
三島由紀夫・「朝の純愛」論

三
島
由
紀
夫
「
朝
の
純
愛
」
論

-
過
去
と
現
在
の
位
相
を
探
る
-

は
じ
め
に

戦
後
二
十
年
も
の
間
、
二
人
き
り
で
占
め
ら
れ
た
世
界
の
な
か
で
生
き
て
き
た

夫
婦
と
、
そ
こ
に
呼
び
込
ま
れ
た
若
者
。
他
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
良
輪
・

玲
子
夫
婦
は
、
二
人
が
出
会
っ
た
頃
に
交
わ
し
た
接
吻
の
感
動
を
再
現
し
よ
う
と

企
む
。
「
朝
の
純
愛
」
　
(
昭
和
四
十
年
六
月
、
「
日
本
」
)
　
は
、
中
年
夫
婦
と
若
者
と

い
う
二
者
の
対
立
に
よ
っ
て
物
語
世
界
が
構
築
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
と
現
在

と
い
う
時
間
を
問
題
に
し
た
小
説
と
も
い
え
る
。
良
輔
と
玲
子
は
戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
生
き
る
人
物
で
あ
り
、
山
脇
と
い
う
若
者
は
戦
後
の
社
会
を
体
現
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
過
去
と
現
在
と
い
う
時
間
の
在
り
よ
う
が
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
れ
が
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
時
間
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
三

島
に
お
け
る
戦
後
と
い
う
時
代
の
意
味
を
問
う
こ
と
の
で
き
る
作
品
で
あ
る
。
・

こ
の
小
説
が
収
録
さ
れ
た
短
編
集
『
三
熊
野
詣
』
(
昭
和
四
十
年
七
月
)
の
「
あ

と
が
き
」
　
で
三
島
は
「
自
分
の
疲
労
と
、
無
力
感
と
、
酸
え
腐
れ
た
心
情
の
デ
カ

ダ
ン
ス
と
、
そ
の
す
べ
て
を
こ
の
黒
点
に
こ
め
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
短
編

集
が
『
豊
鏡
の
海
』
の
第
一
部
「
春
の
雪
」
　
(
昭
和
四
十
年
九
月
～
四
十
二
年
一

月
)
　
の
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
松
本
徹
は
こ
の

時
期
の
三
島
の
状
態
に
つ
い
て
「
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
自
ら
呼
ぶ
大
作
に
取
り
掛
か

中
　
元
　
さ
お
り

(
1
)

る
直
前
の
屈
折
し
た
気
持
と
、
『
鏡
子
の
家
』
以
降
、
強
ま
る
根
深
い
倦
怠
感
」

の
な
か
に
あ
っ
た
と
説
明
す
る
。
そ
の
一
方
で
「
憂
国
」
の
映
画
化
や
切
腹
愛
好
、

前
衛
芸
術
家
と
の
交
流
と
い
っ
た
動
き
を
み
せ
る
な
ど
三
島
は
ア
ン
グ
ラ
的
な
文

化
へ
接
近
し
て
お
り
、
井
上
隆
史
は
　
「
活
気
に
満
ち
た
時
代
の
空
気
」
　
の
な
か
に

三
島
が
お
り
「
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
た
当
時
の
前
衛
性
の
力
を
見
出

(
2
)

す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
小
説
の
創
作
で
「
無
力
感
」
　
に
直
面

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
打
破
す
る
か
の
よ
う
に
時
代
の
前
衛
的
な
潮
流
の
な
か
に

身
を
置
く
こ
と
が
「
三
島
に
活
動
の
場
面
を
用
意
す
る
不
可
欠
の
要
因
で
あ
っ
た
」

の
で
あ
る
。
『
豊
鍵
の
海
』
、
あ
る
い
は
　
「
英
霊
の
声
」
　
(
昭
和
四
十
一
年
六
月
)

と
い
う
晩
年
の
作
品
に
向
け
て
、
「
朝
の
純
愛
」
執
筆
時
の
三
島
が
虚
無
感
と
時

代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
混
濁
し
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
期
に
書
か
れ
た
短
編
小
説
に
　
「
朝
の
純
愛
」
の
ほ
か
に
、
「
月
」

(
昭
和
三
十
七
年
八
月
)
、
「
葡
萄
パ
ン
」
(
昭
和
三
十
八
年
一
月
)
、
「
自
動
車
」
(
昭

和
三
十
八
年
一
月
)
　
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
短
編
小
説
に
は
戦
後
社
会

を
う
つ
し
と
っ
た
若
者
の
世
界
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
連
の
作
品
群
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
「
月
」
　
「
葡
萄
パ
ン
」
　
に
は
前
衛
的
な
ア
ン
グ
ラ
文
化
の
世
界
で

の
体
験
が
反
映
さ
れ
、
「
自
動
車
」
と
　
「
朝
の
純
愛
」
　
に
は
戦
後
社
会
の
風
俗
に

浸
り
き
っ
た
若
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
短
編
小
説
は
他
の
長
編
作
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晶
の
影
に
か
く
れ
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
長

編
に
比
べ
い
く
ら
か
正
直
に
そ
の
時
の
作
者
の
状
況
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
三
島
の
変
化
の
様
相
を
知
る
手
が
か
り
を
秘
め
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

先
に
も
述
べ
た
が
『
豊
僕
の
海
』
の
直
前
に
書
か
れ
た
「
朝
の
純
愛
」
に
は
過
去

と
現
在
と
い
う
時
間
の
在
り
よ
う
が
問
わ
れ
て
お
り
、
晩
年
の
作
品
に
繋
が
っ
て

い
く
も
の
と
し
て
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
朝
の
純
愛
」
に
対
し
て
、
江
藤
淳
は
「
戦
後
批
判
」
・
の
試
み
の
小
説
で
あ
る

(
3
)

と
論
じ
、
磯
田
光
一
は
「
夫
婦
が
若
さ
を
保
と
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

(
4
)

昭
和
の
歴
史
に
も
ど
こ
か
で
触
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
」
と
論

じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
、
戦
後
の
社
会
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
の
若
か
り
し

頃
の
感
動
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
良
輔
と
玲
子
の
姿
と
そ
の
死
に
、
過
去
、
つ
ま

り
戦
前
の
時
代
へ
回
帰
し
て
い
く
作
者
三
島
の
意
識
を
み
て
い
る
。
た
し
か
に
、

艮
輔
と
玲
子
は
戦
後
と
い
う
時
代
に
身
を
お
き
な
が
ら
も
、
二
十
七
年
前
の
戦
時

下
で
二
人
が
出
会
っ
た
時
を
理
想
型
と
し
て
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
未
来
の
到
来

を
期
待
す
る
こ
と
す
ら
危
う
い
時
代
で
あ
る
。

だ
ろ
う
。
三
島
は
戦
時
下
に
お
け
る
運
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
一
人
の
生
死
が
占
ひ
が
た
い
ば
か
り
か
、
日
本
の
明
日
の
運
命
が
占
ひ

が
た
い
そ
の
一
時
期
は
、
自
分
一
個
の
終
末
観
と
、
時
代
と
社
会
全
部
の
終

末
観
と
が
、
完
全
に
適
合
一
致
し
た
、
稀
に
見
る
時
代
で
あ
っ
た
と
云
へ
る
。

(
中
略
)
戦
後
十
七
年
を
経
た
と
い
ふ
の
に
、
未
だ
に
私
に
と
っ
て
、
現
実

が
確
乎
た
る
も
の
に
見
え
ず
、
仮
り
の
、
一
時
的
な
姿
に
見
え
が
ち
な
の
も
、

私
の
持
っ
て
生
れ
た
性
向
と
云
へ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
明
日
に
で
も
空
襲
で

壊
滅
す
る
か
も
し
れ
ず
、
事
実
、
空
襲
の
お
か
げ
で
昨
日
在
っ
た
も
の
は
今

日
は
な
い
や
う
な
時
代
の
、
強
烈
な
印
象
は
、
十
七
年
ぐ
ら
ゐ
で
は
な
か
な

(
5
)

か
消
え
な
い
も
の
ら
し
い
。

二
人
が
呼
び
起
こ
さ
う
と
し
た
こ
と
は
単
純
な
こ
と
で
、
あ
る
五
月
の
朝
、

さ
わ
や
か
な
少
女
の
目
が
、
愛
す
る
青
年
の
姿
に
そ
そ
が
れ
、
野
に
は
露
が

充
ち
、
地
平
線
に
は
戦
争
と
生
の
不
安
が
大
き
く
立
ち
ふ
さ
が
り
、
別
れ
が

予
定
さ
れ
、
接
吻
が
暁
の
最
初
の
一
閃
の
や
う
に
二
人
の
若
い
唇
を
よ
ぎ
り
、

…
…
さ
う
い
ふ
忘
れ
が
た
い
愛
の
至
福
の
姿
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
死
の
予
感
が
立
ち
こ
め
た
状
況
で
の
二
人
の
愛
は
「
至
福
」
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
島
が
抱
い
た
終
末
観
を
物
語
化
し
た
も
の
と
い
え
る

戦
時
下
と
は
個
人
の
運
命
が
世
界
の
運
命
に
包
含
さ
れ
、
あ
る
い
は
ぴ
っ
た
り
と

重
な
り
合
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
戦
後

(
6
)

に
お
い
て
も
自
身
を
支
配
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

「
朝
の
純
愛
」
で
戦
後
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
良
輔
と
玲
子
を
待
ち
受

け
て
い
た
の
は
、
「
良
人
は
い
つ
も
そ
こ
に
を
り
、
妻
は
い
つ
も
そ
こ
に
ゐ
た
」

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
緩
慢
に
続
い
て
い
く
時
間
は
二
人
に
と
っ
て
は
「
腐
敗
」

で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
念
を
も
つ
彼
ら
が
、
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
戦

後
と
い
う
時
間
に
背
を
向
け
、
出
会
っ
た
時
の
姿
と
そ
の
瞬
間
を
求
め
て
い
く
こ

と
は
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
も
思
え
る
。

江
藤
や
磯
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
三
島
が
覇
の
純
愛
」
で
時
代
、
あ
る
い

は
時
間
、
歴
史
と
い
っ
た
問
題
領
域
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
を
「
戦
後
批
判
」
や
戦
前
へ
回
帰
し
た
も
の
と
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
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再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
朝
の
純
愛
」
に
お
け
る
過
去
と
現
在
の
問
題
は
、
単

に
戦
前
と
戦
後
と
に
分
け
ら
れ
る
昭
和
の
歴
史
に
触
れ
た
も
の
や
、
戦
後
と
い
う

時
代
の
否
定
な
ど
の
言
葉
で
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
小
説
に
お
い

て
留
意
す
べ
き
は
、
戦
後
へ
の
批
判
や
戦
前
へ
の
回
帰
と
い
う
単
純
で
直
線
的
な

ベ
ク
ト
ル
で
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
時
間
の
あ
い
だ
を
複
雑
に
交
錯

し
、
連
動
し
あ
っ
て
い
く
三
島
の
意
識
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
時
間
の
流
れ
に
反
抗
し
な
が
ら
過
去
の
あ
る
瞬
間
を
再
現
し

続
け
る
と
い
う
、
良
輔
と
玲
子
の
時
間
へ
の
挑
戦
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
朝
の
純
愛
」
で
は
戦
前
と
戦
後
、
あ
る
い
は
過
去
と
現
在
と
い
う
時
間
の
流

れ
が
、
∧
上
V
と
∧
下
V
と
い
う
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
。
∧
上
V
と
∧
下
V
の
違
い
を
決
定
づ
け
て
い
る
の
は
語
り
の
方
法
で
あ
る
。

異
な
る
語
り
口
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
両
者
が
属
す
る

世
界
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
軌
の
純
愛
」
に
お
け
る
語
り
の
方
法

を
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
で
、
執
筆
当
時
で
あ
る
昭
和
四
十
年
の
時
点
で
の
、
三

島
と
戦
後
と
い
う
時
代
の
関
係
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
、
三
島
の
時
代
へ
の
視
点

に
つ
い
て
の
一
考
察
と
し
た
い
。

二
　
二
つ
の
世
界
に
お
け
る
語
り

「
良
輔
夫
婦
は
そ
の
朝
、
久
々
に
す
が
す
が
し
い
接
吻
を
し
た
」
。
四
十
五
歳

の
妻
と
五
十
歳
の
夫
に
よ
る
朝
憲
の
な
か
で
の
接
吻
。
あ
ら
か
じ
め
提
示
さ
れ
た

こ
の
瞬
間
に
向
け
て
「
朝
の
純
愛
」
と
い
う
小
説
は
始
動
す
る
。
こ
の
場
面
は
、

中
年
夫
婦
と
一
人
の
若
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
事
件
の
結
末
に
相
当
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
前
も
っ
て
作
品
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
裁
を

と
る
小
説
は
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
べ
き
出
来
事
の
結
末
が
最
初
に
明
か
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
自
明
の
結
末
に
向
っ
て
、
物
語
が
い
か
に
引
き
起
こ
さ
れ

て
い
く
の
か
、
行
為
の
過
程
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と
に
重
心
が
置
か
れ
る
こ
と
と

な
る
。そ

れ
で
は
「
朝
の
純
愛
」
は
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
明
か
さ
れ
た
結
末
に
向
け
て
、

い
か
に
物
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
二
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
∧
上
V
と
∧
下
V

で
採
用
さ
れ
る
語
り
の
ス
タ
イ
ル
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の

変
容
は
、
作
品
の
構
造
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
力
を
持
つ
。
そ
し
て
異
な
る
二
つ

の
語
り
は
、
互
い
に
語
ら
れ
る
物
語
世
界
を
差
異
化
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
、

自
明
の
結
末
に
向
け
て
、
異
な
る
二
つ
の
語
り
に
よ
る
二
つ
の
物
語
世
界
か
ら
、

一
つ
の
物
語
が
生
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

∧
上
V
で
は
良
輔
と
玲
子
に
焦
点
化
し
て
語
り
、
∧
下
V
で
は
山
脇
の
発
話
に
よ

っ
て
、
彼
の
視
点
か
ら
捉
え
た
物
語
内
世
界
が
語
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
「
朝
の

純
愛
」
は
良
輔
と
玲
子
の
側
か
ら
語
る
最
後
の
瞬
間
ま
で
の
物
語
と
、
山
脇
の
言

葉
に
よ
る
夫
婦
の
結
末
ま
で
の
物
語
と
い
う
、
二
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。

重
ね
て
述
べ
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
明
か
さ
れ
た
一
つ
の
結
末
の
瞬
間
に
向
け
て
、

二
つ
の
方
向
か
ら
出
来
事
を
語
る
と
い
う
方
法
は
、
結
末
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
各
々
の
視
点
か
ら
捉
え
た
出
来
事
の
プ
ロ
セ
ス
を

語
る
こ
と
そ
の
も
の
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
極
端
な
語
り
の
変
貌

は
、
作
品
全
体
の
纏
ま
り
に
亀
裂
を
お
こ
さ
せ
か
ね
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
あ
か
ら
さ
ま
な
語
り
の
方
法
の
変
化
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
。

ま
た
、
夫
婦
の
美
の
瞬
間
が
な
ぜ
他
者
で
あ
る
若
者
に
よ
っ
て
再
び
語
り
直
さ
れ
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ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
し
た
い
。

*

∧
上
V
の
語
り
は
三
人
称
で
は
あ
る
が
、
そ
の
視
点
は
良
輔
と
玲
子
に
寄
り
添

っ
て
い
る
。
客
観
的
に
二
人
の
様
子
を
語
る
一
方
で
、
彼
ら
の
内
面
に
深
く
入
り

込
ん
で
語
る
。
こ
こ
で
の
基
本
的
な
語
り
は
「
接
吻
は
永
く
つ
づ
き
、
鶏
鳴
は
た

え
ず
、
.
空
の
光
り
は
二
人
の
輪
郭
を
だ
ん
だ
ん
に
桜
桃
の
い
ろ
に
染
め
た
。
-
突

然
、
一
つ
の
影
が
、
椎
の
う
し
ろ
か
ら
露
台
へ
飛
び
出
し
て
、
二
人
に
ぶ
つ
か
っ

た
」
と
い
う
よ
う
な
、
事
態
を
外
側
か
ら
客
観
的
に
記
述
す
る
態
度
で
あ
る
。
し

か
し
、
良
柿
と
玲
子
と
い
う
登
場
人
物
に
焦
点
化
し
た
語
り
で
も
あ
り
、
さ
ら
に

は
視
点
が
二
人
の
人
物
の
間
を
自
在
に
移
動
し
て
い
く
。

今
、
青
い
ネ
グ
リ
ジ
ェ
に
包
ま
れ
た
玲
子
の
体
は
、
こ
ん
な
五
月
の
朝
の

冷
気
の
な
か
で
も
、
朝
の
暖
炉
の
燥
火
ほ
ど
に
ほ
て
っ
て
ゐ
た
。
良
輔
が
ま

さ
ぐ
る
玲
子
の
体
、
そ
の
体
の
お
の
お
の
の
部
分
の
愛
ら
し
い
敏
感
な
答
へ

方
、
そ
の
肉
体
の
た
ゆ
た
ひ
と
、
良
輔
の
指
が
の
び
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
新
た
に
目
ざ
め
る
や
う
に
新
鮮
に
伝
は
る
戦
慄
、
そ
の
全
身
の

い
つ
し
ん
な
爪
先
立
ち
の
少
女
ら
し
さ
、
す
べ
て
に
彼
女
の
十
八
歳
が
よ
み

が
へ
つ
て
ゐ
た
。

良
輔
の
力
強
さ
も
、
二
十
年
連
れ
添
う
た
妻
に
与
へ
る
そ
の
接
吻
の
真
率

な
夢
見
心
地
も
、
五
十
歳
の
男
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
な
は
青
年
の

健
や
か
な
背
力
を
保
ち
、
妻
の
髪
を
や
さ
し
く
ま
さ
ぐ
る
指
さ
き
に
は
、
こ

ん
な
営
力
と
は
う
ら
は
ら
の
、
う
ひ
う
ひ
し
い
若
者
の
を
の
の
き
が
こ
も
っ

て
ゐ
た
。

良
輔
の
感
覚
に
よ
っ
て
妻
の
体
の
感
触
を
語
り
、
さ
ら
に
夫
の
感
触
を
玲
子
の
感

覚
で
描
写
す
る
。
二
人
の
人
物
の
間
を
移
動
す
る
視
点
の
様
態
が
あ
ら
わ
れ
た
語

り
で
あ
ろ
う
。

三
人
称
の
語
り
に
お
い
て
、
あ
る
登
場
人
物
の
視
点
を
採
用
す
る
こ
と
は
特
筆

す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
人
物
の
間

を
視
点
が
な
ん
の
躊
躇
い
も
な
く
移
動
し
て
い
く
こ
と
は
目
を
ひ
く
。
こ
れ
は
良

輔
と
玲
子
が
お
互
い
に
膠
着
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。
彼
ら

は
世
俗
の
あ
ら
ゆ
る
雑
事
を
巧
み
に
排
し
、
「
二
人
だ
け
の
愛
に
生
き
て
」
い
る
、

二
人
で
一
人
と
い
う
べ
き
「
美
し
い
一
組
」
　
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
似
通
っ
た
彼
ら

キ
ヤ
ラ
タ
タ
1

は
一
人
一
人
と
し
て
の
独
立
し
た
個
　
性
で
は
な
く
、
一
組
と
い
う
単
位
に
お

い
て
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
語
り
の
視
点
は
彼
ら
の
間
を
自
由
に
移
動

す
る
と
い
う
よ
り
か
は
、
そ
も
そ
も
そ
こ
に
何
ら
の
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
一
つ

の
視
点
と
し
て
統
合
さ
れ
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
良
輔
と
玲
子
の
美
が
完
成
し
た
接
吻
の
瞬
間
は
、
彼
ら
の
死
の
時
と
も

な
る
。
そ
の
瞬
間
を
始
点
と
し
て
、
∧
上
V
で
は
良
輔
・
玲
子
に
焦
点
化
し
た
語

り
で
、
彼
ら
の
過
去
か
ら
現
在
ま
で
が
記
述
さ
れ
る
。
三
人
称
的
語
り
の
体
裁
を

と
り
な
が
ら
も
、
多
分
に
彼
ら
の
認
識
に
支
配
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
。

「
一
刻
一
刻
を
、
あ
の
最
初
の
出
会
に
、
あ
の
美
し
い
最
初
の
樗
き
に
賭
け
て

ゐ
た
」
夫
婦
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
工
的
な
努
力
で
若
さ
を
留
め
て
き
た
。
そ
れ
は
彼

ら
に
と
っ
て
生
き
る
日
的
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ
、
「
美
し
い

最
初
の
愕
き
」
を
い
か
に
保
ち
続
け
る
か
と
い
う
命
題
の
た
め
に
生
き
て
い
る
と

い
っ
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
美
に
拘
泥
し
た
二
人
の
生
は
、
「
忘
れ
が

た
い
愛
の
至
福
の
姿
」
を
再
び
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
試
み
る
。
そ
れ
は
老
い
と
い

ぅ
自
然
に
括
抗
し
う
る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
「
主
観
的
な
美
の
幻
影
」
　
の
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顕
現
に
他
人
を
証
人
と
す
る
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
「
複
雑
な
人
工
的
な
試
み
」
に

向
か
う
良
輔
と
玲
子
を
焦
点
と
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
側
か
ら
事
件
の
発
生
ま
で

を
物
語
っ
て
い
る
。

*

∧
下
V
の
語
り
は
、
「
間
」
と
「
答
」
と
に
書
き
分
け
ら
れ
た
登
嫁
人
物
の
直
接

的
な
発
話
の
み
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
語
り
の
状
況
は
夫
婦
を
手
に
か
け

た
若
者
の
尋
問
と
推
漸
で
き
る
。
ま
た
、
∧
上
V
の
語
り
の
時
点
が
ま
さ
に
事
件

の
瞬
間
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
∧
下
V
の
語
り
は
事
件
後
い
く
ら
か
時
間
が
経
過

し
た
時
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
山
脇
武
と
名
乗
る
若
者
が
語
る
内
容
は
、
∧
上
V

と
同
じ
く
、
夫
婦
の
最
後
の
瞬
間
に
向
け
て
何
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
∧
上
V
で
良
輔
・
玲
子
夫
婦
を
焦
点
化
し
て
彼
ら
の
観

念
的
な
美
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
若
者
の
話
し
た

内
容
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
的
な
側
面
、
例
え
ば
若
者
と
の
実
際
的
な
出
会

い
と
や
り
と
り
と
い
っ
た
よ
う
な
∧
上
V
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
空
白
部

分
を
埋
め
る
、
現
実
的
な
視
点
か
ら
の
語
り
で
あ
る
。
事
件
の
様
相
を
全
く
異
な

る
視
点
か
ら
語
る
こ
と
で
、
物
語
は
よ
り
立
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
ま

り
に
観
念
的
な
美
の
状
況
を
、
新
た
に
若
者
の
視
点
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

物
語
の
相
対
化
を
図
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
若
者
は
誰
に
向
か
っ
て
話
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
「
間
」
の
パ
ー

ト
で
発
言
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
何
者
で
あ
る
か
は
作
品
内
で
は

明
言
さ
れ
な
い
が
、
尋
問
ら
し
き
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
物
は
山
脇
か

ら
事
件
に
つ
い
て
情
報
を
引
き
出
す
役
割
に
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
聞
き

手
は
、
小
説
の
読
み
手
に
非
常
に
近
い
立
場
に
あ
る
の
だ
。
事
件
の
結
末
を
知
っ

て
い
る
点
で
は
、
こ
の
聞
き
手
で
あ
る
「
間
」
で
発
言
す
る
人
物
と
、
テ
ク
ス
ト

の
読
者
も
平
等
で
あ
る
。
∧
上
V
で
観
念
的
な
物
語
を
体
験
し
た
読
み
手
は
、
そ

れ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
物
語
の
具
体
性
を
求
め

て
い
る
の
で
あ
り
、
∧
下
V
の
聞
き
手
は
読
者
の
物
語
へ
の
欲
望
を
代
理
し
て
い

る
の
だ
。

一
方
で
、
こ
の
聞
き
手
は
読
者
の
知
ら
な
い
情
報
を
持
っ
て
も
い
る
。
と
も
す

る
と
観
念
的
に
は
し
る
き
ら
い
の
あ
る
山
脇
の
発
言
を
「
そ
れ
で
、
女
と
の
二
度

目
の
出
会
い
は
ど
う
だ
つ
た
か
?
」
「
し
か
し
、
最
後
に
は
女
と
関
係
し
た
確
証

が
上
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
経
過
を
辿
つ
て
の
こ
と
か
?
」
な
ど
と
質
問
す

る
こ
と
で
山
脇
の
発
言
を
促
し
、
具
体
的
な
方
向
へ
と
修
正
を
加
え
る
。
∧
上
V

で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
空
白
部
分
を
読
者
の
欲
望
に
寄
り
添
っ
て
聞
き
出

す
と
と
も
に
、
先
導
し
な
が
ら
物
語
を
相
対
化
の
方
向
へ
導
い
て
い
く
の
だ
。

ま
た
、
こ
の
聞
き
手
は
事
件
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
山
脇
の
若
者
的
な
側
面
も

巧
み
に
引
き
出
し
て
い
る
。
彼
は
両
親
と
の
関
係
を
問
わ
れ
、
父
親
が
「
腹
を
立

て
て
や
た
ら
に
怒
っ
て
は
、
金
を
く
れ
る
」
　
こ
と
、
そ
れ
を
利
用
し
て
自
由
に
遊

び
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
得
意
げ
に
語
る
。
山
脇
が
口
に
し
た
若
者
言
葉
に
反
応

し
、
「
ダ
ン
モ
と
は
何
か
」
と
す
か
さ
ず
説
明
を
求
め
る
聞
き
手
は
、
山
脇
が
属

し
て
い
る
世
界
の
様
相
を
引
き
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
山
脇
は
そ
の
問
い
に
誘
導

さ
れ
る
よ
う
に
、
「
モ
ダ
ン
∴
ジ
ャ
ズ
の
こ
と
で
す
。
わ
か
っ
て
な
い
ん
だ
な
あ
」

と
答
え
、
「
フ
ァ
ン
キ
ー
」
と
い
う
店
で
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
ジ
ャ
ズ

ナ
ン
バ
ー
を
聴
き
、
薬
物
を
常
用
し
、
女
の
子
と
簡
単
に
関
係
を
も
つ
な
ど
、
著

者
の
世
界
の
現
状
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。

読
者
に
近
い
立
場
に
聞
き
手
と
な
る
人
物
を
設
定
し
、
山
脇
の
語
り
を
誘
導
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
来
事
が
語
り
直
さ
れ
る
と
と
も
に
、
山
脇
の
立
場
を
明
ら

か
に
し
て
い
く
。
そ
れ
は
∧
上
V
の
語
り
と
∧
下
V
の
語
り
の
差
異
を
明
確
な
も
の
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と
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
で
語
ら
れ
る
物
語
世
界
の
対
立
を
構
成
す
る
の
で
あ

る
。

る
こ
と
と
な
る
。

二
、
対
立
と
補
完

以
上
み
て
き
た
語
り
の
分
裂
は
、
良
輔
・
玲
子
夫
婦
と
山
脇
武
の
物
語
ら
れ
る

世
界
の
対
立
を
構
築
す
る
。
空
間
的
に
も
、
夫
婦
の
世
界
と
山
脇
の
世
界
の
間
に

は
「
多
摩
川
」
と
い
う
境
界
線
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
良
輔
と
玲
子
の
家
は
多
摩

川
を
越
え
た
東
京
の
郊
外
に
位
置
し
、
騒
音
か
ら
守
ら
れ
た
、
世
間
か
ら
隔
絶
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
場
所
に
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
空
間
は
ま
さ
に
二

人
だ
け
の
世
界
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
一
方
、
山
脇
の
属
す
る
世
界
は
あ
ま
り

に
戦
後
的
な
事
象
が
氾
濫
す
る
猥
雑
な
空
間
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
世
俗
が
丹
念
に

排
除
さ
れ
た
∧
上
V
の
物
語
ら
れ
る
場
と
、
世
俗
的
な
∧
下
V
の
物
語
ら
れ
る
場
は

実
に
対
照
的
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
異
な
る
位
相
か
ら
の
語
り
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
る
物
語
内
容
に
直

裁
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
良
輔
・
玲
子
夫
婦
の
世
界
と
、
山
脇
の
世
界
と
い
う
二

項
対
立
が
「
朝
の
純
愛
」
の
物
語
構
造
で
あ
る
。
山
中
剛
史
は
過
去
と
現
在
と
い

ぅ
二
元
論
が
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と
述
べ
、
「
そ
れ
は
ま
た
、
醜
と
美
、
肉
体

と
精
神
と
換
言
し
た
と
こ
ろ
で
、
同
義
語
と
し
て
通
用
し
よ
う
」
と
あ
ら
ゆ
る
対

(
7
)

立
項
に
よ
っ
て
作
品
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
は

老
い
と
若
さ
、
人
工
と
自
然
、
観
念
的
な
美
の
世
界
と
世
俗
的
か
つ
客
観
的
な
世

界
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
の
対
立
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
最
終
的
に
山
脇
は
良
輔
と
玲
子
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
冷

酷
な
視
点
で
夫
婦
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
山
脇
は
一
転
し
て
、
彼
ら
の
美
を
認
め

へ
ん
で
す
ね
、
奴
ら
は
、
長
い
接
吻
の
あ
ひ
だ
に
、
か
す
か
に
募
っ
て
く

る
暁
の
光
り
と
共
に
、
だ
ん
だ
ん
に
化
身
し
て
き
た
。
あ
の
婆
あ
と
爺
い
は
、

本
当
に
、
ど
ん
な
若
い
美
し
い
恋
人
同
士
よ
り
も
、
若
く
美
し
く
見
え
て
き

た
。僕

は
耳
い
っ
ぱ
い
に
鶏
の
声
を
き
い
て
ゐ
た
。
あ
の
不
吉
な
鳥
の
声
の
な

か
で
、
奴
ら
は
、
今
こ
は
れ
る
瞬
前
の
脆
い
陶
器
の
像
の
や
う
に
美
し
く
な

り
、
曙
に
映
え
て
薔
薇
い
ろ
に
な
っ
て
き
た
。
僕
は
今
ま
で
あ
ん
な
に
美
し

い
、
純
な
接
吻
を
み
た
こ
と
が
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
二
度
と
見
る
こ
と
は

な
い
だ
ら
う
。

こ
れ
ま
で
対
照
的
な
立
場
か
ら
話
し
て
い
た
山
脇
は
い
と
も
容
易
く
彼
ら
の
世
界

に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
実
に
あ
っ
け
な
く
彼
ら
の
美
を
認
め
て
し
ま
う
の
だ
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
作
品
の
結
末
は
、
あ
ま
り
に
ご
都
合
主
義
に
陥
っ
て
い
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
藤
淳
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
失
敗
と
断
じ
て
「
朝
の
純
愛
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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こ
の
作
品
の
根
本
的
な
弱
点
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
不
良
学
生
が
初
老
の

夫
婦
の
計
画
の
献
身
的
な
協
力
者
と
し
て
終
始
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
初
老
の
夫
婦
の
美
し
さ
、
本
物
性
が
あ
ま
り
に
安
易

(
8
)

に
絶
対
化
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
。

江
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
作
品
の
結
末
は
「
安
易
」
な
絶
対
化
の
た
め
失
速
し
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て
い
る
。
∧
下
V
で
山
脇
の
徹
底
的
な
ま
で
の
客
観
的
な
視
点
は
∧
上
V
の
内
実
を

暴
く
か
の
よ
う
に
辛
辣
で
あ
り
な
が
ら
も
、
現
実
的
な
世
界
に
立
脚
し
た
語
り
で

あ
っ
た
。
∧
上
∨
と
∧
下
V
の
語
り
の
分
断
は
、
実
は
そ
の
視
点
の
大
き
な
差
異
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
出
来
事
を
全
く
異
な
る
価
値
基
準
か
ら
語
り
直

す
試
み
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
作
品
全
体
を
貫
く
さ
ま
ざ
ま
な
二
項

対
立
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
∧
下
V
で
物
語
る
山
脇
が
い
と
も

簡
単
に
∧
上
V
の
観
念
的
な
世
界
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
ど
う
読
め
ば
い

い
の
だ
ろ
う
か
。

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
作
品
は
∧
上
V
と
∧
下
V
の
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界

が
対
立
的
構
造
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
は
語
り
の
分
断
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
も
大
き
な
語
り
の
変
化
は
、
物
語
そ
の
も
の
の
分
断
に
も
な
り
か
ね
な

い
が
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
明
確
で
大
き
な
差
異
は
、
テ
ク
ス
ト
の
二
元
論
的
世
界

を
際
立
た
せ
る
た
め
の
手
法
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
こ
の
対
立
的
構
造
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
∧

下
V
で
物
語
る
現
実
性
を
体
現
し
た
若
者
が
、
∧
上
V
の
世
界
に
取
り
込
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
で
、
良
輔
と
玲
子
の
観
念
的
な
美
の
世
界
は
成
就
し
た
。
こ
の
結
末
は

観
念
的
世
界
の
優
位
性
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
観
念
的
な
美

の
世
界
は
彼
ら
自
身
で
成
立
し
得
る
ほ
ど
の
強
度
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
結
局
、
二
人
の
主
観
の
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
絶
対

性
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
∧
下
V
で
語
ら
れ
る

よ
う
な
現
実
的
な
世
俗
社
会
の
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
は
じ
め
て
優
位
性
が
前

景
化
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
良
輔
と
玲
子
の
世
界
が
成
就
す
る
に
は
、
若
者

で
あ
る
山
脇
が
象
徴
す
る
世
俗
的
な
世
界
の
存
在
が
不
可
避
的
要
素
な
の
で
あ

り
、
そ
の
世
俗
性
な
ど
の
対
立
的
要
素
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
か
え
っ
て
観
念

的
世
界
の
美
は
補
完
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
優
位
性
は
∧
下
V
で
語

ら
れ
る
世
界
に
本
質
的
に
依
存
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
山
脇
の
体

現
す
る
戦
後
の
自
堕
落
な
時
間
が
な
け
れ
ば
、
良
輔
と
玲
子
の
二
人
だ
け
の
世
界

が
成
り
立
つ
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
観
念
は
あ
く
ま
で
戦
後
的
時

間
を
知
悉
す
る
こ
と
で
顕
現
し
た
の
だ
。
∧
下
V
の
物
語
世
界
が
∧
上
V
に
内
包
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
観
念
的
な
美
の
世
界
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え

る
。

三
、
「
腐
敗
」
し
て
い
く
現
在
に
お
け
る
過
去
の
再
現

「
朝
の
純
愛
」
に
は
い
か
な
る
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
か
。
良
輔
と
玲
子
の
世

界
と
、
若
者
の
山
脇
の
世
界
と
で
は
異
な
る
時
間
が
流
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
相

対
立
す
る
時
間
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
な
時
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
永
続
的

に
流
れ
る
現
在
の
時
間
の
な
か
で
過
去
を
い
か
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

ま
た
、
再
現
し
得
た
愛
の
絶
頂
の
瞬
間
を
永
遠
な
も
の
へ
と
転
化
す
る
こ
と
へ
の

挑
戦
が
あ
る
。

良
輔
と
玲
子
に
と
っ
て
過
去
と
は
二
人
が
出
会
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
「
戦
争
と
生
の
不
安
が
大
き
く
立
ち
ふ
さ
が
り
、
別
れ
が
予
定

さ
れ
」
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
戦
争
末
期
と
い
う
時
代
状
況
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
の
時
の
二
人
の
姿
は
「
愛
の
至
福
の
姿
」
と
し
て
記
憶
さ

れ
る
。こ

の
時
の
姿
を
彼
ら
が
異
常
な
ま
で
に
美
化
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
の
二
人

を
取
り
巻
く
時
間
の
変
化
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争

が
終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
彼
ら
の
「
生
の
不
安
」
は
立
ち
消
え
、
そ
の
代
わ
り
に

77
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い
つ
ま
で
も
続
く
時
間
が
到
来
し
た
こ
と
に
大
き
く
起
因
す
る
の
だ
。
緩
慢
な
時

間
を
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
死
の
予
感
に
満
ち
た
戦
前
の

時
間
の
な
か
で
の
二
人
の
姿
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
時
代
が
大
き
く

変
化
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
こ
そ
、
過
去
の
二
人
の
姿
は
美
的
な
も
の
へ
と
昇
華
さ

れ
る
。
そ
こ
で
彼
ら
が
試
み
る
の
は
瞬
間
の
再
現
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
「
複
雑
で

人
工
的
な
試
み
」
を
し
な
が
ら
若
さ
を
保
ち
続
け
、
流
れ
行
く
時
間
の
中
に
過
去

の
瞬
間
を
繰
り
返
し
呼
び
戻
し
て
い
く
の
だ
。

良
輔
と
玲
子
は
過
去
の
瞬
間
に
時
点
を
お
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
立
ち
返
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
過
去
に
回
帰
す
る
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
今
と
い
う
時
間
の
中
で
過
去
の
美
し
い
瞬
間
を
頭
現
さ
せ
る
こ

と
、
時
間
の
力
学
に
抗
っ
て
、
か
つ
て
の
瞬
間
を
再
生
産
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に

賭
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
今
と
い
う
も
の
が
「
腐
敗
」
を

進
行
さ
せ
る
時
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
過
去
は
美
化
さ
れ
、
「
腐

敗
」
し
て
い
く
現
在
に
対
噂
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
腐
敗
」
し
て
い
く
現
在
が

あ
る
か
ら
こ
そ
過
去
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
腐
敗
」
　
の
な
か
で
過
去
の

美
し
い
瞬
間
を
再
現
す
る
と
い
う
試
み
自
体
に
彼
ら
の
目
的
は
あ
る
。
そ
れ
は
「
自

然
」
と
「
不
自
然
」
と
い
う
対
立
項
で
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
唯
一
つ
疑
ひ

の
な
い
こ
と
は
、
こ
の
瞬
間
の
接
吻
が
世
に
も
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
二
人
は
こ

の
瞬
間
の
自
然
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
ん
な
に
も
不
自
然
な
努
力
を
強
い
ら

れ
た
」
　
の
で
あ
る
。

時
の
流
れ
に
逆
ら
う
彼
ら
は
肉
体
の
(
表
面
上
の
)
若
さ
を
と
ど
め
る
べ
く
様

々
な
努
力
を
す
る
。
そ
れ
は
美
貌
を
保
つ
努
力
で
あ
り
、
「
詩
や
想
像
力
」
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
「
演
技
」
　
で
あ
る
。
「
複
雑
で
人
工
的
な
試
み
」
と
い
う
不
自
然

の
う
え
に
成
り
立
つ
自
然
。
不
自
然
な
努
力
の
末
に
結
実
す
る
自
然
と
い
う
あ
ま

り
に
観
念
的
な
美
で
あ
る
が
、
そ
の
不
自
然
な
努
力
は
必
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
な
の

で
あ
り
、
そ
の
不
自
然
な
努
力
な
く
し
て
は
そ
の
実
は
顕
現
す
る
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
玲
子
の
存
在
そ
の
も
の
に
も
通
じ
て
い
る
。

彼
女
に
と
っ
て
は
、
か
く
て
、
肌
の
底
深
い
と
こ
ろ
は
、
も
は
や
肉
体
の
領

域
で
は
な
か
つ
た
と
云
へ
る
。
そ
れ
は
精
神
の
領
域
と
云
は
う
か
、
つ
ね
に

腐
敗
と
分
解
作
用
の
進
行
し
て
ゐ
る
塵
芥
処
理
場
の
領
域
、
生
き
な
が
ら
の

死
の
領
域
と
云
は
う
か
、
…
…
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
彼
女
の
外
側
へ
、
つ

ま
り
肉
体
へ
、
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

「
腐
敗
」
し
て
い
く
「
生
き
な
が
ら
の
死
の
領
域
」
と
、
美
し
さ
を
保
ち
続
け
よ

ぅ
と
す
る
肉
体
の
両
義
性
。
玲
子
と
い
う
存
在
は
そ
の
両
面
性
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
て
い
る
。
肌
の
表
面
に
あ
ら
わ
れ
た
若
さ
や
美
し
さ
は
、
そ
の
内
面
に
「
腐
敗
」

が
進
行
す
る
領
域
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
上
で
の
美
し
さ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
美
は
一
種
の
凄
み
す
ら

湛
え
て
い
る
。
彼
ら
の
美
に
と
っ
て
は
「
腐
敗
」
し
た
「
死
の
領
域
」
は
そ
の
基

盤
と
し
て
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
無
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
の
が
彼
ら
の

求
め
て
い
る
美
な
の
で
あ
る
。
「
腐
敗
」
し
て
い
く
領
域
と
は
、
時
間
の
流
れ
に

逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
領
域
を
自
己
の
深
部
に
抱

え
な
が
ら
も
、
そ
の
上
に
肉
体
の
美
を
築
き
、
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
彼

ら
は
執
着
し
て
い
る
。

「
腐
敗
」
し
て
い
く
「
生
き
な
が
ら
の
死
の
領
域
」
と
、
美
し
さ
を
保
ち
続
け

よ
う
と
す
る
肉
体
の
両
義
性
こ
そ
が
「
朝
の
純
愛
」
の
主
題
で
あ
り
、
作
者
三
島

由
紀
夫
が
時
間
や
歴
史
、
時
代
と
い
う
事
象
の
な
か
に
見
出
し
た
テ
ー
マ
な
の
だ
。
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(
9
)

そ
れ
は
こ
の
小
説
の
直
後
か
ら
連
載
が
開
始
さ
れ
る
『
豊
健
の
海
』
に
引
き
継
が

れ
、
ま
た
発
展
し
て
い
く
問
題
で
も
あ
る
。

「
朝
の
純
愛
」
と
い
う
小
説
は
、
あ
ら
ゆ
る
二
項
対
立
で
構
成
さ
れ
た
世
界
だ

が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
一
方
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
崩
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な

関
係
で
あ
る
。
良
輪
と
玲
子
の
美
の
世
界
は
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界

の
対
立
項
で
あ
る
現
在
と
い
う
時
間
や
そ
れ
に
伴
う
老
い
、
さ
ら
に
山
脇
と
い
う

著
者
が
体
現
し
て
い
る
世
界
が
無
く
て
は
、
そ
も
そ
も
良
輔
と
玲
子
の
世
界
は
存

在
す
ら
な
し
え
な
い
。
彼
ら
の
美
の
世
界
は
、
そ
れ
だ
け
で
自
立
し
う
る
ほ
ど
の

強
度
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
結
局
二
人
が
「
主
観
的
な
美
の
幻
影
」
を

実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
と
し
て
「
腐
敗
」
を
感
じ
さ
せ

る
、
現
在
を
支
配
す
る
時
間
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

「
戦
争
と
生
の
不
安
が
大
き
く
立
ち
ふ
さ
が
り
、
別
れ
が
予
定
さ
れ
」
た
戦
前

の
時
間
は
二
人
の
理
想
的
な
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
消
滅
し
て
し

ま
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
彼
ら
は
そ
の
時
の
二
人
の
姿
を
何
度
も
再
現
す
る
べ
く

「
複
雑
で
人
工
的
な
試
み
」
を
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
二
人
は
単
純
に

過
去
に
回
帰
す
る
こ
と
自
体
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
今
と
い
う
時
間
の
中

で
過
去
の
彼
ら
の
美
し
い
瞬
間
を
再
現
さ
せ
る
こ
と
に
賭
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

刻
々
と
続
い
て
い
く
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
「
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
腐
敗
と
分
解

作
用
に
抵
抗
」
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
に
よ
る
生
の

不
安
に
覆
わ
れ
、
別
れ
が
い
つ
訪
れ
る
と
も
し
れ
な
い
と
い
う
時
代
へ
の
回
帰
と

い
う
こ
と
と
は
異
な
る
。
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
終
わ
り
の
直
前
の
刺
那
に
「
主
観

的
な
美
の
幻
影
」
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
今

の
状
況
の
中
に
自
分
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
が
、
過
去
の
美
の
再
現

へ
と
彼
ら
を
駆
り
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
前
提
と
し
て
の
戦
後

作
品
の
な
か
に
お
け
る
現
在
の
時
間
は
、
山
脇
武
と
い
う
若
者
が
体
現
し
て
い

る
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
ロ
か
ら
直
接
語
ら
れ
る
世
界
で
あ

り
、
現
代
の
世
俗
的
な
状
態
に
浸
り
き
っ
た
世
界
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
若
者
的

世
界
は
「
朝
の
純
愛
」
　
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
世
界
が
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
月
」
や
「
葡
萄
パ
ン
」
に
描
か
れ
た
若
者
た
ち
の
世
界
と
「
朝
の
純
愛
」
　
の

若
者
の
世
界
は
大
き
く
異
な
る
。
「
月
」
　
「
葡
萄
パ
ン
」
　
の
ピ
ー
タ
ア
た
ち
は
ア
ン

グ
ラ
文
化
の
申
し
子
で
あ
り
時
代
の
前
衛
を
生
き
る
若
者
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
は

自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
退
屈
な
社
会
を
「
藷
た
ち
」
　
の
世
界
と
見
倣
し
一
線
を
画

す
が
、
彼
ら
の
抱
え
る
虚
無
感
と
孤
独
感
は
よ
り
一
層
深
く
癒
し
が
た
い
も
の
と

し
て
描
か
れ
て
い
た
。
時
代
の
先
端
を
生
き
な
が
ら
も
戦
後
と
い
う
大
き
な
時
代

の
潮
流
か
ら
は
吃
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
朝
の
純
愛
」
　
で
描
か
れ

る
若
者
の
世
界
は
あ
ま
り
に
俗
化
し
た
戦
後
的
な
社
会
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
怠
惰
で
「
腐
敗
」
　
し
た
時
間
に
支
配
さ
れ
た
戦
後
の
社
会
は
、
そ
の
反
動
と
し

て
過
去
と
い
う
時
間
に
向
け
て
三
島
の
意
識
を
う
な
が
す
装
置
と
な
っ
て
い
る
。

「
月
」
　
「
葡
萄
パ
ン
」
　
で
は
時
代
か
ら
隔
絶
し
た
世
界
に
存
在
す
る
人
物
が
若

者
の
姿
に
仮
託
さ
れ
て
い
た
が
、
「
自
動
車
」
や
特
に
「
朝
の
純
愛
」
　
に
お
い
て

は
、
そ
れ
は
戦
前
か
ら
戦
後
を
生
き
る
人
間
の
側
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
時
期
三
島
は
集
中
し
て
若
者
の
世
界
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
様
相
は
大
き
く

変
化
し
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
み
え
る
の
は
、
三
島
の
今
と
い
う
時
代
へ
の
欲
望

の
失
速
と
、
過
去
と
い
う
時
間
を
再
現
す
る
こ
と
へ
の
志
向
で
あ
る
。
「
月
」
「
葡
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萄
パ
ン
」
　
の
若
者
た
ち
は
、
大
衆
化
さ
れ
た
戦
後
社
会
と
は
距
離
を
置
き
時
代
の

前
衛
に
生
き
な
が
ら
も
、
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
孤
独
を
露
わ
に
す
る
。
彼
ら
は

時
代
へ
の
欲
望
と
失
望
を
内
包
し
た
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
「
自
動
車
」
　
「
朝
の

純
愛
」
　
で
は
若
者
が
纏
う
時
代
の
風
俗
は
こ
と
ご
と
く
ノ
イ
ズ
と
し
て
描
か
れ
、

怠
惰
な
戦
後
的
人
間
へ
と
な
り
は
て
る
。
今
現
在
の
時
代
へ
の
失
望
が
色
濃
く
た

ち
こ
め
る
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
そ
の
失
望
の
深
さ
に
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に

過
去
と
い
う
時
間
軸
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
朝
の
純
愛
」
　
の
良
輔
と
玲
子
の
世
界
は
主
観
的
な
観
念
の
美
に
彩
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
世
界
を
、
対
照
的
な
世
界
に
存
在
す
る
人
物

の
目
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
語
り
直
し
を
は
か
っ
て
い
る
。
山
脇
に
よ
っ
て
語

ら
れ
る
彼
の
世
界
と
は
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
と
ド
ラ
ッ
グ
、
気
軽
な
男
女
関
係
と
い

ぅ
昭
和
四
十
年
当
時
の
一
部
の
若
者
た
ち
が
享
受
し
て
い
た
猥
雑
な
世
界
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
山
脇
が
語
る
世
界
は
、
世
俗
を
こ
と
ご
と
く
排
除
し
た
二
人
だ

け
の
世
界
で
生
き
る
良
輔
と
玲
子
の
世
界
と
は
み
ご
と
な
対
照
性
を
な
し
て
い

る
。
彼
ら
夫
婦
の
世
界
は
世
俗
か
ら
隔
絶
し
た
特
殊
な
空
間
で
あ
る
。
し
か
し
完

全
に
現
実
の
影
が
拭
い
さ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
く
い
と
め
る

こ
と
の
で
き
な
い
老
い
と
い
う
厳
し
い
現
実
は
彼
ら
の
肉
体
の
内
部
に
腐
敗
と
し

て
浸
蝕
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
容
赦
の
な
い
現
実
の
支
配
力
に
自
覚
的
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
「
詩
や
想
像
力
」
や
「
演
技
」
　
に
よ
っ
て
対
抗
し
、
そ
の
現
実
の
上

に
彼
ら
の
美
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
に
挑
戦
し
て
い
る
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
一
組
の
美
男
美
女
と
い
う
人
物
造
形
は
、
「
憂
国
」

の
武
山
中
尉
と
妻
の
麗
子
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
良
輔
と
玲
子
と
同
じ
く
、
「
憂

国
」
　
の
男
女
も
ま
た
、
二
　
二
六
事
件
の
騒
乱
か
ら
隔
離
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
閉

ざ
さ
れ
た
空
間
の
な
か
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
共
に
、
美
の
絶

頂
の
瞬
間
が
死
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
ま
た
、
死
の
予
感
に
充
ち
た
生
の
絶
頂
の

瞬
間
が
死
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
こ
と
で
、
美
し
い
l
瞬
が
永
遠
に
静
止
し
た
像

と
な
っ
て
い
る
。
「
憂
国
」
は
昭
和
十
一
年
の
二
二
一
六
事
件
を
背
景
に
し
な
が

ら
も
、
そ
の
時
代
を
象
徴
す
る
事
件
は
小
説
の
背
景
と
し
て
し
か
機
能
せ
ず
、
時

代
や
社
会
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
朝
の
純
愛
」
で
は

若
者
の
世
界
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
戦
後
社
会
と
い
う
時
代
相
そ
の
も
の
を
、

良
輔
と
玲
子
が
生
き
る
世
界
と
の
対
立
項
と
し
て
召
還
し
、
時
代
と
い
う
も
の
を

積
極
的
に
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
美
は
、
彼
ら
の
主
観
的
な
世

界
の
な
か
だ
け
で
措
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
若
者
の
視
点
と
い
う
あ
る
意
味
現
実

的
な
人
間
を
証
人
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
女
の
官
能
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る

美
の
瞬
間
が
、
現
在
と
過
去
と
い
う
時
間
の
様
相
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
「
憂
国
」
の
よ
う
に
完
全
に
世
界
か
ら
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
今
と
い

ぅ
時
代
、
ま
た
は
不
断
に
続
く
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
、
「
腐
敗
」
に
耐
え
な
が

ら
、
い
か
に
永
遠
の
も
の
と
し
て
定
位
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
発
展
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
三
島
自
身
が
身
を
置
い
て
い
る
時
代
に
対
面
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
戦
後
社
会
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
自
ら
の
美
の
成
立

の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
て
い
く
か
と
い
う
時
代
へ
の
関
心
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
。山

脇
の
体
現
す
る
現
実
は
良
輔
と
玲
子
の
世
界
に
対
噂
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら

の
世
界
の
成
立
を
保
証
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
山
脇
が
象
徴
す
る
戦
後
と
い
う
時

代
性
は
、
良
輔
・
玲
子
夫
婦
の
世
界
の
美
の
成
立
を
保
証
す
る
。
そ
し
て
そ
の
若

者
の
世
界
は
、
彼
ら
の
美
的
な
世
界
と
は
異
な
る
、
戦
後
の
猥
雑
な
空
気
に
充
ち

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
と
い
う
緩
慢
で
猥
雑
な
時
間
の
流
れ
の
な

か
で
、
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
前
提
が
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な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
彼
ら
の
美
自
体
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

お
わ
り
に

「
朝
の
純
愛
」
と
は
過
去
の
再
生
産
と
そ
こ
に
現
わ
れ
る
美
を
描
い
た
作
品
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
と
い
う
時
間
へ
の
回
帰
と
い
う
指
向
性
の
み
で
解
釈

し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
現
実
と
い
う
前
提
が
無
け
れ
ば
物
語

は
成
り
立
た
な
い
の
だ
。
「
他
人
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
の
、
冷
い
軽
蔑
感
が

二
人
の
情
熱
の
保
証
に
な
っ
た
」
よ
う
に
、
彼
ら
の
美
の
実
現
に
は
戦
後
と
い
う

社
会
、
そ
れ
も
若
者
を
め
ぐ
る
風
俗
的
な
猥
雑
さ
と
堕
落
的
な
世
界
が
、
そ
の
実

現
の
保
証
と
な
っ
て
い
る
。

過
去
と
現
在
と
い
う
時
間
の
対
立
は
、
完
全
な
る
対
立
で
は
な
く
、
相
互
補
完

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
戦
後
と
い
う
時
代
に
立
脚
し
た
視
点
で
作
品
を

書
い
た
三
島
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
島
は
「
文
学
的
予
言
-
昭
和
四
十

年
代
」
と
い
う
文
章
で
、
こ
れ
か
ら
の
文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

昭
和
四
十
年
代
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
は
ら
ず
、
知
識
人
は
書
斎

に
か
へ
り
、
文
学
者
は
文
学
に
か
へ
る
時
代
と
な
る
で
あ
ら
う
。
も
は
や
知

識
人
の
大
衆
へ
の
媚
び
は
、
お
笑
ひ
草
と
な
る
だ
け
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
も

媚
び
た
い
と
思
ふ
人
は
、
本
格
的
な
娼
婦
に
な
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ら
う
。

も
は
や
セ
ミ
・
プ
ロ
は
通
用
し
な
い
で
あ
ら
う
。

本
多
秋
五
氏
の
文
学
の
「
有
効
性
の
上
に
あ
る
も
の
」
を
も
ぢ
つ
て
い
へ

ば
「
無
効
性
の
上
に
あ
る
も
の
」
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
代
が
く
る
で

(
1
0
)

あ
ら
,
つ
。

三
島
の
言
う
「
無
効
性
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
戦
後
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
を

指
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
後
的
人
間
で
あ
る
大
衆
と
は
距
離
を
お
き
な
が

ら
も
、
そ
の
「
大
衆
へ
の
媚
び
」
す
ら
無
効
と
な
っ
た
現
代
で
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
た
う
え
で
、
美
を
兄
い
だ
す
こ
と
へ
の
意
志
が
う
か
が
え
る
。
戦
後
と
い
う
時

代
、
そ
の
過
度
に
大
衆
化
し
た
社
会
に
生
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
無
い
も
の
を
求

め
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
戦
後
と
い
う
時
代
に
お
け
る
過
去
へ
の
立
ち
返
り
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
過
去
そ
の
も
の
へ
の
視
線
で
は
な
く
、
そ
の
視

線
を
放
つ
∧
場
V
と
し
て
、
戦
後
と
い
う
時
代
状
況
は
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
、
戦
後
と
い
う
「
無
効
性
」
　
の
上
に
築
か
れ
た
文
学
へ
の
志
向
で
あ

り
、
過
去
と
い
う
時
間
の
理
想
化
と
美
の
認
識
は
、
三
島
自
身
が
前
後
の
社
会
の

な
か
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
性

質
、
両
義
性
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
三
島
と
い
う
作
家
が
こ
と

さ
ら
∧
多
面
体
V
と
し
て
語
ら
れ
る
一
因
で
あ
ろ
う
。
三
島
に
と
っ
て
戦
後
と
い

ぅ
時
代
と
社
会
は
、
存
在
そ
の
も
の
に
関
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
三
島
と
戦

後
と
い
う
時
代
と
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
窄
ん
で
は
い
る
が
、
「
朝
の
純

愛
」
と
は
三
島
の
戦
後
批
判
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
し
て
戦
後
と
い
う
時
代
が

前
提
条
件
で
あ
る
と
い
う
、
時
代
感
覚
の
一
端
を
指
摘
す
る
こ
と
の
で
き
る
小
説

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
の
分
裂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
、

物
語
の
内
容
に
綻
び
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
最
終
的
に
山
脇
が
良
輔
と
玲
子
の
世

界
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
▼
は
あ
ま
り
に
も
安
易
な
結
末
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
綻
び
か
ら
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
の
は
過
去
と
現
在
と
い
う
対
立
項
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
完
全
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
と
い
う
時
間
が
過
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去
に
包
含
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
現
在
と
い
う
時
間
か
ら
の
照
射
に
よ
っ
て
過

去
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
、
相
互
補
完
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
朝
の
純
愛
」

に
お
け
る
物
語
の
綻
び
、
分
裂
は
、
時
間
の
概
念
を
構
図
化
し
ょ
う
と
す
る
強
硬

な
語
り
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
か
え
っ
て
作
者
で
あ

る
三
島
が
あ
ら
た
に
意
識
し
は
じ
め
た
時
代
や
時
間
と
い
っ
た
問
題
系
が
露
呈
し

た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
三
島
の
流
動
す
る
意
識
と
と
も
に
、
後
年
に
向
か
っ
て
大

き
く
転
換
し
て
い
く
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

*
テ
キ
ス
ト
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
第
二
十
巻
』
(
平
成
十
四
年
七
月
、
新
潮
社
)

を
使
用
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

注
(
1
)
松
本
徹
『
三
島
由
紀
夫
　
エ
ロ
ス
の
劇
』
「
第
十
四
章
　
絶
対
へ
の
　
「
恋
閲
」
-

『
英
霊
の
声
』
『
朱
雀
家
の
滅
亡
』
な
ど
」
　
(
平
成
十
七
年
五
月
、
作
品
社
)

(
2
)
　
井
上
隆
史
『
三
島
由
紀
夫
　
虚
無
の
光
と
闇
』
「
六
〇
年
代
と
三
島
由
紀
夫
-
純

文
学
論
争
、
映
画
「
憂
国
」
、
東
大
全
共
闘
と
の
討
論
、
歌
舞
伎
『
椿
説
弓
張
月
』
」

(
平
成
十
八
年
十
一
月
、
試
論
社
)
　
な
お
こ
の
論
文
の
初
出
時
の
原
題
は
　
「
時

代
の
交
点
の
カ
ー
六
〇
年
代
と
三
島
由
紀
夫
」
　
(
平
成
十
一
年
九
月
、
「
昭
和
文
学

研
究
し
)

(
3
)
　
江
藤
淳
「
文
芸
時
評
」
　
(
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
六
日
、
「
朝
日
新
聞
夕
刊
」
)

(
4
)
磯
田
光
一
「
解
説
」
　
(
昭
和
五
十
三
年
二
月
、
新
潮
文
庫
『
女
神
』
)

(
5
)
三
島
由
紀
夫
「
私
の
遍
歴
時
代
」
(
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
日
～
五
月
二
十
三
日
、

「
東
京
新
聞
夕
刊
」
)

(
6
)
　
三
島
は
三
好
行
雄
と
の
対
談
　
「
三
島
文
学
の
背
景
」
　
(
昭
和
四
十
五
年
五
月
、
「
国

文
学
」
　
臨
時
増
刊
)
　
に
お
い
て
も
、
明
日
が
な
い
と
い
う
意
識
の
な
か
で
生
き

て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
「
お
そ
ら
く
あ
と
に
な
っ
て
の
感
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど

も
、
「
終
わ
り
だ
」
　
と
思
っ
て
い
た
は
う
が
、
自
分
の
ほ
ん
と
う
の
生
き
方
で
、

「
先
が
あ
る
ん
だ
ぞ
」
　
と
い
う
生
き
方
は
自
分
の
生
き
方
で
は
な
い
ん
だ
、
と

い
う
思
い
が
ず
う
っ
と
続
い
て
い
ま
す
ね
。
い
ま
だ
に
続
い
て
い
ま
す
。
」
　
「
小

説
を
書
く
と
い
う
の
に
は
、
こ
と
ば
の
世
界
で
自
分
の
信
ず
る
　
「
あ
す
の
な
い

世
界
」
　
を
書
く
こ
と
で
す
ね
。
」

(
7
)
山
中
剛
史
「
仮
構
の
美
と
虚
無
-
三
島
由
紀
夫
「
朝
の
純
愛
」
を
め
ぐ
っ
て
」
　
(
平

成
十
年
一
月
、
「
重
文
致
」
)

(
8
)
　
(
3
)
　
に
同
じ

(
9
)
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
　
第
四
十
二
巻
』
(
平
成
十
七
年
八
月
、
新
潮
社
)

の
　
「
年
譜
」
　
に
よ
れ
ば
、
「
春
の
雪
」
　
の
起
筆
は
六
月
で
あ
る
。
一
方
「
朝
の
純

愛
」
は
同
年
六
月
に
雑
誌
「
日
本
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
松
本
徹
は
「
春
の
雪
」

の
連
載
第
一
回
目
の
締
め
切
り
は
七
月
下
旬
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
『
三

島
由
紀
夫
　
エ
ロ
ス
の
劇
』
「
第
十
三
章
　
「
至
福
」
　
を
な
ぞ
る
」
)
　
　
「
朝
の
純

愛
」
　
の
執
筆
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
三
島
は
「
春
の
雪
」
　
の
取
材
を
同
年

二
月
よ
り
始
め
て
お
り
、
こ
の
両
作
は
か
な
り
近
接
し
た
時
期
に
書
か
れ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

(
1
0
)
　
三
島
由
紀
夫
「
文
学
的
予
言
-
昭
和
四
十
年
代
」
　
(
昭
和
四
十
年
一
月
十
日
、

「
毎
日
新
聞
夕
刊
」
)

82

(
な
か
も
と
　
さ
お
り
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)




