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史
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│
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│
│
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彦

姣

序

昭
和
二
十
七
年
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
た
め
に
闘
病
中
で
あ
っ
た
高
見
順
は
、
雑
誌
「
文
學
界
」
編
集
部
の
依
頼
を
受
け
、『
昭
和
文
学
盛

衰
史
』（
以
下
『
盛
衰
史
』）
と
い
う
題
名
で
、
彼
の
「
見
て
き
た
そ
し
て
歩
ん
で
き
た
昭
和
文
学
の
思
い
出
」（「
あ
と
が
き
」『
昭
和
文
學
盛

衰
史

一
』
文
藝
春
秋
新
社
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
）
を
同
誌
に
連
載
し
は
じ
め
た
。
二
年
間
の
休
載
を
挟
ん
だ
長
い
連
載
は
昭
和
三
十
二
年

の
末
に
終
了
し
、
そ
の
翌
年
に
文
藝
春
秋
新
社
よ
り
上
下
巻
の
単
行
本
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
野
口
冨
士
男
が
『
感
触
的
昭
和
文
壇

史
』（
文
藝
春
秋
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
）
の
「
あ
と
が
き
」
の
冒
頭
で
平
野
謙
の
『
昭
和
文
学
史
』
と
並
ん
で
本
書
が
「
す
で
に
古
典
と
し

て
定
着
し
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
膨
大
な
資
料
に
基
づ
き
、「
大
正
文
壇
の
い
わ
ば
最
後
を
飾
」
っ
た
田
山
花
袋
・
徳
田

秋
声
の
生
誕
五
十
年
祝
賀
会
で
の
葛
西
善
蔵
の
体
験
か
ら
、
高
見
順
が
陸
軍
報
道
班
員
と
し
て
徴
用
さ
れ
ビ
ル
マ
に
派
遣
さ
れ
た
昭
和
十

六
年
ま
で
の
戦
前
昭
和
文
壇
に
お
け
る
様
々
な
動
向
を
振
り
返
っ
た
『
盛
衰
史
』
は
、
そ
の
史
料
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
文
壇
に
お
け
る
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出
来
事
を
羅
列
す
る
い
わ
ゆ
る
文
学
史
と
一
線
を
画
す
る
記
述
法
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
高
見
順
自
身
は
、
本
書
に
お
け
る

全
体
的
な
ス
タ
ン
ス
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

片
岡
鉄
兵
氏
の
言
つ
た
「
不
断
の
歯
痛
」
そ
れ
を
昭
和
文
学
に
最
初
か
ら
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
最
初
に
書
い
て
お
き
な
が
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
筆
を
費
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
私
が
こ
れ
を
書
き
始
め
る
前
後
か
ら
漸
く
現
わ
れ
出
し
た
昭
和
文
学
研
究
に
は
総
じ
て
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
や
そ
の
傾
向
の
も
の
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
そ
の
方
の
一
層
詳
し
い
研
究
が
出
る
と
思
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
し
て
詳
し
い
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
に
対
し
て
は
何
か
軽
視
的
な
の
で
、
む
し
ろ
こ
の
方
を
書
く
こ
と

に
し
た
。（「
あ
と
が
き
」『
昭
和
文
學
盛
衰
史

一
』
文
藝
春
秋
新
社
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
）

つ
ま
り
、
激
動
の
昭
和
期
を
代
表
す
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
よ
り
も
、
彼
は
そ
の
裏
面
に
あ
っ
た
「
芸
術
派
」
に
重
点
を
置
こ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
筆
を
費
し
て
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
第
五
章

の
「
分
裂
時
代
」
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
文
学
に
お
け
る
対
立
が
既
に
話
題
に
上
っ
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
全
体
の
キ
ー
ワ

ー
ド
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
野
謙
が

「「
政
治
と
文
学
」
の
問
題
が
昭
和
文
学
を
つ
ら
ぬ
く
最
大
の
課
題
」（『
昭
和
文
学
史
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
）
と
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
昭
和
文
学
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
避
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
位
置
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
の

み
で
な
く
、
作
者
高
見
順
自
身
の
体
験
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
高
時
代
に
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
心
酔
し
て
い
た
高
見
順
は
、
大
学

に
入
学
し
て
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
傾
倒
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
ナ
ル
プ
の
城
南
地
区
の
キ
ャ
ッ
プ
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
翌
年
に
二
・
四
事
件
が
勃
発
し
、
共
産
主
義
勢
力
へ
の
弾
圧
が
厳
し
く
な
り
、
高
見
自
身
も
治
安
維
持
法
違
反
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
、

約
三
ヶ
月
の
留
置
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
出
獄
し
た
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
転
向
作
家
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
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に
、
高
見
順
自
身
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
拘
留
中
、
彼

は
「
小
林
多
喜
二
を
殺
し
た
の
は
俺
だ
と
自
ら
豪
語
し
」（「
自
叙
伝
」「
文
学
」
昭
和
二
十
七
年
六
月
）
た
特
高
刑
事
か
ら
「
徹
底
的
な
拷

問
」
を
受
け
、「
転
向
手
記
」
を
書
か
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
妻
・
愛
子
に
も
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た

出
世
作
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』（「
日
暦
」
昭
和
十
年
二
〜
五
、
七
月
、「
人
民
文
庫
」
昭
和
十
一
年
三
〜
五
、
七
〜
九
月
）
が
か
つ
て
左
翼
運
動
に

献
身
し
た
学
生
た
ち
が
退
廃
し
て
い
く
有
様
を
描
い
た
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
昭
和
八
年
の
出
来
事
は
彼
の
実
生
活
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
同
時
に
、
彼
の
文
学
に
お
け
る
新
た
な
出
発
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
盛
衰
史
』
を
読

み
返
せ
ば
、
高
見
順
が
第
十
三
章
「
死
と
復
活
」
の
中
で
「
昭
和
八
年
と
い
う
年
は
興
味
あ
る
年
だ
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の

年
の
出
来
事
と
し
て
佐
左
木
俊
郎
や
宮
沢
賢
治
、
小
林
多
喜
二
の
死
、
宇
野
浩
二
の
再
起
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
自
身
を
襲
っ
た
入
獄

事
件
は
そ
の
中
で
直
接
に
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、『
盛
衰
史
』
は
高
見
順
の
自
伝
で
は
な
い

が
、
文
学
者
達
と
の
さ
さ
や
か
な
会
話
か
ら
徴
用
作
家
に
な
っ
た
経
緯
ま
で
、
回
想
対
象
に
応
じ
て
自
身
と
の
関
わ
り
を
語
っ
て
き
た
と

こ
ろ
を
見
れ
ば
、
こ
の
昭
和
八
年
の
出
来
事
の
欠
落
は
不
自
然
で
あ
り
、
作
者
の
恣
意
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の

沈
黙
か
ら
、
高
見
順
が
入
獄
事
件
に
よ
っ
て
受
け
た
衝
撃
と
そ
の
余
波
が
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
本
書
に
お
い
て
、
ほ
か
に
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
回
想
記
で
あ
る
以
上
、『
盛
衰
史
』
に
お
け
る
回

想
対
象
の
選
別
と
そ
の
記
述
は
必
ず
し
も
客
観
的
視
点
に
よ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
高
見
順
が
「
芸
術
派
」
へ
の
重
視
を
明
言
し
て
い

る
よ
う
に
、
文
脈
の
偏
り
は
作
者
自
身
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
う
い
っ
た
記
述
上
の

「
偏
り
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
彼
の
文
学
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
分
析
し
、『
盛
衰
史
』
を
通
し
て
高
見
順
が
伝
え

よ
う
と
し
た
も
の
を
解
明
し
た
い
。
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一
、「
時
局
」
対
「
芸
術
」
の
構
図

『
盛
衰
史
』
の
第
二
十
三
章
に
お
い
て
、
高
見
順
は
タ
イ
ト
ル
「
芥
川
賞
海
を
渡
る
」
が
示
し
て
い
る
出
来
事
│
│
多
田
裕
計
の
小
説

『
長
江
デ
ル
タ
』（「
大
陸
往
来
」
第
二
巻
第
三
号
、
昭
和
十
六
年
二
月
）
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
経
緯
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
る
。
第
十
三

回
芥
川
賞
・
直
木
賞
決
定
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、
日
中
戦
争
の
真
っ
最
中
で
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
の
直
前
で
も
あ
っ
た
昭
和
十
六

年
七
月
で
あ
る
。
国
内
外
情
勢
の
緊
迫
化
が
文
壇
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
最
終
委
員
会
の
速
記
録
に
「
時
局
的
」
と
い
う
言
葉

が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
高
見
順
が
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
上
海
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
「
大
陸
往
來
」
に
掲

載
さ
れ
、
占
領
地
に
お
け
る
日
中
青
年
の
交
流
と
そ
れ
ぞ
れ
の
葛
藤
を
描
い
た
『
長
江
デ
ル
タ
』
と
、
雑
誌
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ

れ
、
地
方
の
閉
鎖
的
な
部
落
に
生
き
る
少
年
の
短
く
悲
惨
な
一
生
を
描
い
た
『
山
彦
』（
相
野
田
敏
之
、「
三
田
文
学
」
第
十
六
巻
第
五
号
、
昭

和
十
六
年
五
月
）
の
間
の
競
争
は
、
そ
の
ま
ま
当
時
の
文
壇
に
お
け
る
「
時
局
的
」
と
「
芸
術
的
」
要
素
の
角
力
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
時
局
的
に
い
え
ば
『
長
江
デ
ル
タ
』、
芸
術
的
に
い
え
ば
『
山
彦
』」（
宇
野
浩
二
評
）
と
い
う
共
通
認
識
が
審
査
員
の
間
に
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
授
賞
さ
れ
た
の
は
、
横
光
利
一
以
外
の
審
査
員
が
「
文
学
的
精
神
」
の
低
さ
で
渋
っ
て
い
た
『
長
江
デ
ル
タ
』
で

あ
る
。
つ
ま
り
、『
長
江
デ
ル
タ
』
の
受
賞
は
、
少
な
く
と
も
審
査
員
た
ち
の
意
志
に
お
い
て
は
、
芸
術
的
要
素
に
対
す
る
時
局
的
要
素

の
勝
利
と
言
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
賞
は
創
設
さ
れ
て
以
来
、「
純
文
学
の
新
人
賞
」
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
。
芸
術
性
を

第
一
義
と
す
る
は
ず
の
芥
川
賞
に
時
局
性
に
よ
っ
て
勝
ち
取
る
作
品
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
一
種
の
異
常
事
態
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
時
局
性
が
あ
る
と
い
う
一
点
だ
け
で
、
果
し
て
『
長
江
デ
ル
タ
』
は
半
数
以
上
の
票
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
疑
問
は
浮
か
ば
な
く
も
な
い
。
ま
た
、「
文
藝
春
秋
」
に
掲
載
さ
れ
た
速
記
録
の
全
文
を
読
め
ば
、
問
題
は
そ
こ
ま
で
単
純

で
な
い
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
ま
ず
、『
長
江
デ
ル
タ
』
の
問
題
系
は
、
室
生
犀
星
と
横
光
利
一
の
以
下
の
よ
う
な
会
話
に
集
約
さ

高
見
順
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昭
和
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学
盛
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史
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に
お
け
る
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術
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れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

室
生

僕
等
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
中
の
人
間
が
も
り
も
り
生
き
て
来
な
い
と
賛
成
で
き
な
い
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
の
で
…
…
。

横
光

こ
う
い
う
未
知
の
大
問
題
を
提
出
し
た
と
い
う
点
で
も
良
い
。
こ
ん
な
所
を
芸
術
的
に
書
こ
う
と
思
う
の
は
考
え
も
の
だ
。

（「
芥
川
龍
之
介
賞

直
木
三
十
五
賞
委
員
会
記
」「
文
藝
春
秋
」
昭
和
十
六
年
九
月
号
）

こ
の
会
話
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、『
長
江
デ
ル
タ
』
に
関
し
て
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
意
見
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
論
点
か
ら
発

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
芸
術
的
に
書
こ
う
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
意
志
が
作
者
側
に
あ
っ
て
も
結
果
的
に
書
け
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
長
江
デ
ル
タ
』
を
最
も
推
し
て
い
た
横
光
で
さ
え
も
、「
下
手
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
は
僕
に
も
文
句
は
あ
」
る
と
言
い
、
作
品
を
芸
術
性
の
面
か
ら
評
価
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「
こ
れ
で
な
け
れ

ば
支
那
は
ど
う
し
た
っ
て
動
か
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
治
的
な
狙
い
を
し
き
り
に
強
調
し
て
い
た
。
無
論
、「
も
り
も
り
生
き
て
来
」

る
人
間
を
求
め
る
反
対
派
に
、
こ
の
よ
う
な
論
点
の
ず
れ
た
説
得
は
無
効
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
反
対
か
ら
賛
成
に
転
じ
た
審
査
員
は
一

人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、『
山
彦
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、『
山
彦
』
は
芸
術
性
の
面
で
評
価
で
き
る
作
品
と
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

『
長
江
デ
ル
タ
』
と
比
較
さ
れ
た
際
の
は
な
し
で
あ
り
、
高
見
順
が
引
用
し
た
「
文
章
な
ど
未
熟
だ
し
、
終
り
悪
し
」
と
い
う
川
端
康
成

の
電
報
内
容
以
外
に
も
、「
ま
だ
危
な
い
所
が
あ
る
」（
宇
野
浩
二
評
）、「
人
に
よ
っ
て
は
、「
山
彦
」
は
あ
あ
い
う
気
違
い
の
世
界
を
幾
ら

う
ま
く
書
い
て
も
そ
れ
が
何
だ
と
言
う
だ
ろ
う
」（
佐
佐
木
茂
索
評
）
な
ど
の
否
定
的
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
自
体
は
必

ず
し
も
傑
作
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
と
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
『
山
彦
』
に
関
す
る
評
価
も
、
結
果
的
に
『
長
江
デ

ル
タ
』
の
受
賞
に
加
担
し
た
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、『
山
彦
』
は
芸
術
性
の
面
に
お
い
て
も
絶
対
的
な
優
勢
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
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は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、『
長
江
デ
ル
タ
』
の
受
賞
は
総
合
的
な
判
断
で
あ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な

文
脈
は
、
し
か
し
、
高
見
順
の
記
述
に
お
い
て
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、『
盛
衰
史
』
に
お

い
て
は
、『
長
江
デ
ル
タ
』
の
受
賞
は
あ
く
ま
で
も
時
局
性
の
勝
利
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、
高
見
順

は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
逆
転
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

『
長
江
デ
ル
タ
』
は
時
局
的
と
い
う
こ
と
で
授
賞
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
問
題
意
識
の
作
品
で
、
決
し
て
単
な
る
時
局
便
乗
的
な
作
品
で
は
な
い
。

重
慶
に
走
ら
な
い
で
「
和
平
救
国
」
を
考
え
る
中
国
青
年
の
現
実
に
存
在
す
る
姿
を
、
作
者
な
り
に
ま
じ
め
に
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
高
見
順
の
中
で
は
、『
長
江
デ
ル
タ
』
は
「
中
国
青
年
」
の
人
間
像
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
こ
と
に
お
い
て
評
価
で
き
る
作
品

に
な
る
。
当
時
の
審
査
員
の
間
の
や
り
と
り
を
振
り
返
っ
た
直
後
に
、
敢
え
て
芸
術
的
な
観
点
か
ら
『
長
江
デ
ル
タ
』
に
対
し
て
肯
定
的

な
評
価
を
下
し
た
と
い
う
高
見
順
の
狙
い
は
何
だ
ろ
う
か
。
時
局
性
や
問
題
性
な
ど
様
々
な
評
価
基
準
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
決

し
て
無
効
で
は
な
い
が
、
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
、
最
終
的
に
は
作
品
の
「
芸
術
性
」
で
勝
負
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

彼
は
こ
の
文
脈
を
用
い
て
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
彼
は
こ
の
事
例
を
通
し
て
、『
長
江
デ
ル
タ
』
と
い
う

小
説
自
体
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
時
局
性
を
第
一
義
と
し
た
審
査
員
の
ス
タ
ン
ス
を
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
評
価
の
ス
タ
ン
ス
は
、
果
し
て
『
長
江
デ
ル
タ
』
に
限
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
後
に
あ
る
理
論
的
な
も

の
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
第
二
十
三
章
の
前
半
に
言
及
さ
れ
た
南
洋
旅
行
の
一
件
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

二
、「
文
学
非
力
説
」
の
真
意

改
め
て
高
見
順
の
南
洋
紀
行
と
、
そ
れ
を
引
き
金
に
勃
発
し
た
「
文
学
非
力
説
」
論
争
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。「
芥
川
賞
海

高
見
順
『
昭
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史
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を
渡
る
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
十
六
年
一
月
、
高
見
順
は
画
家
三
雲
祥
之
助
の
誘
い
を
受
け
ジ
ャ
ワ
に
旅
立
っ
た
。
こ
の

約
半
年
間
に
わ
た
る
南
洋
の
旅
を
決
行
し
た
理
由
と
し
て
、
高
見
順
は
『
盛
衰
史
』
の
中
で
、「
バ
リ
ー
島
の
踊
り
の
素
晴
ら
し
さ
」
へ

の
興
味
と
「
昭
和
十
五
年
の
後
半
の
息
苦
し
い
空
気
」
か
ら
の
逃
避
を
挙
げ
て
い
る
が
、
当
時
に
書
か
れ
た
日
記
に
よ
れ
ば
、「
灰
色
」

（「
船
中
日
記
」『
蘭
印
の
印
象
』
改
造
社
、
昭
和
十
六
年
九
月
）
の
日
本
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
願
望
ゆ
え
の
「
鮮
や
か
な
色
彩
」
を
持
つ

南
洋
へ
の
憧
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
「
文
学
の
新
し
い
面
」
が
切
り
拓
け
る
こ
と
へ
の
期
待
感
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
文
脈

が
少
し
異
な
る
が
、
と
に
か
く
、
彼
が
時
局
の
面
に
せ
よ
文
学
の
面
に
せ
よ
、
こ
の
南
洋
紀
行
に
一
種
の
気
分
転
換
を
求
め
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
南
洋
が
彼
に
与
え
た
の
は
予
想
外
の
衝
撃
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
帰
国
の
直
後
に
発
表
さ
れ
た
『
文

学
の
儚
さ
』（「
都
新
聞
」
昭
和
十
六
年
五
月
二
十
七
日
〜
二
十
九
日
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
か
ら
読
み
取
れ
る
。

│
│
ま
こ
と
に
索
莫
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
何
か
心
が
ペ
カ
ペ
カ
に
乾
き
、
荒
れ
果
て
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
筈
で
は
な
か
つ
た
。
す
つ
か
り
期
待
は
づ

れ
で
、
│
│
ジ
ャ
ワ
へ
行
く
前
は
、
南
洋
の
持
つ
て
ゐ
る
（
と
想
像
し
た
）
健
康
的
な
も
の
で
心
は
み
づ
み
づ
し
く
す
こ
や
か
に
し
た
い
と
意
気
込

ん
で
ゐ
た
。
そ
れ
だ
け
、
私
の
、
南
洋
と
い
ふ
も
の
に
対
す
る
認
識
が
、
貧
し
く
甘
ち
や
ん
で
、
空
想
的
で
あ
つ
た
と
も
い
へ
る
が
。

こ
の
「
索
莫
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
高
見
順
は
和
蘭
の
植
民
地
に
な
っ
た
ジ
ャ
ワ
に
「
生
活
の
な
か
に
生
き
て
ゐ
る
文
化
」
が
な
く
、

た
だ
「
古
い
文
化
的
産
物
」
が
「
切
断
さ
れ
た
過
去
」
の
「
遺
物
」
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
植
民
地
の
悲
惨
な

現
状
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
彼
は
文
化
の
儚
さ
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
痛
烈
」
な
実
感
は
、
彼
に
お
け
る
「
文
学
非
力
説
」

の
原
点
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
非
力
」
な
文
学
と
い
う
出
発
点
か
ら
、
彼
は
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
文
学
非
力
説
』（「
新
潮
」
昭

和
十
六
年
六
月
）
な
ど
の
一
連
の
エ
ッ
セ
イ
に
共
通
す
る
論
点
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
観
点
を
提
示
し
て
い
る
。
一
つ
目
は

「
文
化
を
守
る
た
め
に
は
文
化
の
土
台
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
、
国
家
の
独
立
の
重
要
性
を
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
二
つ
目
は

高
見
順
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史
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「
文
学
は
所
詮
な
ん
か
の
足
し
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
一
見
悲
観
的
な
見
方
で
あ
る
。『
盛
衰
史
』
の
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
高
見
順
は
二
つ
目
の
観
点
を
用
い
て
、
当
時
日
本
国
内
に
氾
濫
し
て
い
る
「
景
気
の
い
い
文
学
強
力
論
」
に
疑
問
を
投
げ
か
け

た
の
で
あ
る
。

非
力
だ
か
ら
、
文
学
に
よ
つ
て
国
に
尽
す
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
や
め
た
方
が
い
い
、
│
│
と
そ
ん
な
こ
と
を
言
は
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
だ

が
、
文
学
が
国
に
尽
せ
る
力
と
い
ふ
の
を
、
さ
う
強
力
な
実
際
的
な
も
の
と
自
ら
買
ひ
被
る
の
は
や
め
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
う
言
ひ
た

い
。景

気
の
い
い
文
学
強
力
論
は
、
国
へ
の
奉
公
を
旗
印
に
し
て
は
ゐ
る
が
、
か
へ
つ
て
奇
怪
な
文
学
至
上
主
義
に
陥
る
虞
れ
が
あ
る
や
う
に
思
へ
る

が
、
ど
う
だ
ら
う
。

川
上
勉
氏
が
こ
の
よ
う
な
「
あ
ま
り
に
も
政
治
主
義
的
、
戦
争
賛
美
的
に
な
っ
て
い
る
日
本
の
文
学
の
実
状
を
批
判
」（『
高
見
順

昭

和
の
時
代
の
精
神
』
萌
書
房
、
平
成
二
十
三
年
八
月
）
す
る
と
い
う
高
見
順
の
姿
勢
に
対
し
て
、「
昭
和
十
六
年
の
半
ば
、
言
論
の
総
動
員
体

制
が
強
ま
る
な
か
で
、
そ
れ
は
精
一
杯
の
文
学
者
と
し
て
の
抵
抗
と
言
え
な
く
も
な
い
」
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
少
の
譲
歩
を
見

せ
な
が
ら
も
、
高
見
順
に
お
け
る
「
文
学
強
力
論
」
へ
の
反
論
は
文
章
の
中
で
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

『
文
学
の
儚
さ
』
の
掲
載
の
翌
月
に
、
高
見
順
は
「
文
学
非
力
説
」
に
関
す
る
主
張
を
よ
り
明
確
に
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
雑
誌

「
新
潮
」
に
前
掲
の
エ
ッ
セ
イ
『
文
学
非
力
説
』⑴
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
、
彼
は
新
た
に
「
生
活
」
と
い
う
表
現
に
対
し
、
長
谷
健
が

『
作
家
生
活
の
反
省
』（「
文
藝
春
秋
」
昭
和
十
六
年
六
月
）
の
中
に
示
し
て
い
る
「
新
し
い
国
民
文
学
は
、
か
く
し
て
、
も
っ
と
も
よ
き
生
活

を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
も
っ
と
も
健
康
な
職
場
の
文
学
者
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
主
張
を
批
判
す
る
形
と
し
て
、「
景
気
の
い

い
文
学
強
力
論
」
に
遍
在
す
る
「
現
実
生
活
」
と
「
文
筆
生
活
」
の
混
同
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
文
学
の
儚
さ
』
の
な
か
で
も

高
見
順
『
昭
和
文
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盛
衰
史
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っ
と
も
強
気
な
抵
抗
を
示
し
た
部
分
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

国
民
を
蹶
起
さ
せ
る
よ
う
な
文
学
を
、
私
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
い
ま
ま
で
無
か
っ
た
こ
と
は
い
け
な
い
と
思

っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
の
だ
け
が
大
事
だ
と
呶
鳴
っ
て
、
非
力
な
文
学
な
ら
で
は
為
し
得
な
い
仕
事
を
、
こ
れ
は
下
ら
ん
と
蹴
飛
ば
す
こ
と

を
、
果
し
て
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
か
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
国
民
を
蹶
起
さ
せ
る
こ
と
は
文
学
で
な
く
て
も
で
き
る
し
、
実
際
の
と
こ
ろ

文
学
に
そ
う
し
た
実
際
的
な
強
力
さ
が
あ
る
か
ど
う
か
、
│
│
無
い
と
は
言
え
な
い
が
、
大
い
に
あ
る
と
も
言
え
ず
、
そ
こ
は
疑
問
に
と
ど
め
て
お

く
け
れ
ど
、
│
│
と
に
か
く
文
学
者
が
そ
う
い
う
こ
と
を
一
手
で
ひ
き
う
け
る
み
た
い
な
こ
と
を
言
う
の
は
危
険
だ
し
、
そ
し
て
文
学
者
が
国
に
つ

く
す
と
い
う
こ
と
は
何
も
国
民
を
蹶
起
さ
せ
る
文
学
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
、
す
ぐ
、
な
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
批
判
の
ス
タ
ン
ス
は
、
核
心
的
な
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
恐
ら
く
『
文
学
の
儚
さ
』
と
大
差
が
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
否

定
形
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
面
は
、
い
さ
さ
か
歯
切
れ
の
悪
い
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
一
ヶ
月
の
時
間
は
高
見
順
に
冷

静
さ
を
取
り
戻
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
論
争
を
避
け
る
た
め
に
、
彼
が
慎
重
に
言
葉
を
選
ん
だ
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

た
だ
し
、『
文
学
非
力
説
』
の
内
容
を
『
文
学
の
儚
さ
』
か
ら
の
単
な
る
後
退
と
見
る
の
も
安
易
と
思
わ
れ
る
。
岡
倉
天
心
の
「
茶
の

書
」
に
あ
る
記
述
を
引
き
な
が
ら
、
彼
は
「
文
学
非
力
説
は
文
学
無
用
論
で
は
な
い
」
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
、「
文
学
な
ら
で
は
の
仕

事
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

か
く
て
文
学
の
非
力
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
生
活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
の
偉
大
さ
を
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
文
学
に
於
け
る
偉
大
な

る
も
の
の
小
さ
さ
を
感
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
々
は
生
活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
の
偉
大
さ
を
も
看
過
し
勝
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
何
や
ら
唐
突
に

生
活
と
い
う
こ
と
、
生
活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
持
ち
込
ん
で
き
た
よ
う
だ
が
、
文
学
に
於
け
る
偉
大
な
る
も
の
の
小
さ
さ
、
即
ち

文
学
の
非
力
を
通
し
て
仕
事
を
す
る
と
な
る
と
、
唐
突
で
な
く
自
然
に
結
び
つ
く
の
は
、
当
然
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、

高
見
順
『
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生
活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
、
そ
の
小
な
る
も
の
の
偉
大
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
生
活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
、
そ
こ
に
非
力
な
文
学

の
自
然
な
対
象
が
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
文
学
な
ら
で
は
の
仕
事
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

平
野
謙
は
、
当
時
に
お
け
る
「
景
気
の
い
い
文
学
論
」
の
攻
撃
の
的
が
私
小
説
や
庶
民
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
上
記
の
高
見
順
の

主
張
を
「
私
小
説
擁
護
論
」（「
高
見
順
の
『
文
学
非
力
説
』」「
毎
日
新
聞
夕
刊
」
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
十
四
日
）
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、

高
見
順
の
「
擁
護
」
の
対
象
は
、
果
し
て
私
小
説
の
み
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
室
生
犀
星
が
芥
川
賞
選
評
の
中
で
「
も
り
も
り
生
き
て

来
」
る
「
人
間
」
を
要
求
し
た
よ
う
に
、
例
え
日
中
戦
争
の
よ
う
な
「
偉
大
」
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
テ
ー
マ
に
お
け
る

「
小
な
る
も
の
」
で
あ
る
一
中
国
青
年
の
心
境
が
リ
ア
ル
に
描
け
て
い
な
い
限
り
、
そ
こ
か
ら
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
を
見
出
す
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
高
見
順
に
お
け
る
『
長
江
デ
ル
タ
』
の
評
価
も
、
同
様
な
主
旨
に
従
っ
て
下
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
生

活
に
於
け
る
小
な
る
も
の
の
偉
大
さ
」
と
「
文
学
に
於
け
る
偉
大
な
る
も
の
の
小
さ
さ
」
を
強
調
し
た
こ
の
論
説
は
、
私
小
説
と
い
う
特

定
の
ジ
ャ
ン
ル
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
普
遍
的
な
意
味
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
見
順
は
こ
の
文
脈
を
用
い

て
、
文
学
と
は
何
た
る
も
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
彼
な
り
の
答
え
を
密
か
に
提
示
し
て
い
た
。

し
か
し
、
い
く
ら
発
言
が
控
え
め
だ
っ
た
に
せ
よ
、
世
間
が
こ
の
文
学
者
に
お
け
る
小
さ
な
抵
抗
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
二
ヵ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
『
決
意
に
つ
い
て
』（「
都
新
聞
」
昭
和
十
六
年
八
月
六
日
〜
八
日
）
の
中
で
、
尾
崎
士
郎
は
『
文
学
非
力

説
』
の
主
旨
を
「
文
学
の
純
粋
性
を
政
治
の
機
能
か
ら
き
り
は
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
安
住
地
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
」
と
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
独
善
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
歪
ん
だ
性
格
と
抱
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
由
主
義
の
も
つ
敵
性
に
気
脈
を
通
ず
る
も
の
」
と
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。『
盛
衰
史
』
の
中
で
高
見
順
が
「
文
学
非
力
説
」
を
訴
え

た
意
図
と
し
て
「
文
学
を
「
御
用
文
学
」
化
か
ら
ひ
そ
か
に
守
り
た
い
」（
第
二
十
三
章
「
芥
川
賞
海
を
渡
る
」）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

高
見
順
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和
文
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史
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」
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尾
崎
の
「
文
学
非
力
説
」
に
対
す
る
認
識
は
概
ね
的
を
外
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
平
野
謙
に
よ
っ
て
早
く
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
長

年
に
わ
た
り
警
察
の
監
視
下
に
あ
っ
た
「
旧
左
翼
」
高
見
順
に
と
っ
て
、
尾
崎
の
下
し
た
非
難
が
齎
し
た
も
の
は
「
ほ
と
ん
ど
恐
怖
に
ち

か
い
狼
狽
」（「
高
見
順
の
『
文
学
非
力
説
』」、
同
前
）
で
あ
る
。
彼
が
『
再
び
文
学
非
力
説
に
就
い
て
』（「
新
潮
」
昭
和
十
六
年
十
月
）
の
中
で

「
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
、
尾
崎
ら
の
解
釈
が
「
誤
解
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
何
度
も
強
調
し
た
、
あ
る
い
は
強
調
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
「
恐
怖
に
ち
か
い
狼
狽
」
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
景
気
の
い
い
文
学
強
力
論
」
へ
の
批
判
に
立

場
を
失
っ
た
高
見
順
は
、
慌
て
て
国
家
の
独
立
を
守
る
立
場
を
再
度
引
っ
張
り
出
し
、「
作
家
は
こ
の
際
、
あ
ま
り
役
に
も
た
た
な
い
小

説
を
書
く
の
な
ど
は
や
め
て
、
他
の
実
際
的
な
場
面
へ
と
赴
く
べ
き
だ
」
と
取
り
繕
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
政
策
に

無
理
や
り
迎
合
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
い
っ
そ
作
家
と
し
て
の
自
分
を
放
棄
し
た
ほ
う
が
い
い
と
も
読
め
る
こ
の
主
張
は
、
彼
が
『
盛
衰
史
』

の
中
で
提
示
し
た
「
身
は
売
っ
て
も
芸
は
売
ら
な
い
」（
第
十
四
章
「
文
芸
復
興
」）
と
い
う
持
説
に
通
底
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
受
け

止
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
文
学
者
と
し
て
の
最
後
の
矜
持
で
あ
っ
た
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。『
再
び
文
学
非
力
説

に
就
い
て
』
の
後
半
に
、
彼
は
尾
崎
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
は
尾
崎
氏
に
言
い
た
い
。
一
体
「
国
家
の
運
命
と
背
馳
す
る
」
よ
う
な
、「
お
の
れ
の
純
粋
さ
を
ま
も
り
と
お
」
さ
せ
る
、
そ
ん

な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
有
り
得
る
と
で
も
、
│
│
こ
の
時
期
に
「
国
家
の
運
命
と
背
馳
す
る
」
そ
ん
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
存
在
し
得
る
と
で
も
尾

崎
氏
は
思
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
現
状
へ
の
直
言
』（『
文
藝
随
感
』
河
出
書
房
、
昭
和
十
七
年
十
一
月
）
に
お
け
る
目
下
の
文
学
の
「
沈
滞
」
へ
の

指
摘
、
ま
た
「
文
学
も
亦
、
文
学
の
営
み
を
保
持
し
て
く
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
大
き
な
力
の
躍
動
と
、
あ
る
点
、
歩
調
を
合
せ
な
く
て
は

う
そ
だ
」
と
、
い
わ
ゆ
る
「
国
民
文
学
」
に
歩
み
寄
ろ
う
と
す
る
高
見
順
の
姿
勢
は
、
ま
さ
し
く
「
こ
の
時
期
に
「
国
家
の
運
命
と
背
馳

高
見
順
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す
る
」
そ
ん
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
亀
井
秀
雄
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
破
産
状
態
に
対
す
る
高
見
順
の
あ
る
諦
め
」（「
他
民
族
体
験
と
文
学
非
力
説
」「
日
本
近
代
文
学
」
第
十
二
集
、
昭
和
四
十
五

年
五
月
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
学
非
力
説
論
争
は
事
実
上
高
見
順
の
敗
北
で
終
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
理
論
の
破
産
よ
り
も
、
平
野
謙
の

い
う
よ
う
に
「
時
代
の
哀
し
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」（「
高
見
順
の
『
文
学
非
力
説
』」、
同
前
）
が
齎
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。『
盛
衰
史
』
に
お
け
る
「
文
学
非
力
説
」
の
真
意
を
示
し
た
解
説
が
戦
後
と
い
う
時
代
背
景
を
必
要
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ

で
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
高
見
順
に
お
け
る
「
文
学
強
力
論
」
へ
の
抵
抗
を
単
に
ジ
ャ
ワ
旅
行
の
体
験
に
よ
っ
て

触
発
さ
れ
た
衝
動
的
な
も
の
と
見
て
良
い
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
文
学
者
高
見
順
の
思
想
に
お
け
る
も

っ
と
根
深
い
も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
直
面
し
た
際
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
盛
衰
史
』
の
第
十
四
章

「
文
芸
復
興
」
に
お
け
る
昭
和
七
年
の
回
想
で
あ
る
。
当
時
ナ
ル
プ
城
南
地
区
の
キ
ャ
ッ
プ
を
担
当
し
た
高
見
順
は
、
ナ
ル
プ
の
仕
事
に

追
わ
れ
、
睡
眠
時
間
を
削
っ
て
小
説
を
書
い
て
い
た
が
、
そ
の
小
説
が
ナ
ル
プ
の
本
部
か
ら
「
政
治
主
義
的
批
判
」
を
受
け
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
対
し
、
彼
は
次
の
よ
う
な
抗
議
文
を
発
表
し
て
い
る
。

批
評
は
、
私
が
私
の
小
説
に
お
い
て
ね
ら
っ
た
所
に
お
い
て
そ
の
欠
陥
を
突
い
て
は
こ
ず
に
、
一�

般�

的�

に
軍
需
品
工
場
は
現
在
の
状
態
に
お
い
て
は

政�

治�

的�

に
カ
ク
カ
ク
の
意
義
を
持
つ
、
従
っ
て
、
カ
ク
カ
ク
の
事
が
描
か
れ
ね
ば
ナ
ラ
ン
の
で
あ
る
と
正
に
ソ
ッ
ポ
を
向
い
て
嘯
い
て
い
る
の
だ
。

…
…
ひ
と
つ
の
作
品
に
何
か
ら
何
ま
で
要
求
す
る
愚
劣
極
ま
る
公
式
主
義
と
共
に
、
こ
の
誤
れ
る
政�

治�

主�

義�

的�

偏�

向�

に
は
作
家
は
断
乎
と
し
て
反
対

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
！
こ
う
し
た
批
評
は
批
評
家
に
と
っ
て
は
案
外
容�

易�

な
仕
事
で
、
し
か
も
作
家
を
一
人
残
ら
ず
殺
し
、
そ
の
芽
ま
で
刈
り
取
り
、
彼

ひ
と
り
独
歩
す
る
荒
涼
た
る
風
景
に
な
る
ま
で
は
気
の
済
ま
ぬ
、
も
っ
と
も
奸
悪
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。（「
作
品
審
査
及
び
批
評
に
就
い
て
」⑵

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」
昭
和
七
年
十
月
、
傍
点
原
文
）
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プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
陣
営
に
所
属
し
て
い
な
が
ら
も
、
高
見
順
は
政
治
的
要
素
を
第
一
義
と
し
た
作
品
批
評
を
激
し
く
批
判
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
高
見
順
の
姿
勢
を
後
年
の
「
文
学
非
力
説
」
に
お
け
る
彼
の
ス
タ
ン
ス
と
合
わ
せ
て
考
え
た
時
に
、
作
者
に
お
け
る
立

場
の
違
い
よ
り
も
、
む
し
ろ
両
者
に
共
通
す
る
「
芸
術
性
」
へ
の
要
請
が
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
、
転
向
文
学
な
ど
、
様
々
な
流
派
を
歩
き
渡
っ
て
き
た
高
見
順
の
、
そ
の
作
家
生
涯
は
常
に
不
安
定
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の

根
源
に
据
え
て
い
る
文
学
者
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
は
終
始
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

三
、「
文
学
非
力
説
」
の
具
現
化
と
し
て
の
『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』

で
は
、
改
め
て
、
そ
う
い
っ
た
高
見
順
の
文
学
に
お
け
る
ス
タ
ン
ス
は
、『
盛
衰
史
』
の
中
で
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
盛
衰
史
』
に
お
い
て
、
高
見
順
は
第
八
章
の
「
全
女
性
進
出
行
進
曲
」
と
第
九
章
の
「
い
の
ち
の
か
ぎ
り
」
で
そ
れ
ぞ
れ
一
章
を
費

や
し
て
、
ほ
ぼ
同
時
に
創
刊
さ
れ
た
女
流
雑
誌
「
女
人
芸
術
」
と
「
火
の
鳥
」
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
大
衆
作
家
三
上
於
菟
吉
の
夫

人
で
あ
る
長
谷
川
時
雨
が
主
催
し
た
「
女
人
芸
術
」
は
、「「
女
性
進
出
」
の
た
め
の
舞
台
」
と
し
て
創
刊
さ
れ
、
そ
の
後
徐
々
に
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
伯
爵
夫
人
渡
辺
と
め
子
が
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
「
火
の
鳥
」
は
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
夫
人

と
お
嬢
さ
ま
の
集
り
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
二
誌
に
対
し
て
、
高
見
順
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
ス
タ
ン
ス
を
用
い
て
評
価
し
た
こ

と
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
読
み
取
れ
よ
う
。

『
女
人
藝
術
』
の
華
々
し
さ
は
な
く
、
そ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、（
引
用
者
註：
雑
誌
「
火
の
鳥
」
は
）
さ
さ
や
か
な
同
人
雑
誌
的
存
在
で
は
あ
っ
た
け

れ
ど
、『
女
人
藝
術
』
の
よ
う
な
騒
々
し
さ
の
な
い
、
何
か
清
潔
な
高
踏
的
な
印
象
が
、
私
の
う
ち
に
残
っ
て
い
る
。（
第
九
章
「
い
の
ち
の
か
ぎ

り
」）高

見
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「
華
々
し
さ
」
故
に
「
騒
々
し
さ
」
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
「
女
人
芸
術
」
と
、「
清
潔
な
高
踏
的
」
な
「
火
の
鳥
」
と
い
う
正
反
対
な

印
象
は
、
二
章
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
が
抱
か
せ
る
印
象
に
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
第
八
章
の
「
全
女
性
進
出
行
進
曲
」
に
お
け
る
各

段
階
の
代
表
作
家
及
び
作
品
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
は
正
に
「
行
進
曲
」
の
よ
う
な
「
騒
々
し
さ
」
が
あ
り
、
そ
れ
に

対
し
会
話
式
を
主
と
し
た
第
九
章
の
「
い
の
ち
の
か
ぎ
り
」
は
、
一
種
の
静
か
な
緩
や
か
さ
と
感
傷
的
な
雰
囲
気
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
、「
清
潔
な
高
踏
的
」
と
い
う
表
現
を
通
し
て
、
高
見
順
は
既
に
二
誌
に
対
す
る
温
度
差
を
露
わ
に
し
て
い
た
。『
盛
衰

史
』
に
お
け
る
高
見
順
の
「
火
の
鳥
」
に
関
す
る
評
価
を
受
け
て
、
紅
野
敏
郎
は
「
小
市
民
の
立
場
よ
り
、
み
ず
か
ら
の
才
能
を
み
ず
か

ら
の
力
で
開
発
す
べ
く
努
め
よ
う
」（「
婦
人
文
芸
誌
の
一
性
格
│
│
『
火
の
鳥
』
を
め
ぐ
つ
て
」「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
四
十
七
年
三
月
）

と
す
る
「
才
能
あ
る
イ
ン
テ
リ
女
性
の
広
場
」
と
し
て
の
「
火
の
鳥
」
が
「「
婦
人
文
芸
誌
」
と
し
て
は
、
む
し
ろ
も
つ
と
も
望
ま
し
い

形
態
で
持
続
さ
れ
た
」
と
評
価
す
る
一
方
、「
寛
容
な
、
理
想
的
な
場
」
で
あ
っ
た
「
火
の
鳥
」
が
そ
の
「
寛
容
」
さ
ゆ
え
に
「
相
互
批

判
の
欠
除
と
い
う
致
命
傷
を
も
つ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
つ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紅
野
の
客
観
的
視
点
は
、
高
見
順
の

「
火
の
鳥
」
に
対
し
て
抱
く
感
情
的
な
好
意
を
浮
き
彫
り
に
し
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
彼
が
何
よ
り
も
評
価
し
た
か
っ
た
の
は
、
ま

さ
に
「
火
の
鳥
」
の
持
つ
徹
底
し
た
自
由
な
文
学
的
環
境
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
い
の
ち
の
か
ぎ
り
」
の
中
で
、
渡
辺
と
め
子
が
か
つ
て

ロ
シ
ア
の
亡
命
音
楽
家
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
言
及
は
興
味
深
い
。

伯
爵
夫
人
の
音
楽
パ
ト
ロ
ン
│
│
何
か
昔
の
外
国
の
話
を
聞
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。（
中
略
）
こ
れ
ら
の
夫
人
の
よ
う
な
伯
爵
夫
人
が
日
本
に
も

い
た
の
で
あ
る
。
伯
爵
夫
人
の
夢
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
そ
し
て
ギ
ャ
ス
コ
ウ
ィ
ッ
チ
を
前
述
の
ご
と
き
楽
聖
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
お
か

し
い
が
、
音
楽
パ
ト
ロ
ン
の
貴
族
夫
人
と
い
う
の
は
日
本
に
も
い
た
の
で
あ
る
。

高
見
順
は
な
ぜ
こ
の
「
文
学
的
回
顧
と
は
一
見
関
係
の
な
い
」
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
「
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
お
も
い
に
駆
ら
れ

高
見
順
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史
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お
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た
」
ほ
ど
の
感
情
を
持
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
貴
族
夫
人
の
財
力
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
開
放
的
な
芸
術
的
環
境
が
激
動
の
昭
和
期
に
お
い

て
存
在
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
十
二
章
「
二
つ
の
道
」
の
中
で
、
高
見
順
が
昭
和
五
年
前
後
の

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
の
間
に
普
遍
的
に
存
在
し
た
「
政
治
一
点
張
り
の
「
第
一
義
」
観
」
に
つ
い
て
回
想
し
、「
思
想
の
波
」
が
「
作

家
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
強
く
働
い
た
と
い
う
現
象
」
を
、
昭
和
期
の
文
学
的
環
境
に
お
け
る
「
一
つ
の
特
徴
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う

に
、「
火
の
鳥
」
と
そ
の
主
催
者
に
纏
わ
る
記
述
が
意
味
す
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
女
流
作
家
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。

「
二
つ
の
道
」
の
次
章
で
あ
る
「
死
と
復
活
」
で
言
及
さ
れ
た
佐
左
木
俊
郎
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
文
学
的
環
境
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ

れ
た
作
家
の
恰
好
な
例
で
あ
る
。

佐
左
木
俊
郎
の
小
説
は
、
そ
れ
が
都
会
文
学
で
な
く
農
民
文
学
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
都
会
文
学
が
主
流
を
占
め
て
い
る
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ

ョ
ア
文
壇
か
ら
は
継
子
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
派
の
方
か
ら
も
、
佐
左
木
俊
郎
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
に
属
し
て
な
い
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
の
農
民
文
学
は
無
視
さ
れ
て
い
た
。

「
探
偵
小
説
や
近
代
都
市
風
小
説
」
と
農
民
文
学
を
同
時
に
執
筆
し
て
い
た
佐
左
木
俊
郎
が
、
結
果
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
壇
と
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
派
の
両
方
に
見
放
さ
れ
た
こ
と
を
、
高
見
順
は
遺
憾
を
帯
び
た
口
調
で
回
想
し
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
小
説
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
政
治
主
義
的
思
想
に
関
連
す
る
性
質
は
、
完
成
さ
れ
た
作
品
の
結
果
と
し
て

定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
決
し
て
作
家
側
の
創
作
の
出
発
点
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
一
人
の
作
家
を
特
定
の
思
想
的
流
派
に

限
定
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
効
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
政
治
主
義
的
思
想
の
文
学
に
対
す
る
影
響
に
対
し
て
、
高
見
順
が
常
に
抵
抗

感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
窺
え
よ
う
。

高
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こ
の
よ
う
に
、『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』
が
戦
前
昭
和
文
学
史
の
裏
路
地
を
辿
っ
た
回
想
記
で
あ
る
と
同
時
に
、
政
治
的
要
素
に
翻
弄
さ

れ
た
昭
和
文
学
の
実
態
を
再
確
認
し
、
芸
術
と
し
て
の
文
学
の
独
立
性
を
提
唱
す
る
と
い
っ
た
悲
願
を
込
め
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

こ
で
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
高
見
順
が
本
書
を
通
し
て
訴
え
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
記
述
に
遍
在
す
る
「
偏

り
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

注
⑴
『
文
学
非
力
説
』・『
作
家
生
活
へ
の
反
省
』・『
決
意
に
つ
い
て
』・『
再
び
文
学
非
力
説
に
就
い
て
』・『
現
状
へ
の
真
言
』
の
引
用
は
、
す
べ
て

（
新
版
）『
現
代
日
本
文
学
論
争
史

下
巻
』（
平
野
謙
・
小
田
切
秀
雄
・
山
本
健
吉
編
、
未
來
社
、
平
成
十
八
年
九
月
）
に
よ
る
。

⑵

引
用
は
、『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』（
文
藝
春
秋
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
）
に
よ
る
。

※
本
文
は
す
べ
て
文
春
文
庫
版
『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』（
文
藝
春
秋
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
）
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
す
べ
て
の
引
用

は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

（
ぼ
く

げ
ん
こ
う
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）

高
見
順
『
昭
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学
盛
衰
史
』
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