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は
じ
め
に

今
日
三
島
由
紀
夫
の
傑
作
と
し
て
定
評
を
得
て
い
る
「
金
閣
寺
」
は
、
『
新
潮
』
連
載
当
時

(
昭
和
三
一
年
一
月
1
一
O
月
)
か
ら
評
価
の
声
が
高
く
、
連
載
の
終
了
し
た
翌
一
一
月
の

『
新
潮
』
、
『
群
像
』
の
合
評
会
で
も
そ
の
論
議
の
対
象
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
新
潮
』

で
は
臼
井
吉
見
、
河
上
徹
太
郎
、
中
村
光
夫
の
三
人
、
『
群
像
』
で
は
中
島
健
蔵
、
平
野
謙
、

安
部
公
一
房
一
の
三
人
が
合
評
し
、
い
ず
れ
も
本
年
度
の
傑
作
と
い
う
点
で
一
応
の
一
致
を
見
て
い

ヲ
匂
。

一
応
の
一
致
を
見
た
と
言
い
な
が
ら
も
、
白
井
吉
見
の
手
放
し
の
評
価
か
ら
平
野
謙
の
留
保

付
き
の
評
価
ま
で
幅
広
く
、
乙
の
二
つ
の
合
評
会
で
そ
の
後
の
「
金
閣
寺
」
論
の
方
向
が
出
尽

く
し
て
い
る
観
が
あ
る
が
、
中
で
も
特
に
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
臼
井
吉
見
の
、
「
三
島
自

身
を
存
分
に
表
現
し
た
も
の
」
と
い
う
評
言
と
、
中
村
光
夫
の
、
「
憐
い
た
こ
と
で
何
も
解
決

し
な
い
ん
だ
。
主
人
公
も
結
局
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
一
種
の
絡
調
育
春
小
説
で
、
そ
乙
に
出

て
く
る
脊
年
は
、
み
ん
な
成
長
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
な
育
年
な
ん
だ
U
|
|
つ
ま
り
「
妓
事

(注
2
)

詩
」
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
乙
と
を
鋭
く
突
い
た
評
言
で
あ
る
。

作
者
三
島
自
身
は
、
乙
の
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
、

私
が
「
金
閣
寺
」
で
書
い
た
乙
と
は
、
犯
罪
の
動
機
の
究
明
で
あ
っ
た
が
、
「
美
」
と
い

ふ
渉
薄
な
愚
か
し
い
観
念
だ
け
で
も
、
園
賓
に
到
す
る
放
火
と
い
ふ
や
う
な
犯
罪
の
十
分

(注
E
)

な
動
機
に
な
り
得
る
。

と
述
ぺ
、
ま
た
、
「
美
と
い
ふ
固
定
観
念
に
遁
ひ
詰
め
ら
れ
た
男
と
い
ふ
の
を
、
ぼ
く
は
あ
の

(注
S
)

中
で
義
術
家
の
象
徴
み
た
い
な
つ
も
り
で
書
い
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、

美
に
溶
か
れ
た
男
会
司
術
家
の
象
徴
)
の
物
語
の
構
築
に
三
島
の
意
図
が
あ
っ
た
乙
と
を
看
取

で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
か
、
三
島
の
意
図
し
た
と
ζ

ろ
と
同
様
の
見
地
か
ら
、
こ
の
作
品
を
論

じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
目
立
っ
て
多
い
。
例
え
ば
、
磯
田
光
一
は
、
「
美
」
(
理
想
)
と
「
世

俗
の
人
生
」
の
二
律
背
反
の
ド
ラ
?
と
し
て
捉
え
、

乙
の
作
品
の
特
質
は
、
「
美
の
信
徒
」
と
し
て
の
三
島
氏
が
、

「
美
」
九
の
復
讐
を
志
す
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人
物
を
描
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
、
「
金
閣
寺
」
を
三
島
由
紀
夫
論
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ま
た
、

光
栄
莞
夫
は
、
そ
の
著
『
三
島
由
紀
夫
論
』
(
五
月
書
房
・
昭
和
五

O
年
一
月
)
の
中
で
、

『
金
閣
寺
』
に
は
、
芸
術
家
に
と
っ
て
行
為
と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
は
可
能
か
、
と
い
う

措
定
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
一

O
五
頁
)

と
述
ぺ
て
い
る
。
磯
田
光
一
は
「
世
俗
の
人
生
」
、
光
栄
嘉
夫
は
「
行
為
」
と
、
言
葉
乙
そ
異

つ
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
三
島
の
自
ら
述
ぺ
る
「
美
」
・
「
行
為
」
の
問
題
が
基
底
に
据

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
美
」
・
「
芸
術
家
」
を
視
点
と
し
た
見
解
に
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
「
仮
面
の
告
白
」
と
の
連
続
を
考
え
る
と
き
、
「
美
」
・
「
芸
術
家
」
の
次
元
に
一
般
化

さ
れ
得
な
い
三
島
の
切
実
で
は
あ
る
が
倣
岸
な
夢
が
、
「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
溝
口
の
願
望
の

中
に
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
主
と
し
て
作
品
内
部
の
検
証
に
よ
り
な
が
ら
、
溝
口
の
願
望
の
姿
、
さ
ら
に
は
そ

乙
に
託
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
三
島
の
そ
れ
を
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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『
新
潮
』
誌
上
の
A
F評
会
で
河
上
徹
太
郎
が
指
摘
し
、
後
に
三
好
行
雄
、
コ
一
枝
康
高
、
糸
井

(
注
。
乙

通
浩
に
よ
っ
て
精
密
化
さ
れ
た
、
「
第
一
章
自
体
が
以
後
に
展
開
す
る
事
件
の
伏
線
と
し
て
、

小
説
の
全
構
造
を
い
わ
ば
ミ
ニ
ア
チ
ユ
ア
の
よ
う
に
明
示
す
ふ
」
以
い
う
作
品
構
造
の
把
握
は

納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
小
説
美
学
上
の
得
失
は
と
も
か
く
、
主
人
公
溝
口
の
基
底
に

あ
っ
て
か
れ
を
支
配
し
て
い
る
も
の
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な

作
品
構
造
を
踏
ま
え
て
、
第
一
章
を
考
察
の
中
心
に
置
く
乙
と
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
第
一
章
で
は
、
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
溝
口
に
付
さ
れ
て
い
る
。

|
|
溝
口
に
お
い
て
、
外
界
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
現
実
と
生
き
生
き
と
し
た
関
係
が
結
ば
れ

ず
、
孤
立
し
た
内
界
が
形
成
さ
れ
る
根
本
要
因
は
、
か
れ
の
吃
音
で
あ
る
。
そ
の
庖
音
の
反
動



と
し
て
、
「
乙
の
世
の
ど
乙
か
に
、
ま
だ
私
自
身
の
知
ら
な
い
使
命
が
私
を
待
っ
て
ゐ
る
や
う

な
気
が
し
て
ゐ
た
」
と
い
う
自
覚
(
こ
の
一
種
の
選
民
意
識
は
何
ら
の
現
実
的
背
景
を
持
た
な

い
夢
想
に
過
ぎ
な
い
が
、
吃
音
者
の
必
然
と
で
も
い
う
よ
う
に
三
島
は
乙
れ
を
書
い
て
い

る
)
、
そ
し
て
「
自
分
が
世
界
を
底
濯
で
引
き
し
ぼ
っ
て
、
っ
か
ま
九
て
ゐ
る
と
い
ふ
自
覚
」

が
、
か
れ
の
内
部
に
生
ま
れ
た
。

l
l
s以
上
の
よ
う
に
、
三
島
は
、
吃
音
の
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
を
溝
口
の
基
底
に
置
い
て
説
明
す
る
。

し
か
し
、
吃
音
に
全
て
を
帰
す
る
三
島
の
説
明
で
、
溝
口
の
心
理
・
行
動
を
わ
れ
わ
れ
は
十

分
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
全
体
を
規
定
す
る
第
一
章
で
決
定
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
か

ら
生
成
発
展
す
る
こ
と
の
な
い
溝
口
の
性
格
づ
け
と
し
て
、
ま
た
他
の
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
溝

口
の
生
の
形
を
も
否
定
す
る
乙
と
に
な
る
強
力
な
説
明
と
し
て
、
乙
の
三
島
の
説
明
は
い
か
に

も
不
十
分
で
あ
る
と
、
私
に
は
思
え
る
。
例
え
ば
、
何
ら
か
の
形
で
劣
等
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を

抱
き
な
が
ら
も
、
溝
口
の
よ
う
な
生
の
行
程
を
歩
ま
な
か
っ
た
人
た
ち
を
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲

に
容
易
に
見
出
す
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
敢
"
え
え
て
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与
に
は
、
モ
デ
ル
に
見
出
し
た
そ
れ
を
こ
乙
ぞ
と
ば
か
り
三
島
が
牽
強
付
会
し
た
観
す
ら
す
る

の
で
あ
る
。
(
当
然
、
乙
乙
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
十
分
と
判
断
し
た
三
島
自
身
の
性
向

の
投
影
を
読
み
と
る
乙
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
)

し
た
が
っ
て
、
溝
口
の
心
理
あ
る
い
は
行
動
を
十
分
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
防
音
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
と
で
も
言
う
べ
き
溝
口
の
内
部
の
何
も
の
か
を
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
何
が
溝
口
を
動
か
し
、
か
れ
の
存
在
を
規
定
し
て
い
た
の
か
。
以
下
、

そ
れ
に
つ
い
て
述
ぺ
て
ゆ
乙
う
。

溝
口
は
、
自
己
の
抱
い
た
願
望
を
無
傷
で
実
現
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
。
多
く
の
場
合
、
人

間
は
自
己
の
願
望
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
現
実
に
移
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
あ
。
意
の
ま
ま
に

な
ら
な
い
現
実
と
出
会
い
、
そ
こ
で
自
己
の
無
力
と
有
限
性
を
否
応
な
く
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
歪
め
ら
れ
、
限
定
さ
れ
た
形
で
し
か
、
願
望
が
オ
現
さ
れ
得
ぬ
事
態
を

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
例
え
ば
、
溝
口
が
丹
後
由
良
駅
で
見
か
け
た
若
い

「
鐸
員
」
の
よ
う
に
、
「
こ
の
次
の
休
み
に
行
く
映
重
の
乙
と
を
、
大
撃
で
吹
聴
」
す
る
程
度
で

満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
溝
口
は
乙
の
よ
う
な
人
閣
を
軽
蔑
す
る
。
溝
口
に

は
、
か
れ
ら
が
愚
か
な
現
実
に
満
足
し
て
い
る
と
し
か
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。
溝
口
は
、
そ
の

よ
う
に
量
を
減
ぜ
ら
れ
、
変
形
さ
れ
た
、
凡
庸
な
も
の
で
は
満
足
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

は
、
か
れ
に
と
っ
て
は
自
己
の
衿
持
を
捨
て
去
る
乙
と
で
あ
り
、
か
れ
が
か
れ
で
な
く
な
っ
て

し
ま
う
乙
と
で
あ
る
?
か
れ
が
夢
想
の
中
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
か
れ
は
全
て
の
場
で
自

由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
か
れ
の
願
望
が
無
傷
で
完
壁
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
願
望
の
対
象
や
他

者
の
存
在
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
、
妨
げ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
か
れ
が
完
援
な
願
望
の
実
現

を
希
求
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
か
れ
の
内
に
止
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
他
人
の
世
界
へ
進
み

出
る
。
夢
想
の
中
で
可
能
で
あ
る
か
ら
に
は
、
現
実
の
世
界
で
も
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
か
れ
が
自
ら
の
願
望
を
貫
こ
う
と
す
れ
ば
、
他
者
を
自
己
の
支
配
下

に
置
く
乙
と
を
願
う
結
果
に
な
る
。

で
は
、
そ
の
不
遜
な
欲
求
を
抱
い
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
自
己
を
律
し
て
ゆ
乙
う
と

す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
「
暴
君
や
大
襲
術
家
た
ら
ん
と
す
る
夢
は
夢
の
ま
ま

で
、
賞
際
に
着
手
し
て
、
何
か
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
い
ふ
気
持
が
ま
る
で
な
か
っ
た
」
と
、
か

れ
は
、
願
望
実
現
の
た
め
の
具
体
的
な
手
続
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

願
望
を
無
傷
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
を
希
求
し
、
か
っ
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
手
段
も
と
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
願
望
を
自
己
の
内
界
に
封
じ
た
ま
ま
に
す
る
道
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
か
れ
は
夢
想
の
中
に
、
そ
れ
を
飼
い
続
け
る
と
と
で
は
満
足
し
な
い
。

誇
り
は
も
っ
と
軽
く
、
明
る
く
、
よ
く
自
に
見
え
、
燦
然
と
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
自
に
見
え
る
も
の
が
ほ
し
い
。
誰
の
自
に
も
見
え
て
、
そ
れ
が
私
の
誇
り
と
な
る

や
う
な
も
の
が
ほ
し
い
。

乙
れ
は
、
海
軍
機
関
学
校
生
徒
の
短
剣
を
、
嫉
妨
に
か
ら
れ
て
、
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
部
分

の
引
用
で
あ
る
が
、
乙
の
嫉
妬
に
は
、
裏
返
さ
れ
た
か
れ
の
願
望
を
読
む
乙
と
が
で
き
よ
う
。

と
の
嫉
妬
の
背
後
に
は
、
「
誰
の
固
に
も
見
え
」
る
「
誇
り
」
を
希
求
す
る
溝
口
の
願
望
が
あ

る
。
他
人
の
目
に
鮮
や
か
に
映
る
こ
と
を
願
う
溝
口
の
願
望
が
あ
る
。
内
界
で
王
者
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
自
分
以
外
の
誰
も
明
ら
か
に
そ
れ
を
認
め
る
者
が
い
な
け
れ
ば
何
に
も
な
ら
な

い
。
他
人
の
目
乙
そ
が
(
有
為
予
と
の
場
面
で
は
、
「
鐙
人
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い

る
)
、
溝
口
の
選
ば
れ
た
者
と
い
う
意
識
、
優
越
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
溝
口
の
願
望
は
、
そ
の
完
護
性
、
他
者
の
自
(
証
人
)
、
他
者

の
支
配
と
い
う
三
つ
を
要
件
と
し
て
、
自
己
の
願
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る

欲
求
だ
と
言
え
よ
う
。
乙
れ
を
「
自
在
な
自
我
」
九
の
欲
求
と
呼
ぶ
乙
と
に
し
た
い
。
乙
れ

が
、
溝
口
を
支
配
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
溝
口
の
抱
く
「
自
在
な
自
我
」
九
の
欲
求
の
実
現
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
溝
口

が
、
そ
の
完
獲
な
実
現
を
願
う
か
ぎ
り
、
か
れ
は
他
人
の
世
界
へ
出
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
は
そ
の
実
現
の
た
め
の
具
体
的
な
手
段
を
放
棄
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
他
人
の
世
界
で
は
、
虚
弱
な
吃
音
者
と
し
て
の
現
実
の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
そ
の
耐
え

難
い
自
己
の
姿
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
そ
こ
に
お
い
て
、
壮
大
な
夢
想
を
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抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
内
面
は
無
視
さ
れ
、
現
実
の
前
に
非
力
な
自
己
を
見
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
か
れ
は
、
自
己
の
有
限
性
を
直
視
す
る
乙
と
に
よ
る
妥
協
の
道
を
選
ば
な
い
。
そ
こ

で
、
か
れ
は
、
焦
燥
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
内
界
に
閉
じ
繕
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
か

れ
の
願
望
は
、
乙
の
よ
う
な
循
環
を
繰
り
返
す
し
か
な
い
願
望
で
あ
り
、
そ
の
循
環
の
輪
を
ど

乙
か
で
断
ち
切
ら
な
い
か
ぎ
り
、
実
現
す
る
こ
と
の
な
い
途
方
も
な
い
願
望
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。

右
に
述
ぺ
た
こ
と
は
、
作
品
の
各
部
分
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
乙
と
か
ら
、
さ
ら
に
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
。

人
生
で
出
会
っ
た
最
初
の
他
者
と
し
て
象
徴
的
な
意
味
を
担
う
有
為
乎
九
の
抽
出
折
を
描
い
た

場
面
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

し
か
し
私
に
は
、
外
界
と
い
ふ
も
の
と
あ
ま
り
無
縁
に
暮
し
て
衆
た
た
め
に
、
ひ
と
た
び

外
界
へ
飛
び
込
め
ば
、
す
べ
て
が
容
易
に
な
り
、
可
能
に
な
る
や
う
な
幻
想
が
あ
っ
た
。

続
い
て
乙
の
「
幻
想
」
が
現
実
の
有
為
子
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
部
分
で

は
、
溝
口
が
外
界
か
ら
隔
絶
し
、
他
者
の
抵
抗
の
な
い
内
界
に
安
住
し
て
い
た
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
。
有
為
子
に
触
れ
ぬ
か
ぎ
り
(
自
己
の
内
界
に
夢
想
を
限
定
し
、
他
者
に
触
れ
よ
う
と

せ
ぬ
か
ぎ
り
)
、
溝
口
の
願
望
は
完
壁
な
ま
ま
で
存
在
を
許
さ
れ
る
。
乙
の
よ
う
な
内
界
に
い

る
か
ぎ
り
、
か
れ
は
無
上
の
幸
福
感
の
中
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

戦
争
は
こ
の
幸
福
を
か
れ
に
約
束
し
た
。
だ
か
ら
、
次
の
引
用
部
分
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
戦

争
観
も
、
か
れ
に
と
っ
て
は
当
然
と
言
え
よ
う
。

私
の
夢
み
が
ち
な
性
格
は
助
長
さ
れ
、
戦
争
の
お
か
げ
で
、
人
生
は
私
か
ら
遠
の
い
て
ゐ

た
。
戟
守
と
は
わ
れ
わ
れ
少
年
に
と
っ
て
、
一
個
の
夢
の
や
う
な
質
質
な
き
慌
し
い
鍾
験

で
あ
り
、
人
生
の
意
味
か
ら
遮
断
さ
れ
た
隔
離
病
室
の
や
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
一
介
の
徒
弟
に
あ
っ
て
、
特
に
金
閣
寺
と
い
う
隔
絶
さ
れ
た
空
間
の
中
で
、
ど
れ

ほ
ど
の
意
味
を
戦
争
が
持
っ
て
い
た
か
は
、
幾
分
か
の
疑
問
を
残
す
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
(
こ

の
引
用
文
に
見
受
け
ら
れ
る
戦
争
の
特
殊
な
捉
え
方
に
は
、
一
ニ
島
自
身
の
そ
れ
が
相
当
色
濃
く

反
映
し
て
い
る
。
)
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
少
年
」
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
中
で
は
、
一
応
そ

う
い
う
も
の
と
し
て
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
夢
一
想
に
耽
る
こ
と
の
で
き
る
内
界
、
抵

抗
す
る
他
者
に
出
会
わ
ぬ
場
(
「
人
生
の
意
味
か
ら
遮
断
さ
れ
た
隔
離
病
室
」
)
に
お
い
て
、

か
れ
の
幸
福
は
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
溝
口
の
こ
の
よ
う
な
幸
福
も
、
次
の
よ
う
な
事
情
で
、
脅
や
か
さ
れ
ず
に
は
す

ま
な
い
。
外
図
的
に
は
、
成
長
し
て
人
生
九
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
が
訪
れ
、
幸
福
を
約

し
て
く
れ
た
戦
争
も
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
内
因
的
に
は
、
ま
た
根
本
的
に

は
、
そ
の
「
自
在
な
自
我
」
へ
の
欲
求
が
、
そ
の
無
限
定
性
の
ゆ
え
に
、
閉
じ
ら
れ
た
内
界
で

の
夢
想
に
安
息
で
き
る
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
無
限
定
な
欲
求
は
、
夢
想
の

内
に
止
ど
ま
ら
ず
、
外
界
九
、
現
実
の
世
界
へ
向
か
う
。
そ
し
て
、
他
者
を
そ
の
ま
ま
受
け
容

れ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
を
自
己
の
欲
求
に
従
わ
せ
る
乙
と
を
望
む
。
だ
か
ら
、
現
実
と
の
疎

外
状
況
を
語
る
次
の
部
分
に
も
、
積
極
的
、
能
動
的
な
現
実
参
与
へ
の
欲
求
が
見
ら
れ
る
乙
と

に
な
る
。

お
ん

吃
り
が
、
最
初
の
音
を
裂
す
る
た
め
に
焦
り
に
あ
せ
っ
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
、
(
略
)
待
っ
て

ゐ
て
く
れ
る
現
寅
は
も
う
新
鮮
な
現
寅
で
は
な
い
。
私
が
手
聞
を
か
け
て
や
っ
と
外
界
に

達
し
て
み
て
も
、
い
つ
も
そ
乙
に
は
、
瞬
間
に
捷
色
し
、
ず
れ
て
し
ま
っ
た
、
:
:
:
さ
う

し
て
そ
れ
だ
け
が
私
に
ふ
さ
は
し
く
恩
は
れ
る
、
鮮
度
の
落
ち
た
現
寅
、
半
ば
腐
臭
を
放

つ
現
賓
が
、
横
た
は
っ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

現
実
か
ら
疎
外
さ
れ
た
嘆
き
が
中
心
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
嘆
き
は
、
他
者
が
与
え
て

く
れ
る
現
実
を
受
け
止
め
る
乙
と
の
で
き
な
い
嘆
き
で
は
な
い
。
そ
の
現
実
を
受
け
止
め
、
参

与
し
よ
う
と
い
う
、
能
動
的
な
現
実
九
の
関
わ
り
が
で
き
な
い
嘆
き
で
あ
る
。
能
動
的
に
現
実

に
参
与
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
自
分
の
意
志
に
他
者
を
従
わ
し
め
る
乙
と
で
あ
り
、
他
者

を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。

内
界
で
の
無
限
定
な
夢
想
、
そ
し
て
そ
れ
と
現
実
と
の
関
係
|
|
こ
れ
ら
の
乙
と
か
ら
、
溝

口
の
願
望
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
溝
口
の
心
的
な
基
本
構
造
を
捉
え
る
と
き
、
乙
の
作
品
に
登
場
す
る

人
物
を
三
つ
の
系
列
に
分
け
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
一
は
鶴
川
・
柏
木
、
そ
の
二
は
有
為

子
・
老
師
、
そ
の
三
は
母
親
系
の
人
物
で
あ
る
。

溝
口
を
人
生
に
促
す
鶴
川
・
柏
木
の
二
人
は
、
溝
口
に
と
っ
て
は
人
生
の
彼
方
か
ら
や
っ
て

来
る
他
者
で
は
な
く
、
か
れ
が
選
択
し
得
る
人
生
の
形
を
実
在
化
し
た
人
物
で
あ
淀
川

v
そ
れ
ゆ

え
、
い
び
つ
で
は
あ
っ
て
も
、
あ
る
種
の
親
近
感
を
、
鶴
川
に
も
柏
木
に
も
溝
口
は
抱
き
続
け

て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
は
、
親
近
感
を
抱
く
に
止
ど
ま
っ
て
、
か
れ
ら
の
人
生
の
跡
を
追
う

者
で
は
な
い
。

鶴
川
の
人
生
は
、
第
八
章
で
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
柏
木
と
同
根
の
「
生
れ
つ
き
の
暗
い

心
」
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
陽
の
極
に
あ
る
人
生
を
体
現
す
る
か
の
ご
と
く

示
さ
れ
る
。

乙
い
つ
の
シ
ャ
ツ
の
鍛
み
た
い
に
、
私
の
人
生
は
織
が
寄
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
シ
ャ

ツ
は
何
と
白
く
光
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
、
織
が
寄
っ
て
ゐ
る
ま
ま
に
。
:
:
:
も
し
か
す
る
七
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も
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明
る
い
木
洩
れ
陽
の
下
に
見
た
鶴
川
の
姿
か
ら
、
自
己
の
人
生
の
可
能
性
を
読
み
と
ろ
う
と

す
る
場
面
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
、
鶴
川
の
体
現
し
て
い
る
生
の
形
が
、
溝
口
自
身
の
「
暗
い
自

魔
」
と
対
応
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
か
れ
の
望
み
と
も
照
応
し
て
い
る
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。
し
か
し
、
後
に
、
鶴
川
自
身
の
手
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
溝
口
の
選
民
意
識
に
よ

っ
て
も
、
鶴
川
の
よ
う
な
脆
く
壊
れ
や
す
い
人
生
の
可
能
性
は
絶
た
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
鶴
川
に
対
し
て
、
溝
口
自
身
の
内
に
あ
る
「
暗
い
自
覚
」
、
「
内
界
の
惑
に
沈
ま
う
」
と

い
う
決
意
の
具
体
化
さ
れ
た
人
物
が
柏
木
で
あ
る
。
溝
口
か
ら
見
れ
ば
、
柏
木
の
人
生
は
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

柏
木
は
裏
側
か
ら
人
生
に
達
す
る
暗
い
抜
け
道
を
は
じ
め
て
数
九
て
く
れ
た
友
で
あ
っ

た
。
(
略
〉
そ
れ
は
人
生
だ
っ
た
。
そ
れ
は
前
進
し
、
獲
得
し
、
推
移
し
、
喪
失
す
る
乙

と
が
で
き
た
o

典
型
的
な
生
と
は
云
九
ぬ
に
し
て
も
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
機
能
は
そ
れ
に
備

は
っ
て
ゐ
た
。

作
品
の
展
開
中
、
柏
木
は
溝
口
の
人
生
の
可
一
能
性
が
具
体
化
さ
れ
た
人
物
と
し
て
重
要
な
役

割
を
占
め
る
が
、
最
終
的
に
は
柏
木
の
人
生
も
溝
口
は
拒
否
す
る
。
溝
口
の
衿
持
あ
る
「
自
在

な
自
我
」
は
、
柏
木
の
人
生
の
よ
ラ
な
窓
轡
的
な
人
生
に
満
足
で
き
な
い
。
溝
口
に
と
っ
て
、

か
れ
の
人
生
は
、
完
壁
な
、
自
己
の
夢
想
そ
の
も
の
が
現
実
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
己
実
現
の
方
法
と
し
て
、
危
険
な
暗
閣
を
基
底
と
す
る
こ
と
も
、
逆
に
そ
れ
を
裏
返
し
て

明
る
く
装
わ
れ
た
人
生
を
生
き
る
こ
と
も
か
れ
は
拒
否
す
る
。
溝
口
の
人
生
九
の
欲
求
は
、
目

前
に
示
さ
れ
た
ど
の
よ
う
な
人
生
も
受
け
容
れ
な
い
不
遜
な
欲
求
で
あ
る
。
コ
一
島
は
、
溝
口
の

未
だ
生
き
て
い
な
い
人
生
の
形
を
、
乙
れ
ら
鶴
川
・
柏
木
の
上
に
展
開
し
て
み
せ
、
そ
し
て
そ

れ
を
溝
口
に
拒
否
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
溝
口
の
必
然
化
さ
れ
る
べ
き
人
生

l
l
「
別
融
九

の
、
私
特
製
の
、
未
聞
の
生
」
の
選
択
を
必
須
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

乙
の
二
人
が
溝
口
の
人
生
の
可
能
性
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
第
二
の
有
為
予
・

老
師
系
の
人
物
は
、
そ
の
目
指
す
人
生
の
対
象
が
具
体
化
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
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溝
口
が
最
初
の
欲
望
の
対
象
に
選
ん
だ
有
為
子
は
、
か
れ
を
拒
絶
し
た
姿
で
眼
前
に
陣
立
す

る
。
そ
の
有
為
子
の
背
後
に
「
他
人
の
世
界
」
を
認
め
た
と
い
う
次
の
一
節
は
、
有
為
子
の
作

品
中
の
役
割
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。

私
は
有
篤
子
の
お
も
か
げ
、
瞬
間
の
な
か
で
水
の
や
う
に
光
っ
て
、
私
の
口
を
じ
っ
と
見

つ
め
て
ゐ
た
彼
女
の
目
の
背
後
に
、
他
人
の
世
界
1
1
1
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
を
決
し
て
一

人
に
じ
て
お
か
ず
、
進
ん
で
わ
れ
わ
れ
の
共
犯
と
な
り
賢
人
と
な
る
他
人
の
世
界
ー
ー
を

見
た
の
で
あ
る
。

自
己
の
欲
求
の
不
可
能
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
他
人
の
世
界
が
証
人
の
世
界
と
し
て
認

知
さ
れ
、
有
為
子
が
そ
の
他
人
の
原
型
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
う
の
で
あ
る
。
作
品
中
で

は
、
繰
り
返
し
、
有
為
子
は
姿
を
変
え
て
、
女
ー
ー
他
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
出
現
す
る
。

つ
ま
り
、
他
人
の
世
界
の
象
徴
と
し
て
固
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
、
有
為
子
の
役
割
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。

乙
の
部
分
で
も
、
海
軍
機
関
学
校
生
徒
の
短
剣
に
傷
つ
け
よ
う
と
し
た
場
面
で
「
誰
の

E
に

も
見
え
」
る
誇
り
を
願
っ
た
の
と
同
様
の
、
他
人
(
証
人
〉
の
目
に
鮮
や
か
に
映
る
自
己
を
願

っ
た
溝
口
の
心
理
機
制
が
う
か
が
え
る
。
乙
乙
で
は
、
溝
口
の
恥
を
時
す
、
か
れ
に
と
っ
て
は

恐
る
べ
き
他
人
の
世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
が
、
か
れ
の
願
望
が
望
み
通
り
実
現
さ

れ
た
と
き
に
は
、
乙
の
「
鐙
人
と
な
る
他
人
」
は
、
溝
口
の
輝
や
か
し
い
誇
り
の
証
人
に
も
逆

転
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
証
人
と
し
て
の
他
者
を
極
度
に
意
識
す
る
溝
口
の
願
望
の

在
り
方
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
溝
口
の
不
能
の
「
鐙
人
」
と
な
り
、
不
動
院
に
お
い
て
「
わ

れ
わ
れ
の
共
犯
と
な
」
っ
た
有
為
子
が
、
そ
の
直
前
に
は
溝
口
を
「
鐙
人
」
の
場
に
着
か
し
め

て
、
「
世
界
を
拒
ん
」
だ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
憶
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
世
界
と
対
立
し
、
他
人
を
「
諮
人
」
と
し
た
有
為
子
の
行
為
に
、
溝
口
の
金
閣
放
火

の
原
型
を
も
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

有
為
子
と
と
も
に
第
二
の
系
列
中
の
人
物
と
し
た
老
師
団
山
道
詮
の
存
在
は
、
奇
妙
な
重
量

感
を
持
ら
、
大
き
な
圧
迫
感
を
溝
口
に
与
え
る
。
老
師
の
艶
や
か
な
肉
体
は
無
言
の
重
み
で
溝

口
に
迫
り
、
「
奇
怪
な
城
の
や
う
に
」
、
「
人
間
ら
し
い
心
を
持
っ
た
存
在
と
は
見
え
な
く
な

っ
た
」
ほ
ど
の
精
神
的
圧
迫
を
溝
口
に
与
え
る
。
乙
の
よ
う
な
老
師
に
対
し
て
は
、
そ
の
姿
を

捉
え
き
れ
な
い
焦
燥
感
を
、
溝
口
は
抱
く
し
か
な
い
。

そ
の
老
師
に
溝
口
が
期
待
し
て
い
る
の
は
、
老
師
が
、
父
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
禅
海
和
尚

の
よ
う
に
、
自
ら
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
謂
「
母
性
原
理
」
に
よ
る

包
容
を
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
老
師
は
溝
口
に
対
し
て
正
体
の
掴
め
ぬ
圧
迫
す
る
他
者
と

じ
て
蛇
立
す
る
だ
け
で
あ
り
、
溝
口
は
そ
乙
か
ら
逃
れ
る
乙
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
二
人
の
他
者
晶
慨
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
官
能
的
な
も
の
に
襲
っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
有
為
子
は
溝
口
の
肉
欲
の
対
象
と
し
て
様
々
に
婆
を
変
え
て
現
わ
れ
、
老
師
も
肉
欲

の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
は
肉
体
的
、
感
覚
的
に
触
知
さ
れ
る
と

い
う
考
え
方
が
底
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
言
え
ば
、
夢
想
は
、
そ
の
形
は
不
確
か
で

あ
り
、
肉
体
的
感
覚
的
に
触
知
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
乙
の
点
で
、
他
者
は
溝
口
の
夢
想
と
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相
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
一
の
系
列
の
鶴
川
・
柏
木
は
、
溝
口
の
内
部
の
思
念
か
ら
生
ま
れ
出
て
、
か
れ
を
人
生
九

促
す
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
系
列
の
有
為
予
・
老
師
は
、
溝
口
の
外
部
に
肉
体
と
し
て
存
在

し
、
そ
の
存
在
自
体
が
か
れ
を
人
生
九
促
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
鶴
川
・

柏
木
の
二
人
は
、
親
和
的
に
溝
口
を
受
け
容
れ
る
存
在
で
あ
り
、
有
為
子
・
老
師
は
、
溝
口
の

欲
求
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
頑
な
に
か
れ
を
拒
絶
し
、
か
れ
の
自
足
し
た
世
界
を
脅
や
か

す
存
在
で
あ
る
と
も
言
い
得
る
。

第
三
の
母
親
系
列
の
人
物
と
し
て
は
、
溝
口
の
母
親
の
他
に
、
金
閣
寺
か
ら
出
奔
し
て
由
良

へ
向
か
う
三
等
車
で
見
か
け
た
老
人
、
丹
後
由
良
駅
の
若
い
駅
員
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
れ
ら

は
、
金
閣
が
空
襲
で
焼
け
る
と
と
は
な
い
と
断
言
す
る
か
れ
の
母
の
よ
う
に
、
現
世
的
判
断
に

長
け
、
「
不
治
の
希
望
」
を
持
つ
、
平
凡
で
愚
か
な
俗
世
の
生
活
者
た
ら
で
あ
る
。
か
れ
ら

は
、
溝
口
の
持
つ
よ
う
な
「
自
在
な
自
我
」
へ
の
欲
求
を
現
実
の
前
に
放
棄
し
、
安
穏
に
暮
ら

す
乙
と
を
願
う
軽
蔑
す
べ
き
人
間
た
ち
で
あ
る
。

金
閣
が
焼
け
た
ら
:
:
:
、
金
閣
が
焼
け
た
ら
、
乙
い
つ
ら
の
世
界
は
嬰
貌
し
、
生
活
の
金

科
玉
燦
は
く
つ
が
八
円
さ
れ
、
列
車
時
刻
表
は
混
飽
し
、
乙
い
つ
ら
の
法
律
は
無
効
に
な
る

だ
ら
う
。

と
、
乙
の
人
物
た
ち
の
住
む
世
界
の
秩
序
が
転
覆
す
る
と
い
う
途
方
も
な
い
夢
想
の
一
節
か
ら

も
、
溝
口
の
か
れ
ら
九
の
蔑
視
が
見
て
と
れ
る
。

ま
た
、
か
れ
ら
は
、
溝
口
の
「
別
銚
へ
の
、
私
特
製
の
、
未
聞
の
生
」
が
実
現
さ
れ
た
と

き
、
そ
れ
を
見
届
け
る
役
目
を
も
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
有
為
子
が
「
世
界
を
拒

ん
」
だ
と
き
に
、
溝
口
が
そ
の
「
鐙
人
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
か
れ
ら
も
溝
口
の
そ
れ
を
見
届

け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
か
れ
ら
の
「
世
界
は
餐
貌
し
、
生
活
の
金
科
玉
僚
は

く
つ
が
九
さ
れ
、
列
車
時
刻
表
は
混
凱
し
」
、
「
法
律
は
無
効
に
な
る
」
の
で
あ
る
。

E 

こ
れ
ま
で
、
溝
口
の
「
自
在
な
自
我
」
~
の
欲
求
と
い
う
視
点
か
ら
、
現
実
の
世
界
と
そ
こ

に
住
む
他
人
と
の
関
係
を
中
心
に
述
ぺ
て
き
た
が
、
乙
の
現
実
の
世
界
と
対
極
に
あ
る
金
閣
、

そ
し
て
三
島
の
終
生
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
海
に
つ
い
て
も
、
当
然
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

父
に
金
閣
の
美
を
教
え
ら
れ
て
以
来
、
溝
口
は
、
美
し
い
と
感
じ
る
も
の
に
対
し
て
「
心
の

中
で
『
金
閣
の
や
う
に
美
し
い
』
と
形
容
す
る
ま
で
に
な
っ
て
」
お
り
、
絶
対
的
な
美
そ
の
も

の
と
し
て
の
金
閣
が
か
れ
の
内
部
に
固
着
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
絶
対
的
な
美
そ
の
も
の
と

し
て
の
金
閣
は
、
か
れ
を
拒
絶
し
、
疎
外
す
る
。

私
に
は
自
分
の
未
知
の
と
乙
ろ
に
、
す
で
に
美
と
い
ふ
も
の
が
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
考

九
に
、
不
満
と
焦
燥
を
覚
え
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
美
が
た
し
か
に
そ
乙
に
存
在
し

て
ゐ
る
な
ら
ば
、
私
と
い
ふ
存
在
は
、
美
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
。

美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
が
向
こ
う
に
存
在
し
、
か
れ
は
そ
の
越
え
難
い
敷
居
の
乙
ち
ら

側
に
い
る
と
い
う
右
の
図
式
は
、
そ
の
ま
ま
、
人
生
の
欲
求
を
抱
き
つ
つ
、
現
実
の
人
生
に
踏

み
込
め
ず
に
立
ち
つ
く
し
て
い
る
と
い
う
、
か
れ
と
人
生
の
図
式
と
同
じ
構
図
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
人
生
九
の
欲
求
と
、
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
へ
の
欲
求
は
、
そ
の
疎
外
H
被
疎
外
の

関
係
に
お
い
て
、
相
似
の
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
右
の
よ
う
に
袈
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
金
閣
が
何
度
か
、
疎
外
す
る
存
在
か

ら
、
か
れ
を
包
容
す
る
存
在
に
変
貌
し
た
点
に
お
い
て
、
金
閣
と
現
実
の
世
界
に
は
相
違
が
あ

る。
ま
ず
、
金
閣
が
溝
口
を
包
容
す
る
存
在
に
変
貌
す
る
の
は
、
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣

が
、
そ
の
永
遠
性
を
喪
失
し
、
確
実
に
滅
ぶ
も
の
と
し
て
溝
口
に
認
知
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。

台
風
下
の
一
夜
を
金
閣
の
中
で
過
ご
し
た
と
き
に
も
、
金
閣
は
か
れ
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る

が
、
最
も
よ
く
そ
の
状
況
を
語
っ
て
い
る
の
は
戦
争
下
の
金
閣
に
つ
い
て
述
懐
し
て
い
る
部
分

で
あ
る
。や

が
て
金
閣
は
、
空
襲
の
火
に
障
者
』
亡
ぼ
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
こ
の
ま
ま
行
け
ば
、

金
閣
が
茨
に
な
る
乙
と
は
確
寅
な
の
だ
。
(
傍
点
7

7

)

と
溝
口
は
考
え
、

乙
の
世
に
私
と
金
閣
と
の
共
通
の
危
難
の
あ
る
乙
と
が
私
を
は
げ
ま
し
た
。
美
と
私
と
を

な
か
だ
ち

結
ぶ
媒
立
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
。
私
を
拒
絶
し
、
私
を
疎
外
し
て
ゐ
る
や
う
に
恩
は
れ
た

も
の
と
の
聞
に
、
橋
が
懸
け
ら
れ
た
と
私
は
感
じ
た
。

と
語
る
。
乙
乙
で
は
、
美
の
永
遠
性
が
崩
れ
、
金
閣
が
溝
口
と
共
通
の
有
限
性
の
中
に
捉
え
ら

れ
た
と
き
の
、
疎
外
状
況
の
解
消
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
台
風
下
の
一
夜
に
お
い
て
も
、
共
通

の
有
限
性
の
中
に
あ
る
一
体
感
が
述
?
り
れ
、
乙
の
引
用
部
分
と
同
様
の
状
況
で
あ
り
、
双
方

の
状
況
と
も
、
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
が
、
永
遠
性
を
喪
失
す
る
と
こ
ろ
に
聞
け
た
状
況

で
あ
る
。

ま
た
、
溝
口
が
女
と
肉
体
的
な
交
渉
を
持
と
う
と
す
る
と
き
に
も
、
金
閣
は
立
ち
現
わ
れ
、

か
れ
を
包
容
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
と
き
の
金
閣
は
、
戦
争
下
あ
る
い
は
台
風
下
の
そ
れ
と

は
異
な
り
、
永
遠
性
を
失
な
わ
ず
、
そ
の
包
容
は
潜
口
の
行
為
を
阻
む
の
で
あ
る
。
そ
の
最
初

で
あ
る
下
宿
の
娘
と
の
場
面
は
、
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そ
れ
(
金
閣

l
1引
用
者
注
)
は
私
と
、
私
の
志
す
人
生
と
の
聞
に
立
ち
は
だ
か
り
、

ハ
略
)
私
を
か
乙
む
世
界
の
隅
々
ま
で
も
埋
め
、
乙
の
世
界
の
寸
法
悦
守
っ
ち
り
と
充
た

す
も
の
に
な
っ
た
。
(
略
)
時
に
は
あ
れ
ほ
ど
私
を
疎
外
し
、
私
の
外
に
吃
立
し
て
ゐ
る

う
に
息
は
れ
た
金
閣
が
、
今
完
全
に
私
を
包
み
、
そ
の
構
謹
の
内
部
に
私
の
位
置
を
許
じ

て
ゐ
た
。

と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
至
っ
た
理
由
を
、
「
一
方
の
手
の
指
で

永
遠
に
鯛
れ
、
一
方
の
手
の
指
で
人
生
に
鯛
れ
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
か
ら
だ
と
溝
口
は

考
え
る
。
美
そ
の
も
の
と
し
て
永
遠
性
を
保
証
さ
れ
た
金
閣
と
、
人
生
日
女
と
が
両
立
し
得
な

い
対
立
物
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
そ
も
そ
も
美
へ
の
欲
求
自
体
が
、
現
実
の
人

生
に
関
わ
り
得
な
い
溝
口
の
欲
求
の
変
形
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、

劣
等
補
償
と
し
て
、
現
実
の
人
生
に
代
え
て
、
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
を
溝
口
は
挫
致
し

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
有
限
の
相
対
的
な
人
生
~
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
れ
と
対

立
し
、
そ
れ
を
価
値
的
に
上
ま
わ
る
べ
き
無
限
の
絶
対
的
な
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
を
、

溝
口
は
置
い
た
の
で
あ
る
。
二
つ
に
分
裂
し
た
欲
求
(
対
立
す
る
べ
き
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ

る
か
ら
)
|
|
最
初
目
指
し
た
現
実
の
人
生
へ
の
欲
求
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
ぺ
き
美
そ
の
も
の

と
し
て
の
金
閣

2
欲
求

l
ー
が
同
時
に
満
た
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。

永
遠
の
美
そ
の
も
の
と
し
て
の
金
閣
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
溝
口
の
心
を
占
め
、
作
品
全
体

と
し
て
も
、
現
実
の
世
界
と
対
極
に
位
置
し
つ
つ
、
相
似
の
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
溝
口
は
現
実
の
世
界
に
あ
る
人
生
の
姿
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
有
為
子
に
挑
ん
で
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
面
ぞ
、
次
の
よ
う
に
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

瞬
間
閣
の
中
に
か
す
か
な
輪
郭
を
う
か
ぺ
て
ゐ
る
村
の
屋
根
々
々
に
も
、
剛
一
聞
い
木
立
に
も
、

育
葉
山
の
黒
い
頂
き
に
も
、
目
前
の
有
震
予
に
さ
九
も
、
お
そ
ろ
し
い
ほ
ど
完
全
に
意
味

が
敏
け
て
ゐ
た
。
私
の
闘
輿
を
待
た
ず
に
、
現
寅
は
そ
こ
に
賦
輿
さ
れ
て
あ
り
、
し
か

も
、
私
が
今
ま
で
見
た
乙
と
も
な
い
重
み
で
、
乙
の
無
意
味
な
大
き
な
異
暗
な
現
賓
は
、

私
に
輿
へ
ら
れ
、
私
に
迫
っ
て
ゐ
た
。

溝
口
を
拒
絶
し
た
世
界
が
、
意
味
を
持
っ
た
統
制
を
失
な
い
、
裸
形
の
現
実
と
し
て
溝
口
に

恐
怖
を
与
え
る
。
有
為
子
の
背
後
に
控
え
た
世
界
か
ら
与
え
ら
れ
た
乙
の
恐
怖
は
、
老
師
の
圧

迫
感
と
共
通
し
、
そ
の
根
源
は
、
「
私
の
閥
輿
を
待
た
ず
に
」
存
在
し
て
い
る
と
乙
ろ
、
溝
口

の
関
わ
ろ
う
と
し
て
も
関
わ
り
得
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
溝
口
の
「
・
自
在
な
自
我
」
を
願
う
先

に
は
、
他
者
の
住
む
現
実
の
世
界
が
あ
り
、
そ
の
中
で
か
れ
の
願
い
が
実
現
さ
れ
得
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
か
れ
に
と
っ
て
完
全
に
意
味
の
欠
け
た
裸
形
の
現
実
の
世
界
で
し

か
な
い
。
か
れ
の
願
う
人
生
を
実
質
あ
る
も
の
と
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
自
己
の
夢
想
の

内
か
ら
他
人
の
住
む
現
実
の
世
界
九
出
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
か
れ
は
そ
の

世
界
を
敷
居
の
内
側
か
ら
垣
間
見
て
、
恐
怖
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
れ
が
恐
怖
の
ゆ
え
に
現

実
の
世
界
九
出
向
か
な
い
と
す
れ
ば
、
か
れ
に
は
人
生
九
の
希
求
と
拒
否
し
か
な
く
、
い
ず
れ

の
人
生
も
自
己
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
乙
の
恐
怖
す
べ
き
現

実
の
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
変
わ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
三
島
の
終
生
愛
し
た
海
の
モ
チ
ー
フ
が
、
乙
の
作
品
で
も
出
現
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
で
の
海
は
、
溝
口
を
生
み
出
し
た
根
源
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
成
生

の
、
そ
し
て
舞
鶴
(
士
山
楽
)
の
海
は
、
溝
口
を
包
容
し
、
呑
み
込
み
、
育
く
ん
で
く
れ
る
、
い

わ
ば
生
存
の
根
源
で
あ
る
。
溝
口
の
生
ま
れ
た
成
生
岬
、
中
学
進
学
の
た
め
に
住
ん
だ
舞
鶴
の

地
が
、
海
と
深
く
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。

溝
口
は
、
そ
の
地
を
離
れ
た
後
、
再
び
海
に
向
か
う
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
金
閣

を
障
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
決
意
し
た
由
良
の
海
で
あ
る
。
溝
口
は
金
閣
を
出
奔
し
て
、

「
幼
時
、
成
生
岬
の
故
郷
で
接
し
て
ゐ
た
や
う
な
、
生
れ
た
ま
ま
の
姿
の
荒
々
し
い
海
」
を
求

め
て
由
良
海
岸
へ
向
か
う
。
か
れ
が
由
良
海
岸
で
見
出
し
た
裏
目
本
の
荒
涼
た
る
海
は
、
か
れ

の
あ
ら
ゆ
る
不
幸
と
暗
い
思
想
の
源
泉
」
、
叶
あ
ら
ゆ
る
醜
さ
と
力
と
の
源
泉
」
と
感
じ
ら

れ
、
そ
乙
で
か
れ
は
「
自
足
し
」
、
「
何
も
の
に
も
脅
や
か
さ
れ
」
な
い
安
堵
を
得
る
。
こ
の

よ
う
に
、
か
れ
を
生
み
、
育
く
み
、
包
容
す
る
「
母
性
的
」
な
場
と
し
て
、
海
は
か
れ
に
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
由
良
海
岸
で
、
「
金
閣
を
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
想
念
を
溝
口
は
得
る
。
由

良
海
岸
九
行
く
こ
と
で
、
溝
口
は
始
源
の
世
界
へ
帰
り
着
い
た
。
そ
う
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
の
自
己
の
在
り
方
に
死
を
与
え
、
乙
の
由
良
海
岸
の
海
と
い
う
「
母
性
」
の
懐
か

ら
、
一
再
び
別
様
の
人
生
へ
乗
り
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
金
閣
に
取
り
溶
か
れ
た
在
り
方
を

否
定
し
、
根
源
の
力
を
得
て
、
金
閣
の
存
在
し
な
い
と
乙
ろ
に
あ
る
人
生
を
溝
口
は
願
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
乙
に
お
い
て
、
「
別
説
~
の
、
私
特
製
の
、
未
聞
の
生
」
が
始
ま
る
は
ず
で
あ
っ

た。
海
は
、
こ
の
よ
う
に
再
生
を
期
す
る
乙
と
の
で
き
る
、
根
源
的
な
、

捕
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

W 
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「
母
性
」
の
場
と
し
て

溝
口
は
、
金
閣
を
焼
き
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
決
意
を
得
た
乙
と
に
よ
っ
て
、
由
良
駅
で
見
た
平

凡
な
人
間
た
ち
を
軽
蔑
し
、
自
己
の
優
位
を
誇
っ
て
、



私
の
内
界
と
外
界
と
の
聞
の
乙
の
錆
び
つ
い
た
鍵
が
み
ご
と
に
あ
く
の
だ
。
内
界
と
外
男

は
吹
き
抜
け
に
な
り
、
風
は
そ
乙
を
自
在
に
吹
き
か
よ
ふ
や
う
に
な
る
の
だ
。

と
金
閣
を
焼
き
滅
ぼ
し
た
後
に
展
開
す
る
べ
き
己
れ
の
人
生
を
信
じ
る
。

し
か
し
、
溝
口
の
願
う
「
別
説
へ
の
、
私
特
製
の
、
未
聞
の
生
」
は
、
実
現
さ
れ
得
る
の
だ
ろ

う
か
。
溝
口
自
身
は
無
論
の
こ
と
な
が
ら
、
作
者
三
島
自
身
も
、
そ
れ
を
希
求
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
溝
口
の
願
う
人
生
は
、
由
良
の
駅
員
の
平
凡
な
人
生
で
も
な
く
、
柏
木
の
よ
う
な
暗

黒
の
人
生
で
も
な
い
。
「
別
説
へ
の
、
私
特
製
の
、
未
聞
の
生
」
で
あ
り
、
そ
の
生
は
か
れ
の

「
自
在
な
自
我
」
九
の
欲
求
に
根
差
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
金
閣
を
焼
い
た
と

乙
ろ
で
、
か
れ
の
人
生
の
新
し
い
形
が
見
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
美
そ
の
も
の
と

し
て
の
金
閣
が
溝
口
を
捉
え
た
の
は
、
現
実
の
人
生
の
劣
等
補
償
と
し
て
、
か
れ
が
そ
れ
を
要

求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
れ
が
「
自
在
な
自
我
」
九
の
欲
求
を
放
棄
せ
ず
に
、
金
閣

を
焼
い
た
と
し
て
も
、
か
れ
の
望
む
人
生
は
実
現
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
か
れ

の
現
実
の
人
生
が
開
け
な
い
の
は
、
「
自
在
な
自
我
」
九
の
欲
求
そ
れ
自
体
の
た
め
な
の
だ
が

'り。
と
す
れ
ば
、
溝
口
の
望
み
得
る
最
上
の
形
は
、
あ
の
戦
時
下
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
台
風
の

一
夜
の
よ
う
に
、
金
閣
に
包
容
さ
れ
て
と
も
に
滅
び
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
金
問
九
の
放
火
は
、
次
の
個
所
に
あ
る
よ
う
に
、
世
界
の
破
滅
の
臭
い
を
漂
わ
て
せ
は

ヲ
Q

。
:
:
:
息
ふ
ほ
ど
に
私
は
快
活
に
な
っ
て
ゆ
く
自
分
を
感
じ
た
。
今
私
の
身
の
ま
は
り
を
圏

み
私
の
目
が
目
前
に
見
て
ゐ
る
世
界
の
、
波
落
と
終
結
は
程
近
か
っ
た
。
日
淡
の
光
線
が

あ
ま
ね
く
横
た
は
り
、
そ
れ
を
う
け
て
燦
め
く
金
閣
を
載
せ
た
世
界
は
、
指
の
あ
ひ
だ
を

こ
ぼ
れ
る
砂
の
や
う
に
、
刻
一
刻
、
確
貨
に
落
ち
つ
つ
あ
っ
た
。
:
:
:

右
に
掲
げ
た
の
は
、
「
金
閣
の
存
在
す
る
世
界
」
の
没
落
と
い
う
限
定
の
上
で
の
夢
想
で
は

あ
る
が
、
そ
の
没
落
に
身
を
任
せ
よ
う
と
す
る
溝
口
の
官
能
的
な
望
み
が
換
ぎ
と
れ
る
。
金
閣

を
燃
や
す
火
に
官
能
的
な
思
い
を
抱
き
、
さ
ら
に
究
克
頂
で
火
に
包
ま
れ
て
死
の
う
と
試
み
て

い
る
と
乙
ろ
に
至
れ
ば
、
自
ら
を
も
含
め
た
世
界
の
破
滅
九
と
溝
口
は
突
き
進
ん
で
い
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

た
と
え
、
溝
口
が
、
そ
し
て
三
島
が
、
「
別
銚
へ
の
、
私
特
製
の
、
・
未
聞
の
生
」
の
可
能
性

を
見
出
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の
願
望
が
「
自
在
な
自
我
」
~
の
欲
求
に
根
差
し
て
い
る
か
ぎ

り
、
結
末
部
の
、

ポ
ケ
ッ
ト
を
さ
ぐ
る
と
、
小
万
と
手
巾
に
包
ん
だ
カ
ル
モ
チ
ン
の
瓶
と
が
出
て
来
た
。
そ

れ
を
谷
底
め
が
け
て
投
げ
捨
て
た
。
/
別
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
煙
草
が
手
に
鰯
れ
た
。
私
は
煙

草
を
喫
ん
だ
。
一
ト
仕
事
を
終
九
て
一
服
し
て
ゐ
る
人
が
よ
く
さ
う
思
ふ
よ
う
に
、
生
き

ょ
う
と
私
は
思
っ
た
。

と
い
う
と
乙
ろ
に
開
け
て
い
る
は
ず
の
人
生
は
、
溝
口
の
願
っ
た
「
別
跳
へ
の
、
私
特
製
の
、

未
聞
の
生
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
乙
に
は
、
溝
口
の
切
望
し
た
人
生
で
は
な
く
、
か
れ
の
軽

蔑
し
た
平
凡
な
人
生
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

実
際
の
モ
デ
ル
は
、
金
閣
に
放
火
し
た
後
、
「
金
閣
炎
上
を
見
つ
つ
カ
ル
モ
チ
ン
を
の
み
、

〈
注
目
V

小
万
で
身
体
を
っ
き
、
昏
睦
し
」
て
い
る
。
三
島
は
、
放
火
事
件
の
直
前
か
ら
忠
実
に
実
際
の

モ
デ
ル
を
な
ぞ
り
は
じ
め
、
カ
ル
モ
チ
ン
、
小
刀
の
購
入
、
そ
し
て
放
火
の
夜
の
準
備
の
手
順

は
特
に
忠
実
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
作
品
の
進
み
具
合
が
停
滞
す
る
感
す
ら
あ
る
。
と
乙
ろ

が
、
右
に
掲
げ
た
最
後
の
場
面
で
は
、
実
際
の
モ
デ
ル
と
は
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
の
で
あ

る。

ハ
マ
マ
V

作
品
の
構
成
自
体
の
問
題
と
し
て
は
、
中
村
光
夫
の
「
第
十
章
の
金
閣
寺
を
焼
く
場
面
を
不

《注

uv

要
」
と
す
る
意
見
も
そ
れ
な
り
に
首
肯
で
き
る
が
、
敢
え
て
、
実
際
の
モ
デ
ル
と
は
異
な
っ
た

形
で
筆
が
繍
か
れ
た
第
十
章
は
、
後
の
三
烏
の
あ
の
異
様
な
最
期
と
比
べ
る
と
き
、
重
要
な
意

味
を
も
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

金
閣
を
焼
い
た
後
に
訪
れ
る
溝
口
の
安
息
感
は
、
か
れ
の
根
底
の
欲
求
か
ら
す
れ
ば
、
ニ
セ

物
の
安
息
感
で
し
か
な
い
乙
と
は
、
三
島
も
承
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
(
確
か
に
、
他
人
を
驚

嘆
さ
せ
、
自
ら
の
行
為
の
証
人
た
ら
し
め
た
点
で
、
溝
口
は
満
足
を
得
た
だ
ろ
う
が
、
か
れ
の

願
っ
て
い
た
の
は
「
自
在
な
自
我
」
を
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
持
続
す
る
人
生
そ
の
も
の
九
の

欲
求
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
)
で
は
、
こ
の
第
十
章
に
お
け
る
三
島
の
意
図
は
、
ニ
セ
物
の
安

息
に
休
ら
う
溝
口
を
突
く
乙
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
に
は
三
島
の

一
つ
の
願
望
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
自
己
の
欲
求
を
、
自
己
を
破
滅
さ
せ
ぬ
ま
ま
に
つ
か

み
と
ろ
う
と
す
る
三
島
の
願
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
恩
わ
れ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
三
島
は
、
乙
の
最
後
の
一
節
で
、
こ
の
よ
う
に
、
溝
口
・
に
噸
笑
も
軽
蔵
も
皮
肉
も
与
え

る
乙
と
な
く
、
筆
を
捕
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
乙
れ
は
、
溝
口
が
生
き
残
ら
な
け

れ
ば
、
乙
の
手
記
の
形
式
を
と
っ
た
作
品
が
存
在
し
得
な
い
と
い
う
類
の
、
単
な
る
方
法
レ
ベ

ル
の
問
題
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
三
島
の
異
様
な
最
期
は
、
溝
口
の
「
自
在
な
自
我
」
へ
の
欲
求
そ
の
ま
ま
の
、
途

方
も
な
く
倣
岸
な
欲
求
の
実
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
溝
口
の
よ
う
な
ニ
セ
物
の

安
息
に
よ
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
三
島
は
、
自
己
を
破
滅
さ
せ
る
乙
と
に
お
い
て
、
よ
り

自
己
の
欲
求
に
忠
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
島
は
、
最
終
場
面
で
「
生
き
よ
う
」
と
思
う
溝

口
の
よ
う
に
、
許
さ
れ
難
い
願
望
を
ニ
セ
物
の
安
息
感
の
中
に
霧
消
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
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く
、
そ
れ
の
実
現
の
と
き
が
即
ち
自
己
の
死
の
と
き
で
あ
る
と
い
う
皮
肉
な
、
し
か
し
死
が
逆

に
永
遠
性
を
保
証
す
る
賢
明
な
方
法
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
比
験
的
に
い
え
ば
、
=
一
島
は
、
燃

え
感
る
金
閣
の
究
覚
頂
で
川
火
に
包
ま
れ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。

最
初
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
美
と
行
為
の
対
立
を
乙
の
作
品
の
テ

1
7
と
し
て
、
そ
の
美
に
賂

け
た
芸
術
家
と
し
て
の
三
島
を
見
出
そ
う
と
す
る
読
み
方
も
確
か
に
可
能
で
あ
る
。
『
波
』

(
昭
和
四
九
年
一
月
)
に
公
表
さ
れ
た
「
『
金
閣
寺
』
ノ
l
ト
(
そ
の
一
)
」
に
は
、
次
の
よ

う
な
一
節
も
あ
る
。

ラ
ス
ト
は
、
火
を
つ
け
る
べ
く
し
て
つ
け
ざ
る
男
の
話
に
す
る
か
F

「
や
は
り
私
は
っ
け
な
か
っ
た
。

あ
の
男
が
代
行
し
た
の
だ
。
行
為
者
は
行
為
者
。

芸
術
家
は
死
の
裡
に
と
ど
ま
る
」
と
い
ふ
結
論
。

大
学
の
二
人
の
友
の
話
に
す
る
か
F

林
養
賢
は
書
か
ざ
る
芸
術
家
、

犯
罪
の
天
才
。*

 

芸
術
家
の
行
為
を
代
行
す
る
男
の
話
は
「
禁
色
」
で
沢
山
だ
。

「
。
プ
ラ
ン

E
」
と
記
さ
れ
た
断
片
的
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
芸
術
家
と
行
為
者

円
注
目
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の
問
題
を
抽
出
す
る
乙
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
乙
の
作
品
自
体
が
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
要

求
し
て
い
る
乙
と
も
否
め
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
十
分
認
め
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
も
選
ば
ず
、
現
実
の

世
界
を
恐
れ
、
た
だ
青
春
の
猶
予
期
間
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
願
っ
た
三
島
の
影
が
、
乙
の

作
口
聞
に
色
濃
く
落
ち
て
い
る
乙
と
を
私
は
指
摘
し
た
い
。
三
島
が
自
ら
自
伝
風
な
作
品
と
一
言
う

「
詩
を
書
く
少
年
」
(
『
文
学
界
』
昭
和
二
九
年
八
月
)
に
回
想
さ
れ
て
い
る
の
は
、

賓
際
、
世
界
が
か
う
い
ふ
具
合
に
嬰
貌
す
る
と
き
に
、
彼
は
至
福
を
感
じ
た
。
詩
が
生
れ

る
と
き
、
必
ず
自
分
が
こ
の
種
の
至
繭
の
状
態
に
在
る
こ
と
に
、
少
年
は
樗
か
な
か
っ

た
。
(
略
)
外
界
の
は
う
が
ず
っ
と
彼
を
魅
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
も
、
彼
が
理
由
も
な
く

幸
一
一
帽
な
瞬
間
に
は
、
外
界
が
や
す
や
す
と
彼
の
好
む
が
ま
ま
の
形
を
と
っ
た
と
い
ふ
は
う

が
遁
嘗
で
あ
ら
う
。

と
い
う
、
内
界
の
夢
想
が
自
由
に
外
界
を
支
配
す
る
幸
福
な
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の

「
詩
を
書
く
少
年
」
を
新
潮
文
庫
の
自
選
短
編
集
『
花
ざ
か
り
の
森
・
憂
国
』
(
昭
和
四
三
年

九
月
一
五
日
)
陀
収
め
た
と
き
、
自
ら
解
説
し
て
、

彼
を
襲
ふ
「
詩
」
の
幸
福
は
、
結
局
、
彼
が
詩
人
で
は
な
か
っ
た
と
い
ふ
結
論
を
も
た
ら

す
だ
け
だ
が
、
乙
の
際
政
は
少
年
を
突
然
「
二
度
と
幸
福
の
訪
れ
な
い
領
域
」
へ
突
き
出

す
の
で
あ
る
。

と
述
ぺ
て
、
内
界
の
夢
想
に
生
き
る
少
年
期
が
幸
福
の
と
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
乙
れ
は
、
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
溝
口
の
内
界
で
の
夢
想
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
戦
争
が
与
え
た
空
白
の
恩
寵
も
、
三
島
が
繰
り
返
し
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
等
で
触
れ
て
い

る
乙
と
で
あ
る
。
乙
れ
ら
は
全
て
現
実
の
世
界
で
他
者
と
出
会
う
乙
と
の
な
か
っ
た
三
島
の
幸

福
の
と
き
を
表
現
し
て
い
あ
と
言
え
よ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
造
型
に
見
ら
れ
る
、
現
実
九
の
恐
れ
と
内
界
九
の
閉

じ
簡
り
、
自
在
な
自
我
九
の
欲
求
、
そ
し
て
金
間
放
火
の
意
味
等
、
三
島
の
姿
が
、
溝
口
に
は

塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
仮
面
の
告
白
」
を
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
に
象
徴
さ
れ
る

自
己
確
認
の
書
と
す
れ
ば
、
乙
の
「
金
閣
寺
」
は
、
「
美
」
・
「
芸
術
家
」
の
次
元
に
一
般
化
さ

れ
得
な
い
三
島
の
人
生
九
の
願
望
を
綴
っ
た
書
だ
と
評
せ
よ
う
。
そ
し
て
、
三
島
の
最
期
の
姿

も
、
そ
の
十
余
年
前
の
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
既
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
乙
と
も
付
け
加

え
て
お
き
た
い
。

誼
1
、
こ
の
合
評
会
に
お
け
る
発
言
を
、
再
説
・
補
足
す
る
た
め
に
、
「
文
学
の
あ
り
方
・
4

・
『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
」
(
『
文
芸
』
・
昭
和
コ
二
年
一
二
月
、
の
ち
『
文
学
の
あ

り
方
』
・
筑
摩
書
房
・
昭
和
三
二
年
五
月
、
三
枝
康
高
編
『
三
島
由
紀
夫
・
そ
の
芸
術

と
運
命
』
・
有
精
堂
・
昭
和
四
六
年
三
月
、
白
川
正
芳
編
『
批
評
と
研
究
・
三
島
由
紀

夫
』
・
芳
賀
書
庖
・
昭
和
四
九
年
一
二
月
、
等
に
収
む
。
)
が
書
か
れ
た
。

注
2
、
「
日
記
」
(
『
新
潮
』
・
昭
和
三
三
年
四
月

1
昭
和
三
四
年
九
月
、
の
ち
『
裸
霞
と
衣

裳

l
!日
記
』
・
新
潮
社
・
昭
和
三
四
年
一
一
月
、
と
し
て
刊
行
。
)
の
昭
和
三
三
年

六
月
一
一
日
(
水
)
の
項
。
引
用
は
新
潮
社
版
『
三
島
由
紀
夫
会
集
』
(
昭
和
四
八
年

四
月
l
昭
和
五
一
年
六
月
)
に
よ
る
。
以
下
、
三
島
由
紀
夫
の
文
章
等
の
引
用
は
、
全

て
こ
の
新
潮
社
版
『
一
ニ
島
由
紀
夫
全
集
』
に
よ
る
。

注
3
、
小
林
秀
雄
と
の
対
談
「
美
の
か
た
ち
|
|
『
金
閣
寺
』
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
文
芸
』
・

昭
和
三
二
年
一
月
)
中
の
発
言
。

注
4
、
「
作
家
と
作
品
|
|
三
島
由
紀
夫
」
|
|
(
『
三
島
由
紀
夫
集
・
日
本
文
学
全
集
第
八
二

巻
』
・
集
英
社
・
昭
和
四
一
年
一

O
月
)
。
の
ち
「
三
島
由
紀
夫
論
川
|
|
人
と
作
品

の
系
譜
」
と
改
題
し
て
『
評
論
集
・
バ
ト
ス
の
神
話
・
増
補
改
訂
』
(
国
文
社
・
昭
和

四
八
年
八
月
)
に
収
む
。
引
用
は
『
評
論
集
・
パ
ト
ス
の
神
話
・
増
補
改
訂
』
に
よ
・
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る。

注
5
、
「
第
一
岡
田
の
異
ん
中
漣
ま
で
で
|
|
l
つ
ま
り
臼
井
さ
ん
の
い
う
乙
と
(
「
僕
は
三
島

由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
(
新
潮
)
を
一
頁
ば
か
り
讃
ん
で
、
乙
れ
は
い
い
ぞ
。
と
い
う

議
感
が
あ
っ
た
な
。
あ
の
小
説
は
、
何
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ね
。
初
め
か
ら
違

う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
」
と
の
臼
井
吉
見
の
発
言
を
指
す
。
)
と
同
じ
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
も
、
あ
れ
を
し
ま
い
ま
で
ず
っ
と
語
り
蓋
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ね
は
と

発
言
し
、
有
為
子
事
件
、
海
軍
機
関
学
校
生
徒
の
短
剣
を
傷
つ
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
触

れ
て
い
る
。

注
6
、
「
『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て

l
l其
の
構
造
」
〈
『
日
本
文
学
』
・
昭
和
三
二
年
二
月
、

の
ち
長
谷
川
泉
他
編
『
三
島
由
紀
夫
研
究
』
・
右
文
書
院
・
昭
和
四
五
年
七
月
、
に
収

む
)
、
「
『
金
閣
寺
』
鑑
賞
」
(
『
現
代
日
本
文
学
講
座
・
小
説
七
』
・
三
省
堂
・
昭

和
三
七
年
二
月
)
、
「
現
代
文
学
鑑
賞
・
金
閣
寺
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
・
昭

和
四
二
年
四
月
1
六
月
、
の
ち
「
背
徳
の
倫
理
|
|
『
金
閣
寺
』
」
と
改
題
し
て
『
作

品
論
の
試
み
』
至
文
堂
・
昭
和
四
二
年
六
月
、
に
収
む
)
。

注
7
、
「
『
金
閣
寺
』
の
作
品
分
析

l
l放
火
事
件
と
『
金
閣
寺
』
」
(
『
日
本
文
学
』
・
昭

和
四
六
年
三
月
、
の
ち
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
・

三
島
由
紀
夫
』
・
有
精
堂
・
昭
和
四
六
年
一
一
月
、
『
三
島
由
紀
夫
・
そ
の
血
と
青

春
』
・
桜
楓
社
・
昭
和
五
一
年
九
月
、
に
収
む
)
。

注
8
、
「
三
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』
構
造
試
論
|
|
文
章
論
に
お
け
る
意
図
を
め
ぐ
っ
て
」

(
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
・
九
号
・
昭
和
五
一
年
一
一
一
月
)
。

注
9
、
一
ニ
好
行
雄
、
前
掲
、
「
背
徳
の
倫
理
|
|
『
金
閣
寺
』
」
。

注

m、
『
群
像
』
の
合
評
会
の
席
上
で
、
平
野
謙
を
は
じ
め
と
す
る
評
家
が
、
柏
木
の
存
在
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
疑
い
、
磯
貝
英
夫
「
金
閣
寺
|
|
巧
搬
な
模
型
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
・
昭
和
五
一
年
二
月
)
に
、
「
主
人
公
の
脇
侍
仏
で
あ
る
鶴
川
や
柏
木
は
カ
イ
ラ

イ
に
留
ま
る
」
と
あ
る
の
も
、
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。

注
目
、
小
林
淳
鏡
「
金
閣
放
火
僧
の
病
誌
」
(
『
犯
罪
学
雑
誌
』
・
昭
和
三
五
年
一

O
月
、
の

ち
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
・
昭
和
四
八
年
五
月
、
に
収
む
)
。
引
用
は
『
現
代
の
エ
ス

プ
リ
』
に
よ
る
。

注
ロ
、
中
村
光
夫
、
前
掲
論
文
。

注
目
、
三
好
行
雄
「
八
文
V
の
ゆ
く
え
|
|
『
金
閣
寺
』
再
説
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
』
・
昭
和
五
一
年
一
二
月
)
に
同
じ
個
所
を
引
い
て
の
論
及
が
あ
る
。
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