か
き
た
る
為
め
平
常
の
談
話
に
も
稍
不
自
由
を
感

じ
居
る
等
、
等
、
悪
料
材
［
以
上
二
字
入
替
え
］
多
々
の
次
第
に
候
。

甚
だ
勝
手
の
申
分
な
れ
ど
右
あ
し
か
ら
ず
御
賢

察
然
る
可
く
御
取
計
ひ
下
さ
る
や
う
幾
重
に
も

お
ね
が
ひ
い
た
し
ま
す
。
と
り
あ
ゑ
ず
御
返
事

の
み
と
り
い
そ
ぎ
て　
　
　
　

　
　
　

六
月
九
日　
　
　
　
　
　

高
村
光
太
郎
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石
井
鶴
三
様

　

封
筒
の
表
書
は
「
市
外
雑
司
谷
／
上
リ
屋
敷
／
自
由
学
園
に
て
／
石
井
鶴
三

様
」、
差
出
人
は
「
六
月
九
日
／
駒
込
林
町
二
十
五
／
高
村
光
太
郎
」、
消
印
は

「
駒
込
／
２·

６·

10
／
前
７
︲
８
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
葉

書
か
ら
三
ヶ
月
後
の
書
翰
で
あ
る
。
巻
頭
の
文
言
か
ら
、
鶴
三
の
依
頼
が
こ
の

六
月
の
時
点
で
も
は
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
重
ね
て
打
診
し
て
き

た
手
紙
へ
の
返
信
で
あ
る
と
わ
か
る
。
そ
し
て
続
く
本
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
依

頼
の
内
容
が
自
由
学
園
に
お
け
る
講
演
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
と
、
自
由
学
園
と
は
羽
仁
吉
一
と
も
と
子
の
夫
妻
に

よ
っ
て
、
大
正
十
年
に
設
立
さ
れ
た
学
校
で
あ
る
。
当
時
は
東
京
市
外
の
北
豊

島
郡
高
田
町
に
校
舎
を
構
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
も
と
づ
い
て
女
子
教
育

を
行
っ
て
い
た
。
共
学
化
や
移
転
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
東
久
留
米
市
に
て
存

続
し
て
い
る
が
、
創
立
当
初
の
校
舎
も
自
由
学
園
明
み
ょ
う
に
ち日
館
と
し
て
豊
島
区
に
現

存
す
る
。
な
お
、
宛
先
表
記
に
あ
る
上あ
が
り
や
し
き

屋
敷
と
は
近
隣
の
地
名
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
と
お
り
、
鶴
三
は
大
正
十
五
年
四
月
、
吉
田
白
嶺
と
と
も
に
こ
の

自
由
学
園
の
美
術
教
師
に
就
任
し
（
８
）
、
昭
和
十
二
年
ま
で
勤
め
て
い
る
。
右
に
紹

介
し
た
二
通
は
、
学
園
に
お
け
る
何
ら
か
の
企
画
の
た
め
、
鶴
三
が
光
太
郎
に

講
演
を
依
頼
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
事
な
の
で
あ
っ
た
。
鶴
三
は
お
な
じ
昭
和

二
年
の
六
月
二
十
三
日
、
旅
先
か
ら
妻
に
宛
て
た
葉
書
に
「
明
夜
自
由
学
園
の

連
中
が
音
楽
会
を
す
る
さ
う
だ　

私
に
も
講
演
を
す
る
や
う
に
番
組
が
つ
く
っ

て
あ
る
さ
う
だ
が
迷
惑
な
話
だ
」
と
記
し
て
い
て
（
９
）
、
彼
自
身
も
美
術
を
教
え
る

の
み
な
ら
ず
、
講
演
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
講
演
者

と
し
て
光
太
郎
が
選
ば
れ
た
経
緯
は
不
明
だ
が
、
彼
と
つ
な
が
り
の
あ
る
鶴
三

が
交
渉
に
あ
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
光
太
郎
は
、
一
度
は
こ
の
依
頼
を
引
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

先
の
葉
書
で
四
月
以
降
に
延
引
し
た
う
え
、
結
局
は
こ
の
手
紙
で
辞
退
を
申
入

れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
一
度
「「
大
調
和
」
主
催
の
講
演
会
」
に
出
席
し

て
み
た
も
の
の
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
た
め
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
大

調
和
」
と
は
、
武
者
小
路
実
篤
が
主
導
し
た
企
画
で
、
昭
和
二
年
四
月
に
雑
誌

『
大
調
和
』
を
創
刊
、
翌
三
年
十
月
の
終
刊
に
い
た
る
ま
で
、
旧
『
白
樺
』
同
人

を
中
心
に
創
作
や
論
説
を
多
数
掲
載
し
た
。
ま
た
、
昭
和
二
年
十
一
月
と
三
年

十
月
に
は
二
度
に
わ
た
っ
て
大
調
和
展
と
い
う
展
覧
会
を
開
催
、
光
太
郎
は
武

者
小
路
、
長
与
善
郎
、
柳
宗
悦
、
佐
藤
春
夫
、
志
賀
直
哉
ら
と
と
も
に
監
査
委

員
を
つ
と
め
た
ほ
か
、
自
身
も
い
く
つ
か
の
作
品
を
出
品
し
て
い
る
。

　

右
の
書
翰
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
講
演
会
」
と
は
、
昭
和
二
年
三
月
十
七
日
、

雑
誌
『
大
調
和
』
の
創
刊
を
記
念
し
て
読
売
新
聞
社
講
堂
で
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
十
九
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
は
、「「
大
調
和
」
創
刊
記
念
講
演
会
」
と
題

し
て
、
会
の
模
様
が
写
真
入
り
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

十
七
日
夜
本
社
講
堂
に
開
催
直
ち
に
満
員
の
盛
況
で
河
野
氏
が
先
頭
第

一
に
出
場
、
講
演
中
途
で
一
度
汗
を
ぬ
ぐ
ひ
に
楽
屋
に
入
る
な
ど
ゝ
い

ふ
場
面
が
あ
つ
て
そ
の
熱
誠
の
程
も
察
せ
ら
れ
る
、
次
い
で
珍
し
く
も

高
村
光
太
郎
氏
が
壇
上
に
立
つ
て
又
予
定
の
五
分
間
を
越
す
十
分
と
い

ふ
上
出
来
。
室
伏
氏
に
代
つ
て
千
家
元
麿
氏
の
詩
の
朗
読
が
あ
り
、
次
は

佐
藤
春
夫
氏
の
偽
ら
ざ
る
最
近
の
心
境
披
瀝
が
あ
り
最
後
に
武
者
小
路

氏
の
長
広
舌
「
人
類
と
個
人
」
と
が
あ
つ
て
九
時
半
閉
会
（
写
真
は
向
つ

て
右
か
ら
佐
藤
、
岸
田
、
河
野
、
武
者
小
路
の
諸
氏
）

　

こ
の
記
事
の
内
容
は
、
光
太
郎
が
書
翰
に
「
十
分
間
位
話
す
の
が
や
つ
と
の

事
に
て
」
と
書
い
て
い
る
の
に
符
合
す
る
。
彼
の
登
壇
に
つ
い
て
「
珍
し
く
も
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
太
郎
が
講
演
を
好
ま
な
か
っ
た
の
は
あ
る
程
度
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知
ら
れ
た
事
実
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
「
結
局
小
生
は
と
て
も
講
演
は
出

来
な
い
人
間
と
思
ひ
き
め
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
い
う
手
紙
の
文
言
が
、
は
た

し
て
本
当
の
実
感
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
断
り
の
文
句
で
あ
っ
た

の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
も
あ
れ
、
自
由
学
園
は
こ
の
辞
退
の
申

入
れ
を
承
諾
し
た
ら
し
く
、
そ
れ
に
対
す
る
礼
状
と
見
ら
れ
る
絵
葉
書
、
仮
番

号
［
高
１
―
１
８
８
］
が
寄
贈
資
料
中
に
確
認
で
き
る
。

一
寸
頭
を
な
ほ
す
為

に
三
国
峠
へ
い
つ
て

昨
晩
帰
宅
、
御
て
が
み
拝
見
、

貴
下
は
じ
め
、
学
校

の
皆
さ
ん
の
御
諒
解

を
忝
く
存
じ
ま

し
た
。
そ
の
う
ち

遊
び
に
参
上
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

高
村
光
太
郎

　
　
　
　

六
月
十
七
日

　

宛
先
は
お
な
じ
く
「
市
外
／
雑
司
ヶ
谷
／
上
リ
屋
敷
／
自
由
学
園
に
て
／
石

井
鶴
三
様
」
で
、
消
印
は
「
駒
込
／
２·

６·

18
／
前
７
︲
８
」
と
押
さ
れ
て

い
る
。
絵
葉
書
の
裏
は
三
国
峠
を
写
し
た
写
真
で
、「
上
州
法
師
温
泉
場
前　

三

国
嶺
の
遠
景
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
法
師
温
泉
は
、
群
馬
県
の
月
夜
野
と
新

潟
県
の
湯
沢
と
を
隔
て
る
三
国
峠
を
越
え
る
道
、
三
国
街
道
沿
い
に
涌
く
温
泉

で
あ
る
。
こ
の
時
、
光
太
郎
に
同
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
尾
崎
喜
八
は
、
後

年
に
な
っ
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

水
上
が
終
点
に
な
っ
て
い
た
上
越
線
を
後
閑
で
下
り
て
、
結
束
し
て
歩

き
出
し
た
爽
や
か
な
朝
の
三
国
街
道
。
高
村
さ
ん
と
初
め
て
す
る
山
の
旅

ら
し
い
旅
が
嬉
し
か
っ
た
。（
中
略
）途
中
を
ゆ
っ
く
り
楽
し
ん
で
日
の
暮

と
一
緒
に
着
い
た
法
師
の
湯
。
今
で
こ
そ
温
泉
好
き
や
山
好
き
に
広
く
知

ら
れ
て
い
る
名
で
は
あ
る
が
、
高
村
さ
ん
が
四
十
六
、
私
が
三
十
七
だ

っ
た
二
十
数
年
前
の
法
師
温
泉
な
る
も
の
は
、
上
州
も
特
に
辺
鄙
な
北

西
の
山
の
奥
、
三
国
山
脈
直
下
の
深
い
谷
あ
い
に
ひ
っ
そ
り
と
細
い
湯

け
む
り
を
上
げ
て
い
る
、
名
声
か
ら
も
時
代
か
ら
も
遠
く
取
り
残
さ
れ

た
存
在
だ
っ
た）
（1
（

。

　　
「
私
は
高
村
さ
ん
と
二
度
小
さ
な
旅
を
し
た
」と
述
べ
る
喜
八
は
、
と
も
に
法

師
温
泉
を
訪
れ
た
こ
の
旅
が
昭
和
四
年
の
こ
と
で
、
そ
の
翌
年
に
は
お
な
じ
法

師
温
泉
を
出
発
点
と
し
て
草
津
温
泉
ま
で
歩
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
お
そ
ら
く
「
戦
争
で
当
時
の
日
記
や
ノ
ー
ト
の
類
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
」、

彼
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
に
紹
介
し
た
三
通
の
書
信
が
出
さ
れ
た

昭
和
二
年
、
喜
八
は
『
詩
神
』
八
月
号
に
「『
所
有
の
歌
』
か
ら
（
高
村
光
太

郎
に
）」
と
題
し
た
一
篇
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
私
は
君
と
旅
を
し

た
。
／
六
月
、
栃
の
花
咲
く
岨そ
ば

道み
ち

を
ゆ
き
、
／
山
の
峠
で
展
望
し
、
／
新
緑
の

谷
間
の
温
泉
に
身
を
し
づ
め
た
。」と
あ
る
。
一
方
、
昭
和
四
年
六
月
二
十
日
の

『
都
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
奥
上
州
の
旅
か
ら
」（
一
）
に
は
、
奥
上
州
に
滞

在
中
だ
っ
た
光
太
郎
か
ら
の
「
ス
グ
コ
ラ
レ
ル
カ
」
と
い
う
電
報
に
接
し
、
東

京
を
出
立
し
た
む
ね
が
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
右
の
回
想
で
語
ら
れ
て
い

る
光
太
郎
と
連
れ
立
っ
て
法
師
温
泉
を
訪
れ
た
旅
が
昭
和
二
年
六
月
、
ま
た
単

独
で
上
州
へ
と
向
っ
て
旅
先
で
光
太
郎
と
合
流
し
た
の
が
昭
和
四
年
六
月
の
こ

と
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

六
月
十
七
日
の
日
付
を
持
つ
仮
番
号
［
高
１
―
１
８
８
］
の
絵
葉
書
は
、
光
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太
郎
が
こ
の
喜
八
と
の
旅
に
お
い
て
買
い
求
め
た
一
枚
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て

彼
の
講
演
は
実
現
す
る
こ
と
な
く
終
り
、
以
後
こ
の
件
に
つ
い
て
の
往
信
は
み

ら
れ
な
い
。
光
太
郎
は
晩
年
の
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
、
自
由
学
園
に
て
講
演

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
の）
（（
（

、
鶴
三
が
学
園
を
辞
し
て
か
ら
す
で
に
久
し
く
、

彼
が
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
し
て
、
寄

贈
資
料
中
に
含
ま
れ
る
こ
れ
以
外
の
光
太
郎
書
翰
は
い
ず
れ
も
、
戦
後
に
な
っ

て
彼
が
岩
手
県
花
巻
郊
外
の
山
小
屋
に
移
住
し
て
い
た
期
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

三

　

昭
和
二
十
年
十
月
、
光
太
郎
は
戦
火
を
避
け
て
疎
開
し
て
い
た
花
巻
を
離

れ
、
西
へ
十
キ
ロ
ほ
ど
行
っ
た
稗
貫
郡
太
田
村
字
山
口
の
小
屋
へ
と
移
り
住
ん

だ
。
爾
後
、
彼
は
昭
和
二
十
七
年
十
月
に
帰
京
す
る
ま
で
、
七
年
に
わ
た
っ
て

こ
の
山
小
屋
に
起
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
寄
贈
さ
れ
た
資
料
の
な
か
に
は
、
こ

の
期
間
に
鶴
三
に
宛
て
た
書
翰
が
六
通
確
認
さ
れ
て
お
り
、
戦
争
を
挟
ん
で
も

変
ら
ぬ
両
者
の
交
友
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
早
い
の
は
、
昭
和

二
十
三
年
（
推
定
）
六
月
二
日
に
送
ら
れ
た
次
の
手
紙
で
あ
る
。

お
て
が
み
昨
日
拝
受
、

笹
村
草
家
人
氏
か
ら
も
来
信
あ
り
ま
し
た
が

そ
の
二
通
の
う
ち
前
便
一
通
未
着
の
た
め
よ
く

分
り
ま
せ
ず
、
大
兄
の
お
て
が
み
の
趣
に
て
ほ
ゞ

分
明
い
た
し
ま
し
た
、
同
氏
か
ら
の
お
た
よ
り
に

は
六
月
中
旬
頃
大
兄
と
御
一
緒
に
お
い
で
に
な
り

た
き
や
う
認
め
て
あ
り
ま
し
た
、

大
兄
御
旅
行
の
途
次
お
立
寄
り
あ
る
か
も
知

れ
ぬ
趣
拝
承
、
遠
路
恐
縮
至
極
に
存
じ

ま
す
、
其
上
花
巻
よ
り
山
口
に
ま
ゐ
る
途
中
の

仮
橋
が
多
雨
の
時
は
屢
々
落
ち
て
交
通
杜
絶

に
な
り
ま
す
の
で
一
寸
気
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

御
手
が
み
拝
承
の
御
返
事
の
み　

と
り
あ
ゑ
ず
。

　
　
　
　

六
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
村
光
太
郎

石
井
鶴
三
様

　

仮
番
号
［
高
１
―
１
６
４
］
の
書
翰
で
あ
る
。
封
筒
表
の
宛
先
は
「
秋
田
県

大
曲
町
／
榊
田
憲
蔵
様
方
／
石
井
鶴
三
様
」
と
あ
り
、
そ
の
う
え
に
「
本
人
左

記
へ
出
立
後
ニ
ツ
キ
廻
送
願
上
候
／
秋
田
県
十
和
田
湖
畔
和
井
内
ホ
テ
ル
／
石

井
鶴
三
様
／
〈
印
記
〉
榊
田
」
と
記
さ
れ
た
紙
が
貼
附
さ
れ
て
い
る
。
消
印
は

「
□
□
／
□·

６·

２
／
岩
手
□
」
と
し
か
判
読
で
き
な
い
が
、
差
出
人
が
「
岩

手
県
稗
貫
郡
／
太
田
村
字
山
口
／
高
村
光
太
郎
／
六
月
二
日
」
と
な
っ
て
い
る

か
ら
、
光
太
郎
が
山
口
の
小
屋
に
移
住
し
て
い
た
期
間
の
手
紙
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
こ
の
間
、
鶴
三
が
大
曲
や
十
和
田
湖
を
訪
れ
た
記
録
を
探
す
と
、

彼
は
昭
和
二
十
三
年
の
五
月
十
二
日
に
東
京
を
出
発
し
、
し
ば
ら
く
秋
田
の
湯

沢
や
大
曲
に
滞
在
し
た
あ
と
、
青
森
、
十
和
田
湖
、
大
湯
温
泉
と
旅
し
て
い
る

か
ら
、
こ
の
旅
の
途
中
で
交
さ
れ
た
往
信
の
う
ち
の
一
通
と
考
え
ら
れ
る
。

　

旅
中
の
鶴
三
の
日
記
を
見
て
み
る
と
、
五
月
三
十
日
の
条
に
「
高
村
光
太
郎

氏
へ
手
紙
速
達
出
し
」
と
あ
り
、
六
月
一
日
に
は
「
榊
田
家
を
辞
し
」
て
、
六

日
に
「
和
井
内
に
着
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
右
の
書
牘
は
、
こ
の
鶴
三
か
ら

の
来
信
に
対
す
る
返
事
と
見
ら
れ
、
彼
の
出
立
後
に
こ
れ
を
受
取
っ
た
滞
留
先

の
榊
田
憲
蔵
が
、
お
そ
ら
く
は
旅
程
を
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
十
和
田
湖
畔

の
和
井
内
ホ
テ
ル
へ
と
転
送
し
た
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
笹
村
草
家
人
と
は
鶴
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三
に
師
事
し
た
彫
刻
家
で
、
五
月
二
十
二
日
付
で
和
田
光
子
に
宛
て
た
鶴
三

の
葉
書
に
「
笹
村
氏
の
方
へ
は
高
村
さ
ん
の
こ
と
な
ど
云
っ
て
や
り
ま
し
た
」

と
あ
り）
（1
（

、
ま
た
六
月
十
四
日
付
の
同
人
宛
書
翰
に
も
「
花
巻
に
一
九
日
に
出
て

草
家
人
等
と
お
ち
あ
い
高
村
さ
ん
を
訪
ね
る
筈
で
す
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と

か
ら）
（1
（

、
旅
中
に
手
紙
で
光
太
郎
訪
問
の
予
定
を
立
て
た
ら
し
い
。
両
者
が
そ
の

む
ね
を
光
太
郎
ヘ
と
書
送
っ
た
手
紙
の
う
ち
、
草
家
人
か
ら
の
第
一
便
は
届

か
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
鶴
三
の
書
音
に
よ
っ
て
意
は
伝
わ
り
、
二
人
は
六

月
二
十
日
、「
太
田
村
山
口
に
住
む
高
村
光
太
郎
氏
訪
う
」
と
訪
問
を
は
た
し
た

の
で
あ
っ
た）
（1
（

。

　

お
な
じ
昭
和
二
十
三
年
の
八
月
十
二
日
、
光
太
郎
は
鶴
三
に
次
の
よ
う
な

葉
書
を
送
っ
て
い
る
。

村
長
さ
ん
の
小
さ
な
娘
さ
ん
が
小
包

が
来
た
と
い
つ
て
背
中
へ
背
負
つ
て

持
つ
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
だ
開
封

し
ま
せ
ん
が
、
ク
ル
ミ
と
書
い
て
あ
る
の
で

き
つ
と
甲
州
の
山
の
ク
ル
ミ
と
思
ひ
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
ま
こ
と
に
す
み

ま
せ
ん
。
山
で
も
ク
ル
ミ
は
中
々
た
く
さ
ん

入
手
出
来
ま
せ
ん
の
に
。

今
年
は
貴
下
に
お
め
に
か
か
れ
た
の
が

何
よ
り
よ
ろ
こ
ば
し
か
つ
た
で
す
。
夏
は

苦
手
で
す
が
作
物
の
い
い
の
が
慰
め
で
す
。

　

仮
番
号
は
［
高
１
―
１
８
５
］、
宛
先
は
「
東
京
都
板
橋
区
／
板
橋
町
三
の

二
六
二
／
石
井
鶴
三
様
」、
差
出
人
は
「
岩
手
県
稗
貫
郡
／
太
田
村
山
口
／
高

村
光
太
郎
／
八
月
十
日
」
と
あ
り
、
消
印
は
乱
れ
て
い
る
も
の
の
、「
□
□
／

23·

８·

12
」と
読
め
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
続
信
と
思
わ
れ
る
の
が
仮
番
号［
高

１
―
１
８
４
］
の
葉
書
で
、
文
面
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

信
州
か
ら
の
お
た
よ
り
忝
く

い
た
だ
き
ま
し
た
。
村
長
さ
ん
の

娘
さ
ん
か
ら
小
包
を
う
け
と
つ
て
お
礼

を
書
い
た
ハ
ガ
キ
に
は
甲
州
の
山
の
ク
ル
ミ

か
と
思
つ
て
申
上
げ
ま
し
た
が
、
信
州

特
産
の
ク
ル
ミ
で
は
更
に
上
等
の

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
心
づ
く
し
が

身
に
し
み
る
思
で
す
。

暑
さ
は
今
が
峠
で
せ
う
。
畑
の
草

と
虫
と
に
負
け
さ
う
で
す
。
大
根
が

少
々
遅
れ
ま
し
た
。

　

宛
先
は
お
な
じ
く「
東
京
都
板
橋
区
／
板
橋
町
三
ノ
二
六
二
／
石
井
鶴
三
様
」

で
あ
り
、
差
出
人
も
同
様
に
「
岩
手
県
稗
貫
郡
／
太
田
村
山
口
／
高
村
光
太
郎

／
八
月
十
五
日
」
と
あ
る
。
消
印
は
「
□
□
／
23·

８·

□
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
読
す
れ
ば
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
通
は
鶴
三
が
光
太
郎
に
送
っ
た
胡

桃
の
礼
状
で
あ
る
。
前
者
の
葉
書
に
お
い
て
、
ま
だ
小
包
を
開
封
前
の
光
太
郎

が
「
甲
州
の
山
の
ク
ル
ミ
」
か
と
考
え
た
の
は
、
鶴
三
が
終
戦
の
こ
ろ
か
ら
山

梨
県
北
都
留
郡
棡
ゆ
ず
り
は
ら原
村
尾お

続づ
く

の
山
小
屋
に
時
お
り
出
か
け
、
畑
で
農
作
物
を
育

て
て
い
た
こ
と
を
聞
き
お
よ
ん
で
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
そ
れ
は
「
信

州
特
産
の
ク
ル
ミ
」
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
鶴
三
は
こ
の
直
前
、
七
月
三
十
一
日

よ
り
八
月
十
四
日
に
か
け
て
長
野
、
上
田
、
軽
井
沢
な
ど
を
旅
し
て
い
る
か
ら）
（1
（

、
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そ
の
旅
中
で
胡
桃
を
送
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
今
年
は
貴
下
に
お
め
に
か
か
れ

た
の
が
何
よ
り
よ
ろ
こ
ば
し
か
つ
た
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
山
中
に
独
居

す
る
な
か
で
友
の
訪
れ
や
便
り
を
喜
ぶ
、
光
太
郎
の
心
情
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
続
く
［
高
１
―
１
８
９
］
の
葉
書
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

お
た
よ
り
忝
く
拝
見
、

先
日
笹
村
氏
よ
り
い
ろ
い
ろ
の
食
糧

を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
、
貴
下
の
御
芳

志
の
由
申
送
ら
れ
、
感
謝
し
て
ゐ
た

と
こ
ろ
で
し
た
。
今
年
の
冬
は
ど
こ
も

あ
た
た
か
だ
つ
た
と
見
え
、
此
辺
で
も

雪
が
少
く
、
む
し
ろ
物
足
ら
ぬ
感
じ
が

し
て
ゐ
ま
し
た
。
今
蕗
の
薹
が
出

は
じ
め
、
野
ビ
ル
が
芽
を
出
し
て
き
ま

し
た
。
一
週
間
ほ
ど
前
か
ら
電
灯
が

つ
く
や
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
村
の

人
達
の
好
意
あ
る
尽
力
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　

宛
先
は
や
は
り「
東
京
都
板
橋
区
／
板
橋
町
三
ノ
二
六
二
／
石
井
鶴
三
様
」で
、

差
出
人
は
「
岩
手
県
花
巻
局
区
内
／
太
田
村
山
口
／
高
村
光
太
郎
／
二
月
廿
六

日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
消
印
は
「
□
□
／
□·

２·

27
」
と
し
か
読
め
な
い

が
、
光
太
郎
の
山
小
屋
に
電
灯
が
つ
い
た
の
は
昭
和
二
十
四
年
二
月
二
十
二
日

の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら）
（1
（

、
そ
の
直
後
に
書
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

れ
は
鶴
三
が
弟
子
の
草
家
人
に
指
示
し
、
光
太
郎
に
食
糧
を
送
ら
せ
た
の
に
対

す
る
礼
状
と
お
ぼ
し
い
が
、
お
な
じ
二
十
四
年
の
十
一
月
十
二
日
に
も
、
次
の

よ
う
な
葉
書
が
送
ら
れ
て
い
る
。

て
が
み
差
出
し
た
あ
と
へ
お
ハ
ガ
キ
到

着
、
ほ
ん
と
に
ク
ル
ミ
は
あ
り
が
た
く
存
じ

ま
し
た
、
信
州
の
は
た
し
か
に
良
質
の

や
う
で
、
飴
煮
に
し
た
り
、
す
り
［
一
字
不
明　

ミ
セ
ケ
チ
］
つ
ぶ
し
て

い
ろ
ん
な
も
の
を
あ
へ
た
り
、
生
の
ま
ま
嚙

つ
た
り
、
と
て
も
た
の
し
み
で
も
あ
り
、
か
ら
だ

に
も
い
い
で
せ
う
。
冬
に
な
つ
た
の
で
小
生

元
気
を
と
り
も
ど
し
ま
し
た
。

藤
村
木
像
は
期
待
さ
れ
ま
す
、
ま
だ

今
日
の
日
本
の
彫
刻
は
ゆ
た
か
に
十
分
に

発
育
し
て
ゐ
な
い
と
思
ひ
ま
す
の
で

今
後
こ
そ
た
の
し
み
で
す
。

　

仮
番
号
は
［
高
１
―
１
８
６
］、
宛
先
は
例
に
よ
っ
て
「
東
京
都
板
橋
区
／
板

橋
町
三
ノ
二
六
二
／
石
井
鶴
三
様
」、
差
出
人
は「
岩
手
県
花
巻
局
区
内
／
太
田

村
山
口
／
高
村
光
太
郎
／
十
一
月
十
二
日
」、
消
印
は
「
花
巻
／
24·

11·

13

／
岩
手
□
」と
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
も
昨
年
同
様
、
鶴
三
が
信
州
産
の
胡
桃
を

送
っ
た
の
に
対
す
る
礼
状
で
あ
る
。
文
中
に
見
え
る
「
藤
村
木
像
」
と
は
、
鶴

三
が
こ
の
年
の
八
月
か
ら
手
が
け
て
い
た
、
島
崎
藤
村
の
木
像
制
作
の
こ
と
で

あ
る
。
木
曾
教
育
会
の
支
援
に
よ
っ
て
、
藤
村
七
回
忌
の
八
月
二
十
二
日
に
入

刀
し
、
翌
二
十
五
年
に
完
成
し
た
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
村
光
太
郎
は
こ
の
こ
ろ
、
戦
時
中
に
発
表

し
た
作
品
の
戦
争
責
任
を
問
わ
れ
て
激
し
い
批
判
を
受
け
て
い
た
。
そ
う
し
た

情
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、
鶴
三
は
旅
の
途
中
で
光
太
郎
の
も
と
を
訪
れ
、
ま
た

決
し
て
豊
か
と
は
い
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
食
糧
を
し
ば
し
ば
送
っ
て
い
た
の
で
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あ
っ
た
。
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
戦
後
も
光
太
郎
に
寄
せ
て
い
た
、

変
ら
ぬ
好
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
寄
贈
資
料
中
に
確
認
さ
れ
た
光
太

郎
か
ら
の
最
後
の
書
翰
は
、［
高
１
―
１
８
３
］
の
仮
番
号
を
持
つ
次
の
一
通
で

あ
る
。

先
日
は
わ
ざ
わ
ざ
お
立
ち
寄
り
下
さ
つ
て

あ
り
が
た
く
存
じ
ま
し
た
、
当
別
温
泉

か
ら
の
お
ハ
ガ
キ
は
あ
れ
か
ら
二
三
日
後
に
到

着
し
ま
し
た
、

い
た
だ
い
た
ウ
グ
ヒ
は
甚
だ
結
構
に
て
珍

重
し
て
い
た
だ
い
て
ゐ
ま
す
、

今
度
の
仕
事
の
事
で
は
学
校
と
し
て
心
配

し
て
下
さ
つ
て
忝
く
存
じ
ま
す
、
う
ま
く

ア
ト
リ
エ
が
借
り
ら
れ
て
万
事
好
都
合
で

し
た
、

法
隆
寺
金
堂
の
雲
肘
木
な
ど
お
作
り
の
由
、

貴
下
の
外
に
こ
れ
を
作
り
得
る
人
は
な
か

ら
う
と
思
ひ
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
ま
し
た
、

　

光
太
郎
が
山
小
屋
を
去
る
直
前
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
十
九
日
の
手
紙
で
あ

る
。
宛
先
は「
東
京
都
板
橋
区
／
板
橋
町
三
ノ
二
六
二
／
石
井
鶴
三
様
」、
差
出

人
は
「
岩
手
県
花
巻
局
区
内
／
太
田
村
山
口
／
高
村
光
太
郎
／
七
月
十
九
日
」、

消
印
は
「
花
巻
／
27·

７·

21
」
で
あ
る
。

　

鶴
三
は
こ
の
こ
ろ
、
六
月
の
終
り
か
ら
北
海
道
の
釧
路
、
当
別
、
根
室
な
ど

を
旅
し
、
そ
の
帰
途
に
光
太
郎
の
も
と
へ
も
立
ち
寄
っ
た
。
光
太
郎
の
日
記
、

七
月
五
日
の
条
に
は
「
石
井
鶴
三
氏
北
海
道
の
か
へ
り
み
ち
立
よ
ら
れ
る
、
ア

ト
リ
エ
の
事
を
話
す
、
二
時
過
辞
去
、
十
和
田
湖
の
事
は
既
に
菊
地
一
雄
氏
よ

り
き
き
ゐ
た
る
由
」
と
あ
る）
（1
（

。
書
翰
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
当
別
温
泉
か
ら

の
お
ハ
ガ
キ
」
と
は
、
昭
和
二
十
三
年
の
時
と
同
様
に
訪
問
予
定
を
葉
書
で
知

ら
せ
た
も
の
の
、
鶴
三
自
身
の
到
着
よ
り
後
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
光
太
郎
は
こ
の
手
紙
を
書
い
た
翌
日
、
笹
村
草
家
人
へ
も
「
此
間
石
井
さ

ん
が
わ
ざ
わ
ざ
立
ち
寄
つ
て
下
さ
つ
て
、
久
し
ぶ
り
で
お
め
に
か
か
れ
て
愉
快

で
し
た
」
と
書
送
っ
て
い
る）
（1
（

。

　

ま
た
、
本
文
中
の
「
今
度
の
仕
事
」
と
は
、
日
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
こ
の
年
の
三
月
に
依
頼
を
受
け
、
六
月
に
十
和
田
湖
を
訪
れ
て
制
作
を
決

意
し
た
ば
か
り
の
「
乙
女
の
像
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
光
太
郎
は
こ
の
後
、

十
月
に
七
年
間
住
ん
だ
山
小
屋
を
出
て
帰
京
、
中
野
桃
園
町
四
十
八
番
地
の
ア

ト
リ
エ
に
入
っ
て
制
作
に
着
手
し
て
い
る
が
、
来
訪
し
た
鶴
三
に
「
ア
ト
リ
エ

の
こ
と
を
話
す
」
と
語
り
、
さ
ら
に
手
紙
で
も
「
借
り
ら
れ
て
万
事
好
都
合
で

し
た
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
ア
ト
リ
エ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
光
太
郎
の

日
記
か
ら
、
少
し
前
の
七
月
三
日
の
条
を
見
る
と
「
藤
島
宇
内
氏
来
訪
、
東
京

中
野
の
中
西
利
雄
氏
ア
ト
リ
エ
が
借
り
ら
れ
る
由
」
と
あ
り）
11
（

、
彼
は
来
訪
し
た

鶴
三
に
、
こ
の
趣
を
早
速
語
り
聞
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
取
り
か
か

っ
た
像
が
完
成
す
る
の
は
、
翌
二
十
八
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
手
紙
の
巻
末
に
「
法
隆
寺
金
堂
の
雲
肘
木
な
ど
お
作
り
の
由
」
と

あ
る
の
は
、
昭
和
二
十
四
年
一
月
に
焼
損
し
た
法
隆
寺
金
堂
の
再
建
の
た
め
、

鶴
三
が
引
受
け
た
雲
斗
お
よ
び
雲
肘
木
の
制
作
を
指
す
。
雲
斗
、
雲
肘
木
と
は
、

と
も
に
金
堂
の
軒
ま
わ
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
部
材
で
、
雲
形
の
彫
刻
が
施
さ

れ
て
い
る
た
め
こ
の
名
が
あ
る
。
ま
だ
東
京
芸
術
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た

鶴
三
は
、
東
京
と
奈
良
と
を
頻
繁
に
往
復
し
、
法
隆
寺
東
室
に
泊
り
込
ん
で
制

作
に
あ
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
多
忙
さ
の
な
か
で
、
十
一
月
七
日
に
は
ふ
た

た
び
笹
村
草
家
人
と
と
も
に
、
帰
京
し
た
光
太
郎
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る）
1（
（

。
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信
州
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
石
井
鶴
三
関
係
資
料
中
、
現
時
点
で
確
認
さ
れ
て

い
る
高
村
光
太
郎
の
書
翰
は
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
永
年
に
わ

た
っ
た
両
者
の
交
友
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
回
想
や
日
記
な
ど
の
断

片
的
な
記
述
で
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
彼
ら
の
往
来
の
実
態
を
、
鮮

や
か
に
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
仮
番
号
［
高
１
―
１
８
６
］
の

冒
頭
に
「
て
が
み
差
出
し
た
あ
と
へ
お
ハ
ガ
キ
到
着
」
と
あ
る
、
そ
の
「
て
が

み
」
の
存
在
が
い
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
光
太
郎
は
こ
れ
ら
の
ほ

か
に
も
、
か
な
り
の
数
の
書
信
を
鶴
三
に
送
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
ら
の
書
翰
に
は
芸
術
観
を
闘
わ
せ
た
り
、
作
品
を
批
評
し
あ
っ
た

り
し
た
形
跡
こ
そ
な
い
も
の
の
、
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
鶴
三
の
光
太

郎
評
価
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
彼
は
こ
の
親
し
い
先
輩
と
膝
を
交
え
て
話
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
や
啓
示
を
受
取
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
一
連
の
書
翰
は
、
両
者
の
関
係
を
あ
ら
た
め

て
捉
え
な
お
す
契
機
と
な
り
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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⑴	　

石
井
鶴
三
「
高
村
光
太
郎
氏
を
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も
う
」（『
婦
人
之
友
』
昭
和
三
十
一
年
六
月
）

百
三
十
七
〜
百
三
十
八
頁
。

⑵	　

石
井
鶴
三
「
彫
刻
家
と
し
て
の
高
村
光
太
郎
」（『
芸
術
新
潮
』
昭
和
二
十
八
年
三
月
）

五
十
四
頁
。

⑶	　

石
井
鶴
三
「
彫
刻
家
と
し
て
の
高
村
光
太
郎
」（
前
掲
）
五
十
五
頁
。

⑷　

石
井
鶴
三
「
彫
刻
の
先
覚
高
村
光
太
郎
」（『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
月
報
十
五
、
筑
摩

書
房
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
）
一
頁
。

⑸　

石
井
鶴
三
「
彫
刻
家
と
し
て
の
高
村
光
太
郎
」（
前
掲
）
五
十
五
頁
。

⑹　

東
京
芸
術
大
学
石
井
教
授
研
究
室
編
『
彫
刻
家　

荻
原
碌
山
』（
信
濃
教
育
会
、
昭
和

二
十
九
年
十
二
月
）。

⑺　

石
井
鶴
三
「
彫
刻
家
と
し
て
の
高
村
光
太
郎
」（
前
掲
）
五
十
七
頁
。

⑻　
『
石
井
鶴
三
日
記
』
第
一
巻
（
形
文
社
、
平
成
十
七
年
三
月
）
四
百
十
七
頁
。

⑼　

石
井
鶴
三
「
石
井
美
佐
宛
葉
書
」
昭
和
二
年
六
月
二
十
三
日
（『
石
井
鶴
三
書
簡
集
』
Ⅱ
、

形
文
社
、
平
成
九
年
十
二
月
）
二
百
七
十
七
頁
。

⑽　

尾
崎
喜
八
「
高
村
さ
ん
と
の
旅
」（『
尾
崎
喜
八
詩
文
集
』
9
、
創
文
社
、
昭
和
四
十
七

年
六
月
）
二
百
五
十
三
〜
二
百
五
十
四
頁
。

⑾　

高
村
光
太
郎
「
日
記
」
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
三

巻
、
筑
摩
書
房
、
平
成
七
年
十
月
増
補
版
）
百
五
十
七
頁
。

⑿　
『
石
井
鶴
三
日
記
』
第
三
巻
（
形
文
社
、
平
成
十
七
年
三
月
）
百
四
十
三
〜
百
四
十
五
頁
。

⒀　

石
井
鶴
三
「
和
田
光
子
宛
葉
書
」
昭
和
二
十
三
年
五
月
二
十
二
日
（『
石
井
鶴
三
全
集
』

第
九
巻
、
形
象
社
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
）
百
五
十
八
頁
。

⒁　

石
井
鶴
三
「
和
田
光
子
宛
書
翰
」
昭
和
二
十
三
年
六
月
十
四
日
（『
石
井
鶴
三
全
集
』
第

九
巻
、
前
掲
）
百
六
十
五
頁
。

⒂　
『
石
井
鶴
三
日
記
』
第
三
巻
（
前
掲
）、
百
四
十
八
頁
。
な
お
、
高
村
光
太
郎
も
こ
の
時

の
訪
問
の
こ
と
を
、
六
月
二
十
六
日
付
の
椛
澤
ふ
み
子
宛
書
翰
で
「
石
井
鶴
三
氏
一
行
も

旅
行
の
途
次
立
寄
ら
れ
ま
し
た
」
と
報
じ
て
い
る
（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
二
十
一
巻
、

筑
摩
書
房
、
平
成
八
年
十
一
月
、
四
百
十
九
〜
四
百
二
十
頁
）。

⒃　
『
石
井
鶴
三
日
記
』
第
三
巻
（
前
掲
）
百
五
十
三
〜
百
五
十
四
頁
。

⒄　

北
川
太
一
『
人
物
書
誌
大
系
』
８
高
村
光
太
郎
（
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
昭
和
五
十
九

年
五
月
）
二
百
七
十
九
頁
。

⒅　

高
村
光
太
郎
「
日
記
」
昭
和
二
十
七
年
七
月
五
日
（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、

前
掲
）
百
二
十
七
頁
。

⒆　

高
村
光
太
郎
「
笹
村
草
家
人
宛
葉
書
」
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
日
（『
高
村
光
太
郎

全
集
』
第
二
十
一
巻
、
前
掲
）
五
百
九
頁
。

⒇　

高
村
光
太
郎
「
日
記
」
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
日
（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、

前
掲
）
百
二
十
六
頁
。

�　

高
村
光
太
郎
「
日
記
」
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
七
日
（『
高
村
光
太
郎
全
集
』
第
十
三

巻
、
前
掲
）
百
五
十
四
頁
、『
石
井
鶴
三
日
記
』
第
三
巻
（
前
掲
）
三
百
四
十
頁
。


