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空
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や
天
高
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幸
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所
管
大
臣
の
観
測
気
球
的
発
言
に
端
を
発
し
た
ハ
ブ
空
港
問
題
は
、
経
済
的
な
地
盤
沈
下
を
懸
念
さ
れ

て
い
る
日
本
に
と
っ
て
喫
緊
の
問
題
と
し
て
、
世
間
の
耳
目
を
集
め
、
候
補
空
港
を
抱
え
た
地
域
で
は
政

財
界
を
巻
き
込
ん
だ
騒
動
に
な
っ
て
い
る
。
時
事
問
題
を
題
材
に
す
る
俳
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
間
的

賞
味
性
・
刹
那
性
を
問
題
に
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
長
々
と
し
た
散
文
に
よ
る
大
論
文
よ
り
も
、
的
を
得

た
寸
言
に
よ
る
俳
句
表
現
の
方
が
、
問
題
の
核
心
を
つ
く
こ
と
こ
と
が
あ
る
。
俳
句
の
機
能
の
一
つ
に
、

今
の
社
会
や
世
相
に
対
す
る
庶
民
の
批
判
や
つ
ぶ
や
き
の
披
瀝
、
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
俳
句
の
一
過
性
を

問
題
に
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
。
 

 
掲
句
で
は
「
論
争
の
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
の
ハ
ブ
空
港
問
題
を
切
り
取
っ
て

い
る
。「

論
争
の
」
と
い
う
括
り
の
背
後
に
は
、
い
ず
れ
ハ
ブ
空
港
問
題
が
過
去
の
小
さ
な
出
来
事
し
て
記

録
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
時
期
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
作
者
の
覚
め
た
目
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
「
天
高
し
」
の
下
五
は
、
無
難
な
ま
と
め
方
で
あ
る
が
、
「
空
港
」
に
「
天
」
の
配
合
は
、

少
し
関
係
性
が
強
す
ぎ
る
気
が
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
の
好
み
か
ら
す
れ
ば
、「
蛇
穴
に
」
と
し
て
、

諧
謔
性
を
出
し
て
み
た
い
句
材
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 

 
秋
闌
け
て
己
が
余
生
を
計
り
ゐ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
与
史
 

 
 
 
 
 

 
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
人
生
に
当
て
は
め
る
と
、
誕
生
か
ら
学
業
を
終
え
る
ま
で
の
春
、
職
を
得
て
あ
る

い
は
事
業
を
起
こ
し
て
社
会
で
最
大
限
に
活
動
す
る
夏
、
そ
の
職
を
辞
し
あ
る
い
は
事
業
か
ら
引
退
し
て

余
生
を
楽
し
む
秋
、
そ
し
て
、
人
生
の
終
末
を
迎
え
る
冬
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
上
五
の
「
秋
闌
け
る
」
と
中
七
の
「
余
生
」
は
過
不
足
な
く
配
合
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
秋
闌
け
る
」
と
「
余
生
」
だ
け
で
は
常
識
的
な
句
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
掲
句
は
下
五
に
「
計
る
」
と

い
う
言
葉
を
投
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
独
自
の
感
慨
を
盛
り
込
み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
俳
句
と
し
て

の
成
功
を
得
た
。「

計
る
」
と
い
う
動
詞
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
、
読
者
に
よ
っ
て
多
様
な
鑑
賞
が

可
能
な
句
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 

 
見
得
を
切
る
地
芝
居
歌
舞
伎
水
を
打
つ
 
 
 
 
 
 
 
幸
 

 
 
 
 
 

 
地
芝
居
す
な
わ
ち
村
芝
居
は
、
秋
の
収
穫
を
終
え
た
村
落
の
神
社
に
お
い
て
奉
納
さ
れ
る
芝
居
興
行
で

あ
る
。
典
型
的
に
は
、
地
方
巡
業
を
専
業
と
す
る
歌
舞
伎
劇
団
の
一
座
が
毎
年
あ
る
い
は
隔
年
に
や
っ
て

来
る
。
特
に
年
配
の
方
々
に
は
楽
し
み
な
行
事
で
あ
る
。
 

 
掲
句
で
は
、
今
し
も
筋
立
て
の
最
高
潮
の
場
面
で
登
場
し
た
看
板
役
者
が
、
最
高
の
見
得
を
切
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
満
場
の
観
客
は
水
を
打
っ
た
よ
う
に
静
か
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一



瞬
の
静
寂
の
あ
と
、
大
歓
声
と
大
拍
手
が
境
内
に
満
ち
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
俳
句
の
骨
法
の
一
つ
に
、「
眼

前
に
展
開
す
る
一
瞬
間
の
出
来
事
と
そ
の
感
動
を
詠
む
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
掲
句
は
こ
れ
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
掲
句
の
「
水
を
打
つ
」
は
、
夏
の
季
語
の
打
水
」
で
は
な
い
。
地
芝
居
の
観
客
席
の
一
瞬

の
気
配
を
指
し
た
言
葉
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
天
高
し
老
い
の
一
団
走
り
去
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヤ
エ
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俳
句
の
妙
味
は
、
常
識
と
は
異
な
る
事
象
に
出
会
い
、
そ
れ
を
平
易
な
こ
と
ば
で
言
い
止
め
得
た
と
き

で
あ
る
。
常
識
的
に
は
、
老
人
は
転
ば
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
老
人
が
、
し
か
も
集
団
に
な
っ
て
駆
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
者
自
身
も
山
歩
き
の
基
礎
体
力
作
り

と
し
て
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
中
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
い
と
も
簡
単
に
追
い
抜
い
て
行
く
グ
ル

ー
プ
が
あ
る
。
し
か
も
、
ど
う
見
て
も
自
分
よ
り
年
配
者
ば
か
り
で
あ
る
。
率
直
な
感
動
は
良
い
句
が
生

ま
れ
る
源
泉
で
あ
る
。「
走
り
去
る
」
と
い
う
平
易
な
表
現
が
、
そ
の
と
き
の
印
象
を
素
直
に
的
確
に
表
現

し
て
い
る
。
 

 
 
 
 

 
秋
の
虹
メ
モ
す
べ
き
こ
と
忘
じ
け
り
 
 
 
 
 
 
秀
一
 

 
 
 
 
 

 
虹
は
夏
に
よ
く
空
に
か
か
る
た
め
、
夏
の
季
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
他
の
季
節
で
も
出
る
。

そ
の
た
め
、「

春
の
虹
」
、「

秋
の
虹
」
、「

冬
の
虹
」
の
季
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
消
え
や
す
い
こ
と
の
象

徴
で
あ
る
が
、
季
節
ご
と
に
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
妙
に
異
な
る
。
 

 
作
者
は
、
前
出
の
「
秋
闌
け
て
・
・
・
」
の
掲
句
と
同
じ
よ
う
に
、
掲
句
で
は
「
秋
」
を
「
人
生
の
秋
」

と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
入
る
と
悲
し
い
こ
と
に
、
老
化
現
象
は
誰
に
も
遠
慮
会

釈
な
く
公
平
に
や
っ
て
来
る
。
筆
者
自
身
も
「
人
生
の
夏
」
の
時
期
で
は
、
仕
事
の
打
ち
合
わ
せ
は
メ
モ

な
ど
取
ら
な
く
て
も
、
後
で
内
容
を
正
確
に
再
現
で
き
た
。
そ
れ
な
の
に
「
人
生
の
秋
」
が
到
来
す
る
と
、

忘
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
り
、
メ
モ
を
し
っ
か
り
取
ら
な
い
と
内
容
を
復
元
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。
 

 
掲
句
の
作
者
は
、
こ
の
メ
モ
を
取
る
こ
と
自
体
を
忘
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
自
虐
的
と
も
言
え
る

こ
と
を
、
飄
然
と
言
っ
て
の
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
ま
さ
し
く
俳
句
と
い
う
表
現
形
式
の
力
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
ほ
ろ
に
が
き
ワ
イ
ン
の
色
に
愁
思
か
な
 
 
 
 
 
文
枝
 

 
 
 
 
 

 
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
に
注
が
れ
て
い
る
ワ
イ
ン
の
色
。
口
に
ふ
く
め
ば
感
じ
る
ほ
ろ
苦
さ
。
一
杯
の
ワ
イ
ン

を
媒
介
と
し
て
視
覚
と
味
覚
の
両
面
か
ら
「
愁
思
」
を
言
い
当
て
よ
う
と
し
た
句
で
あ
る
。「
愁
思
」
の
句

は
、
と
も
す
れ
ば
述
懐
的
あ
る
い
は
追
想
的
な
い
し
叙
情
過
多
的
な
句
と
な
り
や
す
い
が
、
掲
句
の
場
合

は
、
ぎ
り
ぎ
り
こ
の
当
落
基
準
線
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
の
苦
手
と
す
る
季
語
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
入
選
か
立
ち
て
笑
む
な
り
秋
サ
ロ
ン
 
 
 
 
 
 
真
三
 

 
 
 
 
 

 
と
あ
る
サ
ロ
ン
を
の
ぞ
い
た
と
き
一
つ
の
作
品
の
ま
え
に
笑
み
を
浮
か
べ
る
人
が
い
る
。
掲
句
の
作
者

は
、
そ
の
人
物
を
そ
の
作
品
の
作
家
で
あ
り
、
入
選
の
結
果
に
喜
ん
で
い
る
も
の
と
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
よ
く
俳
句
で
は
「
断
定
せ
よ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
作
者
は
「
入
選
か
」
と
し
て
、
断
定

を
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
掲
句
で
は
、
こ
の
選
択
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
五
の
「
秋

サ
ロ
ン
」
は
、
「
サ
ロ
ン
秋
」
と
し
た
方
が
、
「
美
術
の
秋
」
と
い
う
感
じ
が
出
て
く
る
の
で
は
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会
場
・
桜
蔭
会
館
 
 
文
責
・
増
田
 
守
 

 
 
 
 
 
 

 
【
事
務
連
絡
】
 

 
瀬
戸
渓
水
さ
ん
か
ら
十
月
三
十
一
日
に
お
電
話
が
あ
り
、「

例
年
、
十
一
月
は
持
ち
寄
り
の
定
例
句
会
は

な
く
、
通
信
俳
句
会
だ
け
な
の
で
は
」
と
の
お
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
四
月
配
布
の
今

年
度
日
程
表
に
は
、
通
信
句
会
と
と
も
に
、
十
一
月
二
十
二
日
の
定
例
句
会
が
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
の
予
定
表
通
り
に
持
ち
寄
り
の
定
例
句
会
も
開
催
し
ま
す
。
 

 
通
信
句
会
に
つ
い
て
は
、
同
封
の
投
句
用
葉
書
を
十
一
月
一
〇
日
締
切
り
に
て
ご
投
函
下
さ
い
。
追
っ

て
、
十
一
月
二
〇
日
頃
に
出
句
一
覧
表
と
互
選
用
葉
書
を
郵
送
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
一
〇
月
定
例
会
に
は
野
上
貞
勝
さ
ん
の
欠
席
投
句
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
な
不
思
議
に
思

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
貞
勝
さ
ん
の
投
句
封
筒
は
一
〇
月
二
八
日
に
郵
送
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
 

 
も
し
も
貞
勝
さ
ん
に
ご
異
論
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
句
は
、
十
一
月
例
会
の
互
選
対
象
に
入
れ
る
こ

と
に
し
ま
す
（
も
ち
ろ
ん
、
貞
勝
さ
ん
は
十
一
月
例
会
の
句
と
し
て
別
に
五
句
出
句
で
き
ま
す
）
。
 

 
 
 
 
 


