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は
じ
め
に

昭
和
二
十
一
、
二
年
の
、
す
な
わ
ち
敗
戦
後
の
石
川
淳
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
の
正
鵠
を
得
た
言
説
が
あ
る
。｢

敗
戦

後
の
創
作
活
動
は
、
短
編

『

黄
金
伝
説』

(｢

中
央
公
論｣
昭
二
十
一
・
三)

の
発
表
か
ら
開
始
さ
れ
、
や
が
て
す
ぐ
こ
の
作
家
が
江
戸

文
学
か
ら
得
た
〈
見
立
て
〉
の
趣
向
を
小
説
方
法
と
し
て
駆
使
す
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
る
一
連
の
主
題
圏
を
持
っ
た
小
説
群
に
う
け
つ

が
れ
る
。
こ
の
時
期
の
石
川
淳
は
〈
新
戯
作
派
〉
の
名
を
も
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
遇
さ
れ
る
が
、
そ
の
じ
つ
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る

作
品
世
界
は
、
聖
書
伝
説
の
イ
メ
ー
ジ
を
戦
後
風
俗
に
重
ね
合
わ
せ
る
技
法
を
通
じ
て
、
既
成
の
価
値
や
モ
ラ
ル
が
全
面
的
に
崩
壊
し
、

あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
確
立
さ
れ
て
い
な
い
い
わ
ば
創
世
紀
的
混
沌
の
状
態
に
あ
る
戦
後
社
会
に
、
人
間
の
魂
の
原
質
を
探
ろ
う
と
す
る
主

題
的
等
質
性
を
持
っ
て
い
る｣

(『

日
本
近
代
文
学
大
事
典
・
第
一
巻』)

と
。
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戦
災
浮
浪
児
に
イ
エ
ス
の
示
現
を
み
る
、
石
川
淳
の
秀
作

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

(｢

新
潮｣

昭
和
二
十
一
・
一
〇)

は
周
知
の
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
言
説
さ
れ
る

｢

聖
書
伝
説
の
イ
メ
ー
ジ
を
戦
後
風
俗
に
重
ね
合
わ
せ
る
技
法
を
通
じ
て｣

書
か
れ
た
一
連
の
作
品
群

の
代
表
作
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

に
は
野
口
武
彦
・
井
澤
義
雄
ら
の
論
及
が
あ
る
も
の
の
、
抽
象
的
な
言
説

に
終
始
し
、
作
品
の
読
み
の
具
体
性
に
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
山
口
俊
男

｢

石
川
淳

『

焼
跡
の
イ
エ
ス』

論

語
り

手
《
わ
た
し
》
を
編
集
す
る
〈
作
者〉

｣
(｢

国
語
と
国
文
学｣

平
成
十
二
・
五)

等
に
は

｢

イ
エ
ス｣

像
の
見
立
て
へ
の
具
体
的

な
論
及
が
あ
る
も
の
の
、｢

キ
リ
ス
ト
教
の
《
意
匠
》
の
活
用
に
《
必
然
性
》
を
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か｣

に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
も

の
で
あ
り
、
戦
災
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
初
心
に
か
え
り
、
石
川
淳
の
秀
作

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

を
読
み
解
く
手
始
め
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
作
中
の
中
心
人
物
で
あ

る
、
イ
エ
ス
を
示
現
す
る
焼
跡
の
戦
災
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

に
焦
点
を
当
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
イ
エ
ス
に
〈
見
立
て
〉

ら
れ
作
中
に
描
か
れ
る
焼
跡
の

｢
少
年｣

像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
焼
跡
の

｢

少
年｣

と
は
何
者
な
の
か
と
。

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

の
構
成
は
大
き
く
、
作
品
主
要
部
分
の
前
半
部
分
、
後
半
部
分
、
並
び
に
そ
の
後
日
譚
、
と
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
の

｢

上
野
の
ガ
ー
ド
下｣

の
闇
市
で
の
出
来
事
の
部
分
、
闇
市
を
脱
出
し
た
話

者
の｢

わ
た
し｣

が
戦
災
浮
浪
児
に
襲
わ
れ
る
部
分
、
並
び
に
予
告
通
り
閉
鎖
さ
れ
た
翌
八
月
一
日
の
闇
市
の
後
日
譚
の
部
分
で
あ
る
。

焼
跡
の
災
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、｢

聖
書
伝
説
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
る
技
法｣

、
す
な
わ
ち
〈
見

立
て
〉
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
、
本
稿
で
は
上
記
の
構
成
中
、
作
品
主
要
部
分
の
前
半
部
分
の
描
か
れ
方
に
多
く
し
ぼ
っ

て
、
作
中
の
中
心
人
物
で
あ
る

｢

少
年｣

像
の
実
体
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
追
求
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
前
半

部
分
に
は
、�

｢

少
年
の
汚
れ｣

表
現
は
何
を
示
す
の
か
、�

総
括
さ
れ
る

｢

少
年｣

像
が
示
す
も
の
は
何
か
、�

出
し
抜
け
な
話
者

｢

わ
た
し｣

の
出
現
が
示
す
も
の
は
何
か
、
と
い
っ
た

｢

少
年｣

像
に
つ
い
て
追
求
す
べ
き
問
題
点
の
大
方
が
出
尽
く
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
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一
、｢

少
年
の
汚
れ｣

表
現
は
何
を
示
す
の
か

作
品
主
要
部
分
の
前
半
部
分
を
小
さ
く
区
分
す
る
と
、
翌
日
に
閉
鎖
を
ひ
か
え
た
闇
市
と
そ
の
闇
市
の

｢

ム
ス
ビ
屋
の
女｣

の
紹
介

が
な
さ
れ
る
第
一
部
分
、
そ
の

｢

ム
ス
ビ
屋｣

の
隣
り
の

｢

イ
ワ
シ
屋｣

の
屋
台
に
出
現
す
る
戦
災
浮
浪
児
の

｢

少
年｣

と
そ
の

｢

少

年｣

に
怯
え
る
用
心
棒
の

｢

兵
隊
靴
の
男｣

を
は
じ
め
と
す
る
闇
市
の
人
々
が
描
か
れ
る
第
二
部
分
、
闇
市
の
人
々
が
等
し
並
み
に
怯

え
る
戦
災
浮
浪
児
で
あ
る

｢
少
年｣

像
の
総
括
が
な
さ
れ
る
第
三
部
分
、
そ
の
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

の

｢

ム
ス
ビ
屋
の
女｣

へ
の

痴
漢
行
為
と
そ
の
と
ば
っ
ち
り
を
受
け
る
形
で
闇
市
を
脱
出
す
る
話
者

｢

わ
た
し｣

が
描
か
れ
る
第
四
部
分
、
闇
市
脱
出
後
に
話
者

｢

わ
た
し｣

が
こ
の
浮
浪
児
の

｢
少
年｣

に
イ
エ
ス
像
を
喚
起
す
る
第
五
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
小
区
分
に
従
え
ば
、
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

が
作
中
に
登
場
す
る
の
は
、
前
半
部
分
の
第
二
部
分
か
ら
で
あ
る
が
、
焼
跡
の

闇
市
の

｢

店

(

イ
ワ
シ
屋
の
屋
台
＝
筆
者
注)
の
中
か
ら
、
い
や
、
ほ
と
ん
ど
ひ
と
び
と
の
股
の
あ
ひ
だ
か
ら
、
外
に
飛
び
出
し
て
来

た
の
は
、
一
箇
の
少
年
…
…
さ
う
、
た
し
か
に
生
き
て
ゐ
る
人
間
と
は
み
と
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
男
女
老
幼
の
別
を
も
つ
て
呼
ぶ
と

す
れ
ば
、
た
だ
男
の
こ
ど
も
と
い
ふ
ほ
か
な
い
が
、
そ
れ
を
呼
ぶ
に
適
切
十
分
な
る
名
を
た
れ
も
知
ら
な
い
や
う
な
生
き
も
の
で
あ
つ

た｣

と
、
ま
ず

｢

少
年｣

は
紹
介
さ
れ
、
そ
し
て
こ
れ
以
上
に
汚
れ
よ
う
が
な
い

｢

汚
れ
た
存
在｣

と
し
て
、｢

少
年｣

は
次
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。

道
ば
た
に
捨
て
ら
れ
た
ボ
ロ
の
土
ま
み
れ
に
腐
つ
た
の
が
、
ふ
つ
と
な
に
か
の
精
に
魅
入
ら
れ
て
、
す
つ
く
り
立
ち
上
つ
た
け
し

き
で
、
風
に
あ
ふ
ら
れ
な
が
ら
、
お
の
づ
と
あ
る
く
人
間
の
か
た
ち
の
、
た
だ
見
る
、
溝
泥
の
色
ど
す
ぐ
ろ
く
、
垂
れ
さ
が
つ
た

ボ
ロ
と
肌
と
の
け
じ
め
な
く
、
肌
の
う
へ
に
は
さ
ら
に
芥
と
垢
と
が
鱗
形
の
隈
を
と
り
、
あ
た
ま
か
ら
顔
に
か
け
て
は
え
た
い
の
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知
れ
ぬ
デ
キ
モ
ノ
に
お
ほ
は
れ
、
そ
の
ウ
ミ
の
流
れ
た
の
が
烈
日
に
乾
き
か
た
ま
つ
て
、
つ
ん
と
目
鼻
を
突
き
刺
す
ま
で
の
悪
臭

を
放
つ
て
ゐ
て

(

後
略)

こ
の
よ
う
に
こ
の
上
な
い

｢

汚
れ
た
存
在｣

と
し
て
描
か
れ
る

｢

少
年｣

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
単
に
、
汚
れ
に
汚
れ
た
戦
災

浮
浪
児
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
記
述
に
併
せ
て
、｢

少
年｣

に
対
す
る
、
闇
市
の

用
心
棒
で
あ
る

｢
兵
隊
靴
の
男｣

の
異
様
と
思
わ
れ
る
、
次
の
よ
う
な

｢

怯
え｣

の
対
応
が
述
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

臭
い
も
の
身
知
ら
ず
の
市
場
の
と
も
が
ら
、
も
の
お
ぢ
し
さ
う
も
な
い
兵
隊
靴
の
男
で
さ
へ
そ
ば
に
寄
り
つ
き
え
ず
、
ど
ら
声
ば

か
り
は
た
け
だ
け
し
い
が
、
あ
と
ず
さ
り
に
手
を
振
つ
て
、
お
よ
び
腰
で
控
へ
る
て
い
で
あ
つ
た
の
は
、
む
し
ろ
兵
隊
靴
の
は
う

こ
そ
通
り
魔
の
影
に
お
び
え
て
遠
吠
え
す
る
臆
病
な
犬
の
や
う
に
見
て
と
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
怯
え
の
何
た
る
か
の
補
足
説
明
と
も
取
れ
る
、｢

兵
隊
靴
の
男｣

同
様
に

｢

少
年｣

に
怯
え
る
、
次
の
よ
う
な
闇
市

の
人
々
の
対
応
が
描
か
れ
る
。

ま
つ
た
く
、
そ
の
少
年
が
突
然
道
の
ま
ん
な
か
に
あ
ら
は
れ
た
と
き
に
は
、
あ
た
り
の
店
の
も
の
も
、
ち
か
く
を
行
き
ず
り
の
も

の
も
、
み
な
一
様
に
ど
き
り
と
し
て
、
兵
隊
靴
の
男
と
お
な
じ
く
身
を
か
が
め
る
ふ
う
に
し
て
、
足
の
す
く
ん
だ
恰
好
で
あ
つ
た
。

そ
し
て
、
め
い
め
い
に
お
も
ひ
が
け
な
い
こ
の
一
様
の
姿
勢
を
と
ら
せ
た
も
の
は
、
こ
こ
に
い
き
な
り
襲
つ
て
来
た
あ
る
強
い
感

情
の
せ
ゐ
だ
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
感
情
と
は
恐
怖
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
さ
し
も
狂
暴
な
か
れ
ら
の
身
に
し
て
も
、

ひ
た
と
さ
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
け
は
ひ
で
あ
つ
た
。
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闇
市
の
人
々
は
、
突
然
あ
ら
わ
れ
た

｢

少
年｣

に

｢

み
な
一
様
に
ど
き
り
と｣

し
、｢

足
の
す
く
ん
だ
恰
好｣

の

｢

一
様
の
姿
勢｣

を
と
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

｢

あ
る
強
い
感
情
の
せ
ゐ
だ｣

と
言
い
、｢

そ
の
感
情
と
は
恐
怖
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

と
述
べ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
闇
市
の
人
々
の
怯
え
の
対
応
に
こ
れ
以
上
の
記
述
は
作
中
に
な
く
推
測
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、｢

兵
隊
靴
の
男

と
お
な
じ
く｣
、
何
故
に
闇
市
の
人
々
は
こ
の
よ
う
に
、｢

少
年｣

に
対
し
て
、
足
の
す
く
む
よ
う
な

｢

恐
怖｣

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

考
え
る
に
、
大
人
で
あ
る
闇
市
の
人
々
も
用
心
棒
の

｢

兵
隊
靴
の
男｣

も
、
子
供
で
あ
る
こ
の
焼
跡
の
浮
浪
児
の

｢

少
年｣

に
体
力

的
に

｢

恐
怖｣

を
も
っ
て
怯
え
る
理
由
は
何
一
つ
な
い
の
で
あ
る
。
有
る
と
す
れ
ば
、
作
中
で
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
る
二
目
と
見
ら
れ

ぬ

｢

少
年
の
汚
れ｣

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

続
け
て
次
の
よ
う
な
、
汚
れ
に
汚
れ
た
存
在
で
あ
る

｢

少
年｣

と
不
潔
と
悪
臭
と
に
み
ち
た
闇
市
と
の
対
比
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

｢

汚
れ｣

に
対
す
る
闇
市
の
人
々
の
怯
え
が
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
虚
を
突
い
て
ふ
つ
と
出
現
し
た
少
年
の
、
き
た
な
さ
、
臭
さ
、
此
世
な
ら
ぬ
ま
で
黒
光
り
し
て
、
不
潔
と
悪
臭
と
に
み
ち
た

こ
の
市
場
の
中
で
も
い
つ
そ
み
ご
と
に
目
を
う
ば
つ
て
立
つ
た
の
に
、
当
地
は
え
抜
き
の
こ
は
い
も
の
知
ら
ず
の
賤
民
仲
間
も
、

お
も
は
ず
わ
が
身
を
か
へ
り
み
て
お
の
れ
の
醜
陋
に
ぎ
よ
つ
と
し
た
や
う
な
、
悲
鳴
に
似
た
戦
慄
の
波
を
打
つ
た
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に

｢

汚
さ｣

の
競
い
合
い
で
あ
り
、｢
兵
隊
靴
の
男｣

を
は
じ
め
と
す
る
闇
市
の
人
々
は
汚
さ
に
お

い
て

｢

少
年
の
汚
さ｣

に
は
足
元
に
も
及
ば
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
、
競
い
合
わ
れ
る

｢

汚
さ｣

と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
特
に
闇
市
の
人
々
に

｢

恐
怖｣

を
も
た
ら
す

｢

少
年
の
汚
さ｣
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

作
中
、
第
二
部
分
の
記
述
に

｢

昭
和
十
六
年
ご
ろ
か
ら｣

と
あ
る
よ
う
に
、
焼
跡
の

｢

不
潔
と
悪
臭
と
に
み
ち
た｣

闇
市
は
未
曾
有
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の
大
戦
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
吹
き
溜
ま
っ
て
い
る
し
か
な
い
闇
市
の
人
々
は
こ
の
大
戦
の
大
い
な
る
犠
牲

者
で
あ
る
。
そ
の
犠
牲
者
と
し
て
汚
れ
に
汚
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
、
闇
市
に
出
没
す
る
浮
浪
児
の

｢

少
年｣

も
同
様
、
こ

の
大
戦
の
大
い
な
る
犠
牲
者
と
し
て
汚
れ
に
汚
れ
た
存
在
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
作
中
に
描
か
れ
る

｢

汚
れ｣

は

単
な
る
不
潔
な
汚
れ
で
な
く
、
大
戦
に
よ
る
犠
牲
、
す
な
わ
ち

｢

時
代
の
犠
牲｣

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
浮
浪
児
の

｢

少
年｣

同
様
の
、
大
戦
の
犠
牲
者
で
あ
る
闇
市
の
人
々
が
、
何
故
に
こ
の

｢

少
年｣

に

｢

恐
怖
の
感
情｣

を
以

て
怯
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
前
半
部
分
・
第
三
部
分
な
ど
で
作
中
に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
、｢

少
年｣

の
年
齢
は

｢

十
歳
と
十

五
歳
の
中
ほ
ど｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。
未
曾
有
の
大
戦
が
勃
発
し
た
昭
和
十
六
年
に
お
い
て
、｢

少
年｣

は
五
歳
か
ら
十
歳
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
大
戦
を
行
っ
た
時
代
に
対
す
る
責
任
は
年
少
の
子
供
と
し
て
皆
無
で
あ
り
、
理
屈
と
し
て

｢

少
年｣

は
大
戦
の
純
粋
な
犠

牲
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
比
し
、
闇
市
の
人
々
は
大
人
で
あ
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
微
小
で
あ
ろ
う
と
も
大
戦
へ
の
責
任

は
免
れ
な
く
、
こ
れ
ま
た
理
屈
で
あ
る
が
、
大
戦
の
純
粋
な
犠
牲
者
と
は
言
え
な
い
。
作
中
に
は
詰
め
の
記
述
は
無
く
推
測
す
る
し
か

な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
闇
市
の
人
々
の

｢

恐
怖
の
感
情｣

と
し
て
の

｢

怯
え｣

は
こ
の

｢

少
年｣

の
純
粋
性
に
対

す
る
怯
え
と
考
え
て
お
く
の
が
妥
当
な
読
み
と
言
え
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
点
検
か
ら
、
闇
市
、
そ
の
闇
市
の
人
々
の

｢

汚
れ｣

は
た
だ
単
な
る
汚
れ
で
は
な
く
、
未
曾
有
の
大
戦
が
あ
っ
た

｢

時
代
の
犠
牲｣

を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、｢
少
年
の
汚
れ｣

の
表
現
も
た
だ
単
に
、
焼
跡
の
戦
災
浮
浪
児
と
し
て
の

｢

汚

れ｣

で
な
く
、
未
曾
有
の
大
戦
の

｢

純
粋
な
犠
牲｣

を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の

｢

少
年
の
汚
れ｣

表
現
は
こ
の
作
品
を

読
み
解
く
と
き
、
把
握
し
て
お
き
た
い
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

六



二
、
総
括
さ
れ
る

｢

少
年｣

像
に
つ
い
て

作
品
主
要
部
分
の
前
半
部
分
に
お
け
る
第
二
部
分
を
受
け
て
、
第
三
部
分
で
は
、
焼
跡
の
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

の
人
物
像
の
特

徴
が
、
次
の
よ
う
な
三
点
に
総
括
さ
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
。

�

少
年
は
ふ
た
目
と
見
ら
れ
ぬ
ボ
ロ
と
デ
キ
モ
ノ
に
も
係
ら
ず
、
そ
の
物
腰
恰
好
は
乞
食
の
や
う
で
も
な
く
掻
払
ひ
の
や
う
で
も

な
く
、
ま
た
病
人
と
も
気
ち
が
ひ
と
も
お
も
は
れ
ず
、
他
の
な
に
も
の
と
も
受
け
と
れ
な
か
つ
た
が
、
次
第
に
依
つ
て
は
ず
ゐ
ぶ

ん
強
盗
に
も
ひ
と
殺
し
に
も
、
他
の
な
に
も
の
に
で
も
な
り
か
ね
な
い
風
態
で
あ
つ
た
。

�

し
か
し
、
ウ
ミ
の
あ
ひ
だ
に
う
か
が
は
れ
る
目
鼻
だ
ち
は
ま
あ
尋
常
の
は
う
で
、
ぴ
ん
と
伸
び
た
背
骨
の
、
肩
の
あ
た
り
の
肉

づ
き
も
存
外
健
康
ら
し
く
、
も
し
、
年
齢
を
あ
た
へ
る
と
す
れ
ば
十
歳
と
十
五
歳
の
中
ほ
ど
だ
が
、
い
は
ゆ
る
育
つ
さ
か
り
の
、

四
肢
の
発
育
が
い
ぢ
け
ず
に
約
束
さ
れ
て
ゐ
て
、
ま
だ
こ
ど
も
つ
ぽ
い
柔
軟
な
か
ら
だ
つ
き
で
、

�

そ
れ
が
高
慢
な
く
ら
ゐ
に
胸
を
張
り
な
が
ら
、
ま
は
り
の
雑
鬧
に
は
ふ
り
む
か
う
と
せ
ず
、
い
つ
た
い
何
の
騒
動
が
お
こ
つ
た

の
か
と
、
ひ
と
り
涼
し
さ
う
に
遠
く
を
見
つ
め
て
、
役
者
が
花
道
に
出
た
や
う
に
す
う
と
あ
る
い
て
行
く
の
は
、
ど
う
し
て
お
ち

つ
き
は
ら
つ
た
も
の
で
、
よ
ほ
ど
み
づ
か
ら
恃
む
と
こ
ろ
が
な
い
と
、
か
う
し
ぜ
ん
に
は
足
が
は
こ
ぶ
ま
い
と
お
も
は
れ
た
。

焼
跡
の

｢

少
年｣

像
の
特
徴
は
ま
ず
、
掲
げ
た
引
用�

が
示
す

｢

風
態｣

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。｢

物
腰
恰
好
は

な
く

な

七



く
、

ず
、
他
の
な
に
も
の
と
も
受
け
と
れ
な
か
つ
た｣

｢

次
第
に
依
つ
て
は
ず
ゐ
ぶ
ん

に
も

に
も
、
他
の
な
に
も
の
に

で
も
な
り
か
ね
な
い｣

と
い
う
論
法
で
示
さ
れ
る

｢

風
態｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
単
的
に
言
っ
て
、
人
間
が

生
き
る
た
め
に
持
つ
強
烈
な
原
初
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
す
な
わ
ち｢

凶
暴
な
生
命
力｣

と
で
も
い
っ
た
も
の
を
示
す｢

少
年｣

の｢

風
態｣

と
し
て
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
引
用�
を
受
け
、
引
用�

で
は

｢

少
年｣

像
の
特
徴
と
し
て
、｢

存
外
健
康
ら
し
く｣

｢

年
齢
を
あ
た
へ
る
と
す
れ
ば
十
歳
と
十

五
歳
の
中
ほ
ど
だ
が
、
い
は
ゆ
る
育
つ
さ
か
り
の
、
四
肢
の
発
育
が
い
ぢ
け
ず
に
約
束
さ
れ
て
ゐ
て
、
ま
だ
こ
ど
も
つ
ぽ
い
柔
軟
な
か

ら
だ
つ
き｣

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
健
康
な
子
供
が
持
つ
開
か
れ
た
明
る
い
未
来
が
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
焼
跡
の

｢

少
年｣
に
は
存
外
、
子
供
の
持
つ

｢

開
か
れ
た
明
る
い
未
来｣

が
充
分
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
提
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
引
用�

に

｢

高
慢
な
く
ら
ゐ
に
胸
を
張
り
な
が
ら
、
ま
は
り
の
雑
鬧
に
は
ふ
り
む
か
う
と
せ
ず｣

｢

ひ
と
り
涼
し
さ
う
に

遠
く
を
見
つ
め
て
、
役
者
が
花
道
に
出
た
や
う
に
す
う
と
あ
る
い
て
行
く｣

と
い
う
よ
う
に
、｢

少
年｣

は
お
の
れ
の
行
動
に
何
ら
躊

躇
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
焼
跡
の

｢

少
年｣

に
は
確
固
と
し
た

｢

強
烈
な
意
志
力｣

が
備
わ
っ
て
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
焼
跡
の
浮
浪
児
で
あ
り
な
が
ら
、｢

少
年｣

の
人
物
像
は
そ
の
特
徴
と
し
て
、｢

凶
暴
な
生
命
力｣

が
あ
り
、｢

開

か
れ
た
明
る
い
未
来｣
｢

強
烈
な
意
志
力｣

が
備
わ
っ
て
い
る
と
要
約
さ
れ
総
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
の

｢

少
年
の
汚
れ｣

同
様
や
は
り
、
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
と
き
、
こ
の
三
点
に
要
約
さ
れ
総
括
さ
れ
、
提
示
さ
れ
る

｢

少
年｣

像
の
特
徴
は
把
握
し
て
お

く
べ
き
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
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三
、
話
者

｢

わ
た
し｣

の
出
現
を
め
ぐ
っ
て

と
こ
ろ
で
、
作
品
主
要
部
分
・
前
半
部
分
の
第
四
部
分
に
お
い
て
、
突
と
し
て
話
者

｢

わ
た
し｣

が
出
現
す
る
。
作
品
冒
頭
か
ら
の

話
の
進
行
か
ら
す
る
と
出
し
抜
け
と
い
う
感
で
、｢

少
年｣

の
痴
漢
行
為
に
よ
っ
て

｢

女
と
少
年
と
は
一
体
に
な｣

り
、｢

も
ろ
に
こ
ち

ら
へ
、
ち
や
う
ど
そ
こ
に
立
つ
て
ゐ
た
わ
た
し
の
は
う
に
ぶ
つ
か
つ
て
来
た｣

と
描
か
れ
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
突
と
し
て
出
現
す
る
話
者

｢

わ
た
し｣

に
よ
っ
て
、
作
品
主
要
部
分
・
前
半
部
分
は
大
き
く
二
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
話
者

｢

わ
た
し｣

の
出
現
以
前
の
第
一
部
分
か
ら
第
三
部
分
ま
で
は
そ
の
実
、
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
を
描
く
こ
と
に
終
始
し
た
記
述
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
を
伏
せ
て
描
か
れ
た
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
話
者

｢

わ
た
し｣

が
出
現
す
る
第
四
部
分
、
そ

の

｢

わ
た
し｣

が
焼
跡
の

｢

少
年｣

に
イ
エ
ス
像
を
喚
起
す
る
第
五
部
分
は
、
通
常
の
小
説
に
お
け
る
記
述
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
部
分

第
四
部
分

第
二
部
分

第
五
部
分

第
三
部
分

第
一
部
分
か
ら
第
三
部
分
ま
で
の
記
述
が
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
た
も
の
な
ら
ば
、
前
々
節
、
前
節
に
お
い

九

小
説
に
お
け
る

通
常
の
記
述

話
者

｢

わ
た
し｣

の

心
象
に
ウ
エ
イ
ト
を

お
い
た
記
述



て
点
検
し
て
き
た
焼
跡
の
戦
災
浮
浪
児
で
あ
る｢

少
年｣

の
意
味
づ
け
は
話
者｢

わ
た
し｣

の
心
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

｢
わ
た
し｣

が
こ
の
よ
う
で
在
れ
ば
よ
い
と
す
る

｢

少
年｣

像
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
汚
れ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る

｢

時
代
の
純
粋
な
犠
牲
者｣

と
し
て
の

｢

少
年｣

と
い
う
意
味
づ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

焼
跡
の
浮
浪
児
で
あ
り
な
が
ら
困
難
の
中
を
生
き
て
い
く｢

凶
暴
な
生
命
力｣

を
持
ち
、｢

開
か
れ
た
明
る
い
未
来｣

｢

強
烈
な
意
志
力｣

が
備
わ
っ
て
い
る

｢

少
年｣

と
い
う
意
味
づ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

少
年｣

に
つ
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ

れ
ら
は
、
す
べ
て
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
奇
異
な
こ
と
に
こ
の

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

に
は
、
作
中
、｢

け
ふ
昭
和
二
十
一
年
七
月
の
晦
日｣

と
い
う
〈
時
〉
や

｢

上
野
の
ガ
ー
ド
下｣

と
い
う
〈
場
所
〉
は
具
体
的
に
明
示
さ
れ
特
定
さ
れ
て
い
る
が
、｢

少
年｣

を
は
じ
め
、｢

若
い
女｣

｢

兵
隊
靴
の

男｣
｢

市
場
の
と
も
が
ら｣

と
い
う
ふ
う
に〈

人
物〉

に
つ
い
て
は
抽
象
的
に
記
述
さ
れ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。〈

時〉
〈

場
所〉

〈

人
物〉

を
特
定
し
な
い
の
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
基
本
的
な
手
法
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
〈
人
物
〉
の
み
を
特
定
し
な
い
と
い
う

変
則
的
な
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
手
法
の
使
用
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
何
故
に

｢

少
年｣

を
は
じ
め
と
す
る
作
中
の
〈
人

物
〉
た
ち
を
こ
の
よ
う
に
、
抽
象
的
な
記
述
に
と
ど
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
作
中
に
描
か
れ
る

｢

少
年｣

像

の
意
味
づ
け
が
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
三
点
に
要
約
さ
れ
総
括
さ
れ
る

｢

少
年｣

像
の
特
徴
が
記
述
さ
れ
る
第
三
部
分
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
に
付
記
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。｢

も
し
一
瞬
の
白
昼
の
ま
ぼ
ろ
し
と
し
て
、
ひ
よ
つ
と
少
年
の
す
が
た
が
ま
の
あ
た
り
に
掻
き
消
え

た
と
し
て
も
、
た
れ
も
こ
の
う
へ
に
お
ど
ろ
く
余
地
は
な
か
つ
た
ら
う｣

と
。

こ
の
世
に
存
在
し
て
い
な
い
が
ま
さ
に
存
在
し
て
居
そ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
的
存
在
と
し
て

｢

少
年｣

を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

｢

少
年｣

像
の
意
味
づ
け
が
、
こ
れ
ま
た
、
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

×

×

×

×

×

×
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以
上
の
よ
う
に
、
作
品
主
要
部
分
・
前
半
部
分
に
お
け
る
焼
跡
の
戦
災
浮
浪
児
で
あ
る｢

少
年｣

を
点
検
し
て
き
て
言
え
る
こ
と
は
、

焼
跡
の

｢

少
年｣

像
は
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
上
な
い

汚
れ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る

｢

時
代
の
純
粋
な
犠
牲
者｣

と
し
て
の

｢

少
年｣

と
い
う
意
味
も
、
そ
の
よ
う
な
犠
牲
者
で
あ
る
浮
浪
児

で
あ
り
な
が
ら
困
難
の
中
を
生
き
て
い
く

｢

凶
暴
な
生
命
力｣

を
持
ち
、｢

開
か
れ
た
明
る
い
未
来｣

と

｢

強
烈
な
意
志
力｣

と
が
備

わ
っ
て
い
る

｢
少
年｣

と
い
う
意
味
づ
け
も
、
話
者

｢

わ
た
し｣

の
心
象
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
焼
跡
の

｢

少
年｣

は
ま
ず
、
作
品
主
要
部
分
・
前
半
部
分
に
お
い
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
迷
い
込
ん
だ
闇
市
を
脱
す
る
作
品
主
要
部
分
・
後
半
部
分
に
な
り
、｢

少
年
に
つ
い
て
は
も
う
大
し
て
関
心
が
も
て

な
く
な｣

る
と
、
話
者

｢

わ
た
し｣

に
と
っ
て

｢

少
年｣

は
、
た
だ
単
な
る
闇
市
に
巣
く
う
野
獣
の
ご
と
き
戦
災
浮
浪
児
と
成
り
果
て

る
の
で
あ
る
。

作
品
主
要
部
分
・
前
半
部
分
の
、
浮
浪
児
で
あ
る

｢

少
年｣

が
話
者

｢

わ
た
し｣

に
よ
っ
て

｢

少
年
イ
エ
ス｣

に
見
立
て
ら
れ
る
第

五
部
分
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
筆
が
及
ば
な
か
っ
た
。
後
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

の
作
品
全
体
の

展
開
や
そ
の
主
題
に
つ
い
て
、
点
検
し
論
じ
る
る
こ
と
も
後
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

付
記

本
稿
に
お
け
る

｢

焼
跡
の
イ
エ
ス｣

中
の
引
用
は
す
べ
て
、『

石
川
淳
全
集
・
第
二
巻』

(

筑
摩
書
房

昭
和
三
十
六
年
四
月)

に
よ
っ
た
。

た
だ
し
、
漢
字
は
新
字
体
を
原
則
と
し
た
。

一
一



一
二



一
三



一
四

二
〇
〇
五
年
一
月
三
十
一
日
発
行

編

集

筑
紫
女
学
園
短
期
大
学

紀

要

編

集

委

員

会

発
行
者

筑
紫
女
学
園
短
期
大
学

学
長

�

石

史

人

発
行
所

筑
紫
女
学
園
短
期
大
学

福
岡
県
太
宰
府
市
石
坂

二
丁
目
十
二
番
一
号

印

刷

城
島
印
刷
有
限
会
社

福
岡
市
中
央
区
白
金

二

丁

目

九

番

六

号



一
五



一
六


