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老
人
の
思
ひ
出
話
な
ど
、
今
の
若
い
人
に
は
あ
ま
り
興
味
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
が
、
老
人
に
と
つ

て
は
、
思
ひ
出
に
耽
る
こ
と
は
楽
し
い
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
楽
し
み
に
耽
る
機
会
を
与
へ
ら
れ
た
北
島

葭
江
先
輩
自
身
が
、
す
で
に
い
ろ
〳
〵
な
思
ひ
出
の
種
に
な
る
。

　
こ
の
春
安
倍
能
成
君
か
ら
電
話
が
か
ゝ
つ
て
来
て
、
北
島
が
訪
ね
て
行
く
か
ら
、
逢
つ
て
頼
み
を
聞
い

て
や
つ
て
く
れ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
わ
た
く
し
は
北
島
さ
ん
の
昔
の
顔
を
思
ひ
起
す
こ
と
が

出
来
た
。
安
倍
君
と
同
じ
級
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
大
学
は
ち
や
う
ど
入
れ
替
り
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

ど
こ
か
で
ち
よ
い
〳
〵
顔
を
見
た
こ
と
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
で
来
訪
さ
れ
た
北
島
さ
ん
は
、

八
十
近
い
老
人
で
あ
つ
た
。
昔
の
面
影
が
残
つ
て
ゐ
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
昔
の
大
学
生
と
は

大
分
感
じ
が
違
つ
て
ゐ
た
。
聞
い
て
見
る
と
、
大
学
は
安
倍
君
と
一
緒
で
あ
つ
た
が
、
年
は
安
倍
君
よ
り

も
五
つ
六
つ
上
だ
と
い
ふ
。
若
い
頃
に
は
そ
れ
ほ
ど
に
思
は
な
か
つ
た
が
、
今
見
る
と
わ
た
く
し
よ
り
も

よ
ほ
ど
長
老
に
見
え
る
。
さ
う
い
ふ
長
老
の
い
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
書
く
材
料
が
あ
ら
う
と
な
か

ら
う
と
、
と
に
か
く
い
は
れ
る
ま
ゝ
に
原
稿
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
よ
〳
〵
そ
の
原
稿
を
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
期
に
な
る
と
、
さ
て
何
を
書
い
て
よ

い
か
解
ら
な
い
。
題
目
は
「
西
の
京
の
思
ひ
出
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
奈
良
の
西
の
京
に
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つ
い
て
特
別
な
思
ひ
出
を
持
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
も
な
い
。
ど
う
し
て
わ
た
く
し
に
か
う
い
ふ
題
目
が
割
り

あ
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
と
考
へ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
ふ
と
思
ひ
出
し
た
の
は
、
若
い
頃
に
書
い
た
『
古
寺

巡
礼
』
の
な
か
に
、
唐
招
提
寺
や
薬
師
寺
を
見
物
し
た
日
の
夕
方
、
奈
良
の
町
へ
帰
る
田
畝
道
の
上
で
、

薬
師
寺
の
仏
像
と
ガ
ン
ダ
ラ
美
術
と
の
聯
関
に
つ
い
て
い
ろ
〳
〵
と
空
想
に
ふ
け
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
あ
れ
は
「
西
の
京
で
の
空
想
」
で
あ
つ
て
、
「
西
の
京
の
思
ひ
出
」
で
は
な
い
が
、
し
か
し
今
か

ら
思
ふ
と
、
わ
た
く
し
に
と
つ
て
は
曽
て
西
の
京
か
ら
の
帰
り
途
の
原
中
で
あ
ゝ
い
ふ
空
想
に
耽
つ
た
と

い
ふ
こ
と
自
体
が
、
西
の
京
の
思
ひ
出
と
な
る
で
あ
ら
う
。
わ
た
く
し
に
こ
の
題
目
が
割
り
当
て
ら
れ
た

と
い
ふ
こ
と
の
背
後
に
は
、
さ
う
い
ふ
聯
想
が
働
い
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
さ
う
な
る
と
わ
た
く
し
は
、
若
い
者
が
あ
ゝ
い
ふ
空
想
に
魂
の
飛
ぶ
思
ひ
を
し
た
あ
の
時
代
の

特
殊
な
雰
囲
気
を
、
興
味
深
く
思
ひ
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
北
島
さ
ん
が
東
大
に
在
学
し
て
ゐ
た

時
期
と
あ
ま
り
距
つ
て
ゐ
な
い
頃
の
出
来
事
で
あ
る
。
勿
論
、
仏
教
美
術
に
関
し
て
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
影

響
の
顕
著
な
ガ
ン
ダ
ラ
彫
刻
が
問
題
と
さ
れ
始
め
た
の
は
、
前
世
紀
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
も
高

山
樗
牛
は
、
死
ぬ
前
に
「
日
本
美
術
史
稿
」
の
な
か
で
、
グ
リ
ュ
ン
ヱ
ー
デ
ル
な
ど
を
引
用
し
て
、
奈
良

の
仏
像
と
ガ
ン
ダ
ラ
美
術
と
の
関
聯
を
説
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
樗
牛
全
集
の
第
一
巻
に
収
録
さ
れ
て
、
明

治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
に
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
わ
た
く
し
た
ち
が
奈
良
の
彫
刻
に
注
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意
を
向
け
る
や
う
に
な
つ
た
の
も
、
ま
た
そ
の
彫
刻
の
印
象
に
関
聯
し
て
あ
ゝ
い
ふ
空
想
を
刺
戟
さ
れ
る

や
う
に
な
つ
た
の
も
、
樗
牛
の
「
日
本
美
術
史
」
と
は
全
然
関
係
が
な
い
。
そ
れ
は
全
く
別
途
に
、
一
つ

は
東
大
で
の
日
本
美
術
史
の
講
義
か
ら
、
他
は
サ
ー
・
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
の
新
疆
省
探
険
の
報
告
か

ら
刺
戟
さ
れ
た
た
め
で
あ
つ
た
。

　
日
本
美
術
史
の
講
義
は
、
わ
た
く
し
ど
も
の
在
学
の
頃
に
岡
倉
覚
三
先
生
や
滝
精
一
先
生
が
始
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
北
島
さ
ん
の
在
学
の
頃
に
は
ま
だ
そ
の
講
義
が
な
く
、
工
科
大
学
の
関
野
貞
先
生
の
日

本
建
築
史
の
講
義
で
そ
れ
を
埋
め
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。
そ
の
頃
関
野
先
生
は
や
つ
と
四
十
歳
位
で
あ
つ
た

と
思
ふ
が
、
日
本
の
古
い
建
築
や
彫
刻
に
対
す
る
強
烈
な
関
心
で
小
柄
な
体
が
は
ち
切
れ
る
や
う
に
な
つ

て
ゐ
た
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
九
月
に
入
学
し
た
魚
住
影
雄
君
は
、
こ
の
講
義
が
よ
ほ
ど
面

白
か
つ
た
と
見
え
て
、
下
宿
へ
遊
び
に
行
く
と
好
く
そ
の
話
を
し
た
。
魚
住
君
は
、
自
分
が
興
味
を
起
し

て
ゐ
れ
ば
共
に
ゐ
る
相
手
も
ま
た
そ
の
興
味
を
共
に
持
つ
こ
と
を
要
求
す
る
人
で
あ
つ
た
の
で
、
自
然
さ

う
い
ふ
態
度
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ふ
が
、
さ
う
い
ふ
風
に
当
人
が
興
味
を
以
て
話
す
と
、
そ
の
興
味
は
非

常
に
伝
染
し
易
い
。
恐
ら
く
魚
住
君
自
身
が
関
野
先
生
の
心
に
渦
巻
い
て
ゐ
る
興
味
に
感
染
し
て
ゐ
た
の

で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
関
係
で
、
わ
た
く
し
も
関
野
先
生
の
講
義
に
非
常
に
興
味
を
抱
き
、
そ
の
学
年
の

終
り
に
魚
住
君
の
ノ
ー
ト
を
借
り
て
読
ん
だ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
ノ
ー
ト
の
レ
ジ
ュ
メ
を
作
つ
て
、
そ
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の
年
の
夏
休
み
に
奈
良
へ
行
つ
た
時
に
、
そ
れ
を
持
つ
て
歩
い
た
。
こ
れ
が
そ
も
〳
〵
奈
良
の
古
い
建
築

や
彫
刻
に
接
し
た
最
初
の
機
会
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
尤
も
こ
の
時
の
旅
行
は
、
中
学
時
代
の
級
友
奥
村
輝
光
君
の
勧
誘
に
従
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
主
要
な
目

標
は
、
吉
野
か
ら
大
峯
山
に
登
り
、
十
津
川
を
下
つ
て
、
瀞
八
丁
へ
寄
り
、
新
宮
、
那
智
、
潮
岬
な
ど
を

見
物
す
る
と
い
ふ
に
あ
つ
た
。
奈
良
へ
寄
つ
た
の
は
ほ
ん
の
附
け
た
り
で
、
さ
う
詳
し
く
見
物
し
た
わ
け

で
は
な
か
つ
た
。
奈
良
へ
入
る
に
は
京
都
か
ら
南
下
す
る
の
ろ
い
汽
車
に
の
る
か
、
或
は
大
阪
か
ら
奈
良

経
由
名
古
屋
へ
通
ず
る
関
西
鉄
道
に
よ
る
か
、
い
づ
れ
か
に
す
る
ほ
か
な
か
つ
た
時
代
で
、
交
通
は
ず
ゐ

ぶ
ん
不
便
で
あ
つ
た
。
今
奈
良
盆
地
を
縦
横
に
走
つ
て
ゐ
る
近
鉄
の
電
車
を
自
由
に
利
用
し
て
ゐ
る
人
た

ち
は
、
殆
ん
ど
想
像
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
近
鉄
が
来
年
で
創
立
五
十
周
年
だ

と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
無
理
も
な
い
と
い
へ
る
。
わ
た
く
し
が
初
め
て
奈
良
を
見
た
の
は
そ
れ
よ
り
も

ま
だ
数
年
前
の
話
で
、
生
駒
山
の
下
を
ト
ン
ネ
ル
で
抜
く
な
ど
と
い
ふ
考
が
ま
だ
岩
下
清
周
と
い
ふ
人
の

頭
に
浮
ん
で
ゐ
な
い
頃
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
の
奈
良
見
物
の
学
生
に
と
つ
て
は
、
東
大
寺
や
春
日
神
社
な

ど
一
通
り
見
て
廻
つ
た
あ
と
で
は
、
も
う
西
の
京
ま
で
歩
い
て
行
く
元
気
な
ど
は
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
そ

の
時
は
薬
師
寺
も
唐
招
提
寺
も
法
隆
寺
も
す
べ
て
割
愛
し
て
、
そ
の
日
の
夕
方
の
汽
車
で
吉
野
口
の
方
へ

行
つ
た
の
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
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さ
う
い
ふ
わ
け
で
最
初
の
機
会
に
は
西
の
京
を
素
通
り
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
翌
年
に
で

も
改
め
て
見
物
に
行
つ
た
か
と
い
ふ
と
、
さ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
魚
住
君
は
古
美
術
へ
の
関
心
を
持

ち
続
け
、
大
学
を
出
て
か
ら
も
「
日
本
美
術
」
と
い
ふ
雑
誌
の
編
輯
を
引
き
受
け
た
り
な
ど
し
て
ゐ
た
が
、

わ
た
く
し
の
方
は
次
か
ら
次
へ
と
興
味
を
刺
戟
す
る
も
の
が
現
は
れ
て
来
て
、
そ
の
方
へ
気
を
取
ら
れ
、

日
本
の
古
美
術
へ
の
関
心
は
初
め
の
頃
ほ
ど
強
く
は
な
ら
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
大
学
で
岡
倉
覚
三
先
生
の

「
泰
東
巧
芸
史
」
の
講
義
を
聞
い
た
頃
に
は
、
ま
だ
奈
良
の
西
の
京
を
見
物
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
講
義
を
聞
い
た
の
は
大
学
の
二
年
の
時
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
従
つ
て
魚
住
君
か
ら
関
野
先
生
の
講

義
の
ノ
ー
ト
を
借
り
て
読
ん
だ
り
な
ど
し
た
時
か
ら
、
三
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
る
。
大
学
へ
入
つ
た
年

に
は
関
野
先
生
の
講
義
を
聞
き
に
工
科
大
学
の
階
段
教
室
へ
通
つ
て
、
木
村
と
い
ふ
助
手
に
頼
ん
で
い
ろ

〳
〵
な
写
真
の
焼
き
増
し
を
頌
布
し
て
貰
つ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
翌
年
に
は
文
科
大
学
で
岡
倉
先
生
を

引
張
り
出
し
て
日
本
美
術
史
の
講
義
を
開
く
こ
と
に
な
つ
た
。
そ
の
時
の
講
義
室
は
、
元
良
先
生
の
心
理

学
の
教
室
で
あ
つ
た
。
こ
の
教
室
の
あ
つ
た
場
所
は
、
ち
や
う
ど
今
安
田
講
堂
に
な
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
あ
の
講
堂
は
関
東
大
震
災
の
頃
に
建
築
中
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
以
前
、
特
に
わ
た
く
し
の
在
学
し

た
頃
に
は
、
あ
の
場
所
は
相
当
に
高
い
崖
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
の
崖
の
上
、
今
安
田
講
堂
の
入
口
の
あ
る
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あ
た
り
に
、
文
科
大
学
の
事
務
室
と
学
長
室
と
を
含
ん
だ
バ
ラ
ッ
ク
建
が
あ
つ
た
。
そ
の
建
物
の
東
側
が

草
の
生
ひ
茂
つ
た
二
三
間
の
高
さ
の
崖
で
、
そ
の
崖
の
下
の
低
い
と
こ
ろ
に
、
元
良
先
生
の
心
理
学
教
室

の
バ
ラ
ッ
ク
建
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
建
物
は
東
向
き
で
、
真
中
に
玄
関
が
あ
り
、
そ
れ
を
入
る
と
右
手
、

即
ち
建
物
の
北
半
分
が
講
義
室
に
な
つ
て
ゐ
た
。
南
半
分
に
は
教
授
室
や
実
験
室
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。

わ
た
く
し
は
卒
業
の
時
の
口
頭
試
問
を
こ
の
心
理
学
教
室
で
受
け
た
。
多
分
あ
の
頃
に
は
文
科
大
学
の
中

で
あ
の
元
良
教
授
の
室
な
ど
が
最
も
落
ち
つ
い
た
、
気
持
の
好
い
室
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
の
心

理
学
教
室
の
講
義
室
が
日
本
美
術
史
の
講
義
の
た
め
に
使
は
れ
た
の
は
、
一
つ
は
こ
の
室
で
幻
燈
が
使
へ

る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
せ
い
だ
と
思
ふ
が
、
し
か
し
今
記
憶
を
辿
つ
て
見
る
と
、
幻
燈
を
講
義
に
活
用
し

た
の
は
滝
精
一
先
生
で
あ
つ
て
、
岡
倉
先
生
で
は
な
か
つ
た
。
岡
倉
先
生
は
多
分
幻
燈
を
一
度
も
使
は
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
。
写
真
さ
へ
も
あ
ま
り
使
は
な
か
つ
た
。
何
か
実
物
を
持
つ
て
来
て
見
せ
ら
れ
た
こ
と

は
あ
る
や
う
に
思
ふ
が
、
そ
れ
も
は
つ
き
り
と
は
覚
え
な
い
。
最
も
印
象
の
強
く
残
つ
て
ゐ
る
の
は
、
大

乗
仏
教
の
興
起
や
シ
ナ
に
お
け
る
そ
の
教
理
の
変
遷
な
ど
を
か
な
り
詳
し
く
講
義
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
む
し
ろ
仏
教
哲
学
史
の
講
義
の
や
う
で
あ
つ
た
が
、
先
生
は
さ
う
い
ふ
哲
学
的
理
念
の
感
覚
的
具

体
化
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
、
仏
像
彫
刻
の
理
解
を
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
や
う
に
記
憶
す
る
。

　
さ
う
い
ふ
講
義
の
或
る
日
、
話
が
薬
師
寺
の
三
尊
に
及
ば
う
と
す
る
時
に
、
岡
倉
先
生
は
教
場
を
見
廻
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は
し
て
、
「
諸
君
の
う
ち
に
ま
だ
薬
師
寺
に
行
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
人
が
あ
り
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
た
。

突
然
の
こ
と
で
、
皆
が
一
瞬
の
間
戸
惑
つ
て
ゐ
る
と
、
先
生
は
重
ね
て
、
「
ま
だ
行
つ
た
こ
と
の
な
い
人

は
手
を
あ
げ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
」
と
言
は
れ
た
。
わ
た
く
し
は
手
を
挙
げ
た
。
そ
の
瞬
間
に
先
年
奈
良

を
見
物
し
た
時
以
来
の
こ
と
を
考
へ
て
、
西
の
京
を
ま
だ
訪
れ
ず
に
ゐ
る
自
分
を
幾
分
恥
か
し
く
感
じ
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
さ
う
い
ふ
気
持
で
あ
た
り
を
見
廻
は
す
と
、
手
を
あ
げ
て
ゐ
る
人
の
方
が
遙

か
に
多
か
つ
た
の
で
、
何
と
な
く
安
心
す
る
や
う
な
気
持
に
な
つ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
す
る
と
先
生

は
、
あ
の
大
き
な
眼
で
ぎ
よ
ろ
り
と
わ
れ
〳
〵
を
見
廻
は
し
な
が
ら
、
「
よ
ろ
し
い
、
わ
た
く
し
は
諸
君

を
心
の
底
か
ら
※
ま
し
い
と
思
ふ
、
」
と
言
は
れ
た
。
こ
の
言
葉
が
ま
た
わ
れ
〳
〵
に
は
案
外
で
あ
つ
た

の
で
、
先
生
は
何
を
言
ひ
出
す
の
か
と
、
非
常
に
緊
張
し
た
気
持
で
教
壇
の
先
生
を
見
上
げ
た
。

　
そ
の
時
に
先
生
の
言
は
れ
た
こ
と
は
、
大
体
次
の
や
う
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
「
わ
た
く
し
は
若
い
頃
初

め
て
あ
の
像
の
前
に
立
つ
た
時
、
実
に
何
と
も
言
へ
な
い
強
い
驚
き
を
感
じ
た
。
あ
の
大
き
い
、
ま
つ
黒

に
光
つ
て
ゐ
る
本
尊
の
、
あ
の
渾
然
と
し
た
美
し
さ
が
、
雷
電
の
や
う
に
わ
た
く
し
を
打
つ
た
の
で
あ
つ

た
。
こ
の
最
初
の
印
象
が
わ
た
く
し
に
は
非
常
に
強
い
感
銘
を
残
し
て
ゐ
る
。
あ
の
本
尊
は
そ
の
後
別
に

美
し
さ
を
減
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
あ
の
印
象
は
一
度
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
あ
の
時
の

や
う
な
気
持
を
も
う
一
度
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
に
わ
た
く
し
は
何
を
失
つ
て
も
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惜
し
い
と
は
思
は
な
い
。
然
る
に
諸
君
は
、
こ
れ
か
ら
あ
の
気
持
を
経
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
※
ま
ず
に
ゐ
ら
れ
よ
う
か
。
」

　
さ
う
言
つ
て
岡
倉
先
生
は
実
際
に
感
慨
無
量
と
い
ふ
や
う
な
表
情
を
浮
べ
た
。
そ
れ
は
先
生
が
歿
せ
ら

れ
る
二
三
年
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
ら
、
事
実
上
岡
倉
先
生
の
晩
年
の
感
懐
で
あ
つ
た
と
言
つ
て
よ
い
わ

け
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
た
ち
は
右
の
言
葉
か
ら
異
常
に
強
い
刺
戟
を
受
け
た
の
で
あ
つ
た
。

　
今
考
へ
て
見
る
と
、
当
時
先
生
は
数
へ
年
で
や
つ
と
五
十
歳
に
な
つ
た
か
な
ら
な
い
か
位
の
時
で
あ
つ

た
。
し
か
し
そ
の
頃
わ
た
く
し
ど
も
の
眼
に
は
、
五
十
歳
の
人
は
か
な
り
老
人
に
見
え
た
も
の
で
あ
る
。

大
学
の
先
生
た
ち
に
も
五
十
歳
以
上
の
人
は
あ
ま
り
ゐ
な
か
つ
た
し
、
社
会
的
に
目
立
つ
て
ゐ
る
人
た
ち

で
も
さ
う
で
あ
つ
た
。
例
へ
ば
文
壇
で
は
岡
倉
先
生
と
同
年
の
森
鴎
外
が
最
古
参
で
、
幸
田
露
伴
は
そ
れ

よ
り
数
年
の
年
少
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
盛
ん
に
小
説
を
書
き
始
め
て
ゐ
た
夏
目
漱
石
も
五
六
歳
の
年
少
で

あ
つ
た
が
、
わ
た
く
し
た
ち
の
眼
に
は
老
大
家
に
見
え
た
。
大
学
の
講
義
で
わ
れ
〳
〵
の
間
の
人
気
を
集

め
て
ゐ
た
大
塚
保
治
先
生
も
同
様
で
あ
つ
た
。
つ
ま
り
四
十
代
前
半
の
人
た
ち
が
十
分
に
老
熟
し
た
人
に

見
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
五
十
歳
の
岡
倉
先
生
の
言
葉
の
う
ち
に
非
常
な
年
輪
を
感
じ
、
敬
意
を
以
て
そ

れ
を
迎
へ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
少
し
も
不
自
然
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
そ
の
岡
倉
先
生
の
言
葉
に
刺
戟
さ
れ
て
、
大
急
ぎ
で
奈
良
の
西
の
京
へ
見
物
に
行
つ
た
か
と

10西の京の思ひ出



い
ふ
と
、
さ
う
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
そ
の
頃
に
は
次
々
と
気
を
取
ら
れ
る
も
の
が
多
く
、

特
に
「
新
し
い
」
と
い
ふ
こ
と
が
異
常
な
刺
戟
を
わ
た
く
し
た
ち
に
与
へ
て
ゐ
た
。
文
芸
の
上
で
は
ロ
シ

ア
や
北
欧
の
近
代
文
芸
が
さ
う
い
ふ
「
新
し
い
も
の
」
と
し
て
わ
れ
〳
〵
の
関
心
を
煽
つ
て
ゐ
た
し
、
美

術
の
上
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
の
絵
や
ロ
ダ
ン
の
彫
刻
な
ど
が
「
新
し
い
美
術
」
と
し
て
わ
れ
〳
〵
の

心
を
捕
へ
た
し
、
音
楽
で
は
そ
の
頃
急
に
発
達
し
て
来
た
蓄
音
機
の
レ
コ
ー
ド
が
そ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と

も
な
か
つ
た
い
ろ
〳
〵
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
や
オ
ペ
ラ
な
ど
を
紹
介
し
て
、
わ
れ
〳
〵
の
心
を
西
欧
の
方
へ

引
き
つ
け
た
。
演
劇
の
方
で
自
由
劇
場
が
「
新
し
い
芝
居
」
を
始
め
て
わ
れ
〳
〵
の
心
を
魅
了
し
た
の
も

ち
や
う
ど
そ
の
頃
で
あ
る
。
だ
か
ら
岡
倉
先
生
の
言
葉
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
響
い
た
と
し
て
も
、
わ
れ
〳
〵

は
西
の
京
ま
で
出
掛
け
て
行
く
余
裕
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
初
め
て
西
の
京
へ
行
つ
て
、
薬
師
寺
や
唐
招
提
寺
の
堂
塔
仏
像
に
魂
を
打
た
れ
た
の
は
何
時
で
あ

つ
た
か
。

　
そ
れ
は
岡
倉
先
生
の
右
の
言
葉
を
聞
い
て
か
ら
更
に
数
年
の
後
、
第
一
次
大
戦
争
の
最
中
の
大
正
五
六

年
の
頃
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
わ
た
く
し
は
東
大
の
美
術
史
研
究
室
で
や
つ
て
ゐ
る
見
学
旅
行
に
加
は
つ
て
、

初
め
て
奈
良
あ
た
り
の
諸
寺
を
秩
序
立
つ
て
見
物
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
東
大
に
美
術
史
の
講
座
が
出
来
た
の
は
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
で
、
わ
た
く
し
の
卒
業
後
二
年
目
で
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あ
る
。
最
初
の
教
授
は
滝
精
一
先
生
で
あ
つ
た
。
滝
先
生
が
講
師
と
し
て
講
義
を
始
め
た
の
は
岡
倉
先
生

と
同
じ
く
わ
た
く
し
の
在
学
中
で
あ
つ
た
か
ら
、
最
初
の
講
義
「
日
本
絵
画
史
」
は
二
年
位
続
け
て
聞
い

た
。
そ
の
後
滝
先
生
は
一
年
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
つ
て
来
て
、
帰
朝
後
、
大
正
三
年
の
初
め
に
教
授
に

な
つ
た
の
で
あ
る
。
美
術
史
の
専
攻
学
生
が
出
来
た
の
も
こ
の
年
以
後
だ
と
思
ふ
。
そ
の
滝
先
生
の
研
究

室
で
春
休
み
に
奈
良
や
京
都
へ
の
見
学
旅
行
を
始
め
た
の
が
何
年
で
あ
つ
た
か
は
、
は
つ
き
り
と
は
思
ひ

出
せ
な
い
が
、
わ
た
く
し
が
そ
れ
に
参
加
し
た
の
は
、
ど
う
も
二
回
目
の
見
学
旅
行
で
あ
つ
た
や
う
な
気

が
す
る
。
勿
論
滝
先
生
が
引
率
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
下
で
い
ろ
〳
〵
と
事
務
を
や
つ
た
り
、
若

い
連
中
を
宰
領
し
た
り
し
て
ゐ
た
の
は
、
研
究
室
の
副
手
の
藤
懸
静
也
君
で
あ
つ
た
。
同
行
の
連
中
の
中

に
は
、
児
島
喜
久
雄
、
春
山
武
松
、
矢
代
幸
雄
、
丸
尾
彰
三
郎
な
ど
の
諸
君
が
ゐ
た
や
う
に
思
ふ
。
大
変

賑
や
か
だ
つ
た
と
い
ふ
印
象
が
残
つ
て
ゐ
る
が
、
ほ
か
に
ど
う
い
ふ
連
中
が
ゐ
た
か
は
ど
う
も
思
ひ
出
せ

な
い
。

　
西
の
京
へ
廻
つ
た
の
は
見
学
の
二
日
目
で
あ
つ
た
。
朝
八
時
頃
の
汽
車
で
奈
良
を
た
つ
て
先
づ
法
隆
寺

へ
行
つ
た
の
で
あ
る
が
、
法
隆
寺
駅
か
ら
法
隆
寺
ま
で
の
十
数
町
の
間
は
、
人
力
車
の
ほ
か
に
は
交
通
機

関
の
な
い
頃
で
、
勿
論
わ
れ
〳
〵
は
歩
く
の
が
当
然
の
や
う
な
気
持
で
、
麦
畑
の
間
の
道
を
、
遙
か
に
法

隆
寺
の
塔
を
眺
め
な
が
ら
歩
い
て
行
つ
た
。
あ
の
長
閑
な
心
の
テ
ン
ポ
が
、
今
は
な
か
〳
〵
取
り
返
せ
な
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い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
接
近
の
仕
方
で
あ
る
か
ら
、
法
隆
寺
の
見
学
も
ゆ
つ
く
り
と
し
て
ゐ
た
。

昼
の
弁
当
は
中
門
の
廻
廊
外
の
茶
店
で
食
つ
た
や
う
に
思
ふ
。
そ
れ
か
ら
宝
蔵
を
見
た
り
、
夢
殿
や
絵
殿

や
中
宮
寺
な
ど
へ
廻
つ
て
、
さ
て
夢
殿
の
前
の
道
を
北
の
方
へ
、
法
輪
寺
に
向
つ
て
歩
き
出
し
た
の
は
、

も
う
三
時
を
過
ぎ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
。
法
輪
寺
か
ら
は
更
に
畑
の
中
の
小
径
を
伝
つ
て
法
起
寺
へ
廻
つ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
は
郡
山
へ
通
ず
る
街
道
へ
出
て
、
一
路
西
の
京
を
目
ざ
し
て
歩
い
た
も
の
で
あ

る
。
夢
殿
の
あ
た
り
か
ら
薬
師
寺
ま
で
、
ま
づ
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
あ
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
そ
れ
も

歩
く
の
が
当
然
の
こ
と
の
や
う
に
思
つ
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
せ
つ
せ
と
歩
い
た
。
郡
山
の
町
を
北
へ
抜

け
て
、
十
町
ほ
ど
先
に
薬
師
寺
の
塔
を
望
ん
だ
と
き
に
、
も
う
夕
ぐ
れ
の
迫
つ
て
来
た
の
を
感
じ
た
覚
え

が
あ
る
。

　
か
う
し
て
わ
た
く
し
は
初
め
て
薬
師
寺
の
あ
の
珍
ら
し
い
形
の
塔
の
前
に
立
ち
、
ま
た
初
め
て
薬
師
寺

金
堂
の
あ
の
三
尊
の
前
に
立
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
の
第
一
印
象
の
こ
と
を
簡
単
に
い

ふ
と
、
岡
倉
先
生
の
あ
の
言
葉
で
非
常
な
期
待
を
持
た
さ
れ
て
ゐ
た
金
堂
の
薬
師
三
尊
に
は
、
そ
れ
ほ
ど

の
強
い
感
銘
を
受
け
ず
、
む
し
ろ
あ
の
塔
の
思
ひ
切
つ
た
形
の
つ
け
方
の
方
が
遙
か
に
強
く
心
を
打
つ
た

の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
一
層
強
く
わ
た
く
し
を
驚
か
せ
た
の
は
、
東
院
堂
の
聖
観
音
像
で
あ
つ
た
。

こ
の
像
か
ら
は
、
わ
た
く
し
は
、
岡
倉
先
生
の
言
葉
を
そ
の
ま
ゝ
移
し
て
使
つ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
、
強
い
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感
激
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
日
は
時
刻
が
遅
れ
た
関
係
で
、
日
が
西
に
傾
い
て
ゐ
た
の
で
、
照
明
の
工
合
は
わ
り
に
好
か
つ
た

や
う
に
思
ふ
。
金
堂
の
本
尊
の
黒
い
色
と
艶
と
は
、
話
に
は
聞
い
て
ゐ
た
が
、
全
く
想
像
を
絶
す
る
も
の

だ
と
思
つ
た
。
形
が
非
常
に
よ
く
整
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
の
形
づ
け
方
の
流
れ
る
や
う
な
柔
か

さ
が
、
特
に
強
い
印
象
を
与
へ
た
。
だ
か
ら
こ
の
仏
像
が
あ
の
や
う
に
称
讃
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
対
し
て
、

わ
た
く
し
は
少
し
も
異
見
を
抱
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
わ
た
く
し
に
は
、

こ
の
仏
像
の
美
し
さ
に
焦
点
を
合
は
す
こ
と
が
出
来
な
い
や
う
な
も
ど
か
し
さ
が
残
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が

す
つ
か
り
取
れ
た
の
は
、
何
回
か
こ
の
本
尊
の
前
に
立
つ
た
後
で
あ
つ
た
や
う
に
思
ふ
。
だ
か
ら
最
初
の

時
に
は
、
本
尊
自
身
の
印
象
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
の
台
座
の
浮
彫
り
の
方
に
一
層
強
い
興
味
を
感
じ
た
ほ

ど
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
比
べ
る
と
あ
の
塔
の
美
し
さ
は
よ
ほ
ど
理
解
し
易
か
つ
た
。
法
隆
寺
の
五
重
の
塔
を
見
て
来
た

ば
か
り
の
眼
で
見
る
と
、
こ
の
塔
の
変
化
の
多
い
形
が
い
か
に
も
思
ひ
切
つ
た
や
り
方
に
見
え
た
。
そ
の

上
、
こ
の
時
に
は
、
塔
の
上
の
水
煙
の
天
人
の
姿
が
、
石
膏
で
形
を
取
つ
て
陳
列
し
て
あ
つ
た
や
う
に
思

ふ
。
あ
れ
は
実
に
優
れ
た
作
品
で
、
こ
の
時
代
の
一
つ
の
代
表
作
と
言
つ
て
よ
い
が
、
そ
の
印
象
が
わ
た

く
し
の
頭
の
中
で
は
塔
の
印
象
と
妙
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
金
堂
の
本
尊
よ
り
も
む
し
ろ
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強
い
感
銘
を
わ
た
く
し
に
与
へ
た
。

　
が
そ
れ
ら
の
一
切
に
優
つ
て
わ
た
く
し
を
驚
か
せ
た
の
は
聖
観
音
の
銅
像
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
東
院
堂

の
中
央
の
大
き
い
厨
子
の
中
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
東
院
堂
は
西
向
き
で
あ
る
か
ら
、
開
い
た
扉

の
間
か
ら
堂
内
へ
さ
し
込
ん
だ
夕
日
の
光
が
、
開
い
た
厨
子
の
中
を
工
合
よ
く
照
ら
し
て
ゐ
た
や
う
に
思

ふ
。
あ
の
銅
像
は
、
金
堂
の
三
尊
の
や
う
に
ま
つ
黒
な
色
に
は
な
つ
て
居
ら
ず
、
古
び
た
色
で
は
あ
る
が

銅
ら
し
い
色
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
銅
の
色
が
際
立
つ
や
う
に
見
え
て
ゐ
た
。
肩
、
胸
、

両
側
へ
垂
れ
た
腕
な
ど
の
し
つ
か
り
と
し
た
肉
づ
け
、
腹
か
ら
下
肢
の
方
へ
流
れ
下
つ
て
ゐ
る
薄
い
衣
の

ひ
だ
に
ぴ
つ
た
り
と
包
ま
れ
て
ゐ
る
下
半
身
の
力
強
い
形
づ
け
、
さ
う
し
て
さ
う
い
ふ
堂
々
と
し
た
体
躯

の
上
の
、
い
か
に
も
端
厳
な
観
音
の
顔
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
厨
子
の
闇
の
中
か
ら
く
つ
き
り
と
浮
び
上
つ

て
見
え
た
。
こ
の
や
う
に
ま
で
優
れ
た
彫
刻
が
日
本
に
あ
ら
う
と
は
、
わ
た
く
し
は
実
際
に
予
期
し
て
ゐ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
聖
観
音
像
が
わ
た
く
し
に
古
代
日
本
へ
の
眼
を
開
か
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
だ
け
の
も
の
の
作
れ
た

日
本
人
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
日
本
人
が
何
時
の
間
に
ど
う
し
て
出
来
上
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

そ
れ
ま
で
に
わ
た
く
し
の
教
は
つ
て
ゐ
た
日
本
の
歴
史
で
は
ど
う
も
こ
の
疑
問
は
解
け
な
か
つ
た
。

　
こ
の
日
か
う
い
ふ
気
持
を
一
層
そ
ゝ
つ
た
の
は
、
講
堂
の
三
尊
像
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
金
堂
の
薬
師
三
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尊
と
同
じ
位
の
大
き
さ
の
大
き
い
銅
像
で
あ
る
が
、
元
来
何
処
の
何
寺
の
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
素
性
の

は
つ
き
り
し
な
い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
修
補
の
あ
と
が
著
し
く
、
作
と
し
て
金
堂
の
薬
師
三

尊
よ
り
も
遙
か
に
劣
る
の
で
、
お
の
づ
か
ら
黙
殺
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ほ
ど

の
大
き
い
銅
像
が
さ
う
い
ふ
状
態
で
残
つ
て
ゐ
る
こ
と
自
体
が
わ
た
く
し
に
は
ひ
ど
く
興
味
深
い
現
象
の

や
う
に
思
へ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
薬
師
三
尊
が
作
ら
れ
た
頃
に
は
、
こ
の
種
の
大
銅
像
の
製
作
は
さ

ほ
ど
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
従
つ
て
大
和
の
人
々
か
ら
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
た
の

で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
な
る
と
そ
の
頃
の
銅
像
製
作
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
も
偉
い
時

代
が
あ
つ
た
も
の
だ
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

　
夕
暮
が
迫
つ
て
来
た
の
で
、
大
急
ぎ
で
薬
師
寺
か
ら
唐
招
提
寺
へ
行
つ
た
時
に
、
わ
た
く
し
は
ま
た
新

し
い
驚
き
に
出
逢
つ
た
。
南
門
か
ら
入
つ
て
や
ゝ
進
ん
で
行
つ
た
時
に
、
正
面
に
ど
つ
し
り
と
据
つ
て
ゐ

る
あ
の
金
堂
の
姿
が
、
実
に
調
和
そ
の
も
の
で
あ
る
や
う
な
、
古
典
的
な
美
し
さ
の
絶
頂
を
示
す
や
う
に

思
へ
た
の
で
あ
る
。
木
造
建
築
で
あ
る
か
ら
天
平
の
昔
の
姿
を
そ
の
ま
ゝ
伝
へ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
ら
う
が
、
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
を
考
へ
て
見
る
暇
も
な
く
、
わ
た
く
し
は
い
き
な
り
天
平
建
築
の
代

表
を
こ
ゝ
に
見
る
や
う
に
感
じ
た
。
こ
ゝ
に
は
暗
い
影
の
些
さ
か
も
な
い
、
明
朗
そ
の
も
の
ゝ
や
う
な
木

造
建
築
が
あ
る
。
屋
根
は
な
る
ほ
ど
ど
つ
し
り
と
し
て
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
下
か
ら
受
け
る
柱
の
列
が
実
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に
強
い
力
を
現
は
し
て
ゐ
て
、
い
か
に
も
軽
々
と
持
ち
上
げ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
屋
根
の
そ
り
は
ち

や
う
ど
そ
の
持
ち
上
げ
る
力
の
は
ね
返
し
を
現
は
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
そ
の
屋
根
の
そ
り
を
は
つ

き
り
と
現
は
し
て
ゐ
る
の
は
、
大
棟
の
鴟
尾
の
と
こ
ろ
か
ら
四
隅
の
軒
先
へ
流
れ
下
る
降
り
棟
の
線
で
あ

る
が
、
そ
の
線
の
緩
や
か
に
は
ね
上
つ
て
ゐ
る
先
端
へ
、
正
面
の
軒
の
左
右
に
の
び
た
線
の
端
の
方
も
ま

た
緩
や
か
に
は
ね
上
つ
て
一
緒
に
な
る
。
正
面
か
ら
見
れ
ば
、
左
右
の
軒
の
先
端
へ
屋
根
の
は
ね
上
り
が

集
中
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。
そ
の
他
の
部
分
、
例
へ
ば
最
も
上
に
あ
る
大
棟
の
線
と
か
、
下
方
で
そ

れ
と
並
行
し
て
左
右
に
走
つ
て
ゐ
る
軒
端
の
線
と
か
も
、
幾
分
か
彎
曲
し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

し
か
し
眼
立
つ
ほ
ど
で
は
な
い
。
は
ね
返
り
の
彎
曲
は
左
右
の
軒
の
先
端
に
至
る
に
従
つ
て
顕
著
に
な
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
下
か
ら
軒
を
受
け
て
立
つ
て
ゐ
る
八
本
の
円
柱
の
並
べ
方
と

無
関
係
な
の
で
は
な
い
。
無
関
係
ど
こ
ろ
か
、
非
常
に
密
接
な
聯
関
を
以
て
八
本
の
柱
が
並
ん
で
ゐ
る
や

う
に
見
え
る
。
と
い
ふ
の
は
、
正
面
に
遊
離
し
て
並
ん
で
ゐ
る
八
本
の
柱
の
間
の
隔
り
が
、
微
妙
な
割
合

を
以
て
両
端
に
至
る
ほ
ど
狭
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
端
に
至
る
ほ
ど
柱
の
並
び
方
が
密
に
な

つ
て
、
そ
の
支
へ
上
げ
る
力
が
強
ま
つ
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
屋
根
の
は
ね
上
り
は
、
ち
や
う

ど
こ
の
支
へ
る
力
の
増
加
と
対
応
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
わ
た
く
し
に
と
つ
て
驚
異
の
種
で

あ
つ
た
。
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金
堂
を
正
面
か
ら
眺
め
た
場
合
、
柱
の
間
の
間
隔
は
、
中
央
に
お
い
て
広
く
、
左
右
に
至
つ
て
狭
く
な

つ
て
ゐ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
唐
招
提
寺
の
金
堂
の
前
に
立
つ
た
時
よ
り
数
時
間
前
に
ゆ
つ
く
り
と
眺
め

て
来
た
法
隆
寺
の
金
堂
だ
つ
て
さ
う
で
あ
る
。
然
る
に
法
隆
寺
で
は
そ
の
点
に
少
し
も
気
づ
か
な
か
つ
た

の
に
、
唐
招
提
寺
の
金
堂
の
前
で
は
、
そ
れ
が
恰
も
こ
の
堂
の
美
し
さ
の
秘
密
を
開
示
し
て
ゐ
る
か
の
如

く
に
、
わ
た
く
し
の
心
を
打
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
何
故
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

　
実
を
い
ふ
と
わ
た
く
し
は
、
そ
の
時
に
も
、
ま
た
そ
の
後
の
四
十
年
余
の
間
に
も
、
あ
の
柱
の
間
隔
を

測
つ
て
見
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
逓
減
の
割
合
を
考
察
し
て
見
た
こ
と
も
な
い
。
況
ん
や
法
隆

寺
の
金
堂
の
場
合
と
比
較
し
て
見
た
こ
と
も
な
い
。
た
と
ひ
細
か
な
数
字
を
出
し
て
見
た
と
こ
ろ
で
、
そ

の
意
味
を
理
解
す
る
能
力
は
わ
た
く
し
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
が
、
か
り
に
そ
の
逓
減
率
と
屋
根
の
そ

り
の
曲
率
と
の
間
に
、
何
か
の
関
係
が
見
出
せ
た
と
し
て
も
、
こ
の
金
堂
の
建
築
家
が
さ
う
い
ふ
数
学
的

関
係
に
基
い
て
設
計
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
ら
う
。
こ
の
金
堂
の
建
築
家
が
使
つ
た
の
は
、
芸

術
的
な
釣
合
の
感
覚
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
感
覚
は
、
法
隆
寺
の
金
堂
の
建
築
家
の
場
合
と
は
、
明
か

に
違
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
わ
た
く
し
は
、
唐
招
提
寺
の
金
堂
が
示
し
て
ゐ
る
あ
の
釣
合
に
驚
歎
す
る
と
共
に
、
こ
の
釣
合

を
作
り
出
し
た
感
覚
が
、
あ
の
ア
テ
ナ
イ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
を
作
り
出
し
た
感
覚
と
、
極
め
て
よ
く
似
た
も
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の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
も
そ
れ
が
、
天
平
時
代
の
金
堂
ら
し
い
金
堂
と
し
て
は
唯

一
の
遺
物
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
〳
〵
は
、
た
ゞ
こ
の
窓
口
を
通
し
て
の
み
、
天
平
時
代
の
数
多
い
荘
大
な

金
堂
を
想
像
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
、
こ
の
窓
口
か
ら
見
た
天
平
の
大
建
築
は
、
実
に
予

想
外
に
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
た
ゞ
一
つ
東
大
寺
の
金
堂
を
問
題
と
し
て
も
よ

い
。
こ
の
堂
の
規
模
は
記
録
に
よ
つ
て
お
ほ
よ
そ
解
つ
て
ゐ
る
。
今
の
大
仏
殿
が
七
間
七
面
で
あ
る
に
対

し
て
、
最
初
の
そ
れ
は
十
一
間
七
面
で
あ
つ
た
。
釣
合
が
ま
る
で
違
ふ
。
殊
に
現
在
の
や
う
に
、
正
面
に

唐
破
風
な
ど
を
つ
け
た
形
は
、
天
平
の
感
覚
か
ら
は
遠
ざ
か
り
得
る
限
り
遠
ざ
か
つ
た
も
の
だ
と
言
つ
て

よ
い
。
十
一
間
七
面
は
左
右
に
長
い
形
で
、
唐
招
提
寺
の
金
堂
に
似
て
ゐ
る
。
唐
招
提
寺
の
方
は
ず
つ
と

小
さ
く
七
間
四
面
に
過
ぎ
な
い
が
、
間
口
と
奥
行
の
割
合
は
極
め
て
近
い
。
柱
間
の
寸
法
に
よ
つ
て
は
同

じ
割
合
に
も
出
来
た
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
わ
れ
〳
〵
は
、
唐
招
提
寺
金
堂
の
あ
の
比
類
の
な
い
美
し
い
調

和
を
持
つ
た
姿
を
、
そ
の
ま
ゝ
拡
大
し
て
、
倍
以
上
の
大
き
さ
の
重
層
建
築
と
し
て
想
像
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
こ
れ
は
実
に
大
変
な
建
築
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
全
く
魂
の
天
外
に
駛
け
廻
る
や
う
な
思
ひ
を
し

た
の
で
あ
つ
た
。

　
唐
招
提
寺
の
金
堂
は
天
平
建
築
だ
と
い
ふ
こ
と
で
わ
た
く
し
に
さ
う
い
ふ
刺
戟
を
与
へ
た
の
で
あ
つ
た

が
、
薬
師
寺
の
金
堂
の
本
尊
は
、
同
じ
金
銅
仏
で
あ
り
な
が
ら
、
少
し
時
代
が
早
い
と
言
は
れ
て
ゐ
る
せ

19



い
か
、
東
大
寺
の
大
仏
へ
の
想
像
を
刺
戟
す
る
や
う
な
こ
と
は
な
か
つ
た
。
唐
招
提
寺
の
金
堂
に
は
初
め

か
ら
の
乾
漆
の
盧
舍
那
仏
が
い
か
に
も
堂
と
よ
く
調
和
し
て
安
坐
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
点
か
ら
も
金
銅

盧
舎
那
仏
へ
の
想
像
を
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
が
考
へ
て
見
る
と
、
薬
師
寺
本
尊
の
鋳

造
の
時
代
と
大
仏
鋳
造
の
時
代
と
は
、
僅
か
三
十
年
位
し
か
距
つ
て
ゐ
な
い
。
鋳
造
の
技
術
が
さ
ほ
ど
衰

へ
た
と
は
思
へ
な
い
。
造
像
の
技
術
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
円
熟
の
度
を
進
め
て
ゐ
る
と
言
つ
て
よ
い
で

あ
ら
う
。
さ
う
す
れ
ば
わ
れ
〳
〵
は
、
薬
師
寺
の
本
尊
の
上
に
も
つ
と
天
平
的
な
円
熟
の
趣
を
加
へ
た
大

き
い
金
銅
盧
舍
那
仏
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
本
尊
が
あ
つ
て
こ
そ
初
め
て
唐

招
提
寺
金
堂
を
拡
大
し
重
層
化
し
た
や
う
な
大
仏
殿
が
天
平
時
代
の
結
晶
と
し
て
の
意
義
を
発
揮
し
て
来

る
で
あ
ら
う
。

　
か
う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
や
う
な
刺
戟
を
唐
招
提
寺
の
金
堂
は
わ
た
く
し
に
与
へ
た
の
で

あ
つ
た
が
、
し
か
し
最
初
の
見
学
の
日
に
わ
た
く
し
は
さ
う
長
く
そ
こ
に
留
ま
つ
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
頃
講
堂
は
普
請
中
で
あ
つ
て
、
内
部
を
参
観
し
た
の
は
金
堂
と
開
山
堂
と
だ
け
で
、
さ
ほ
ど
長
い
時

間
を
要
し
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
夕
暮
れ
で
幾
分
薄
暗
く
な
る
頃
に
は
わ
た
く
し
た
ち
は
唐
招
提
寺
の
構
内

を
北
西
の
方
へ
抜
け
て
、
垂
仁
天
皇
陵
の
方
へ
歩
い
て
ゐ
た
。
今
は
こ
の
御
陵
と
唐
招
提
寺
と
の
間
に
電

車
線
路
が
通
じ
て
ゐ
る
が
、
あ
の
頃
に
は
ま
だ
線
路
は
な
く
、
い
か
に
も
物
静
か
な
景
色
で
あ
つ
た
。
夕
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暮
の
光
の
中
で
垂
仁
陵
の
茂
つ
た
樹
立
が
い
か
に
も
幽
邃
に
見
え
た
。
ま
は
り
の
池
と
の
調
和
も
非
常
に

好
か
つ
た
。
な
る
ほ
ど
前
方
後
円
墳
と
い
ふ
の
は
か
う
い
ふ
落
ち
つ
い
た
感
じ
の
も
の
か
と
し
み
／
″
＼

感
じ
た
。

　
垂
仁
陵
の
そ
ば
か
ら
田
舍
道
伝
ひ
に
西
大
寺
の
停
車
場
ま
で
は
一
キ
ロ
半
位
は
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
わ

た
く
し
た
ち
は
お
の
づ
か
ら
足
を
早
め
て
元
気
よ
く
歩
い
て
行
つ
た
。
大
阪
奈
良
間
の
電
車
が
開
通
し
て

か
ら
は
も
う
数
年
経
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
見
学
旅
行
の
時
に
こ
の
電
車
を
利
用
し
た
の
は
、
こ

の
西
大
寺
奈
良
間
だ
け
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

　
初
め
に
問
題
と
し
た
「
西
の
京
で
の
空
想
」
が
浮
び
上
つ
て
く
る
た
め
に
は
、
も
う
一
つ
の
重
大
な
契

機
と
し
て
ス
タ
イ
ン
の
西
域
旅
行
記
を
読
ん
だ
こ
と
が
残
つ
て
ゐ
る
。
ス
タ
イ
ン
が
最
初
に
新
疆
省
の
タ

リ
ム
盆
地
を
探
険
し
た
の
は
、
明
治
三
十
三
四
年
頃
、
わ
た
く
し
が
中
学
へ
入
つ
た
頃
で
あ
る
が
、
そ
の

時
の
探
険
は
非
常
に
世
界
を
驚
か
し
た
。
そ
れ
ま
で
殆
ん
ど
世
界
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
タ
リ
ム
盆
地
が
、

急
に
強
い
照
明
を
帯
び
て
眼
の
前
に
現
は
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
西
本
願
寺
の
大
谷
光
瑞
が
西
域
の
探

険
に
の
り
出
し
た
の
は
こ
の
刺
戟
の
せ
い
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
が
第
一
回
の
探
険
の
報
告
が
旅
行
記
と
し

て
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
に
出
版
さ
れ
、
更
に
詳
し
い
研
究
の
報
告 A

ncient K
hotan 

二
巻
と
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し
て
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
年
）
に
世
に
出
た
頃
に
は
、
ス
タ
イ
ン
は
す
で
に
第
二
回
の
探
険
旅
行

（
一
九
〇
六
年
　
八
年
）
に
入
り
込
み
、
燉
煌
の
千
仏
洞
な
ど
を
発
見
し
て
、
一
層
世
界
を
驚
か
し
て
ゐ

た
。
日
本
の
東
洋
学
者
た
ち
も
ひ
ど
く
湧
き
立
ち
、
北
京
へ
燉
煌
出
土
の
古
文
書
を
見
に
行
つ
た
り
な
ど

し
た
。
わ
た
く
し
た
ち
、
直
接
に
関
係
の
な
か
つ
た
も
の
で
も
、
そ
の
騒
ぎ
は
少
し
は
知
つ
て
ゐ
る
。
特

に
わ
た
く
し
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
孫
悟
空
の
活
躍
す
る
西
域
記
の
種
本
と
し
て
名
前

だ
け
知
つ
て
ゐ
た
玄
奘
三
蔵
の
大
唐
西
域
記
が
、
こ
の
探
険
旅
行
に
非
常
に
役
立
つ
た
と
聞
い
て
、
非
常

に
驚
い
た
こ
と
で
あ
る
。
驚
い
た
の
は
わ
た
く
し
だ
け
で
は
な
か
つ
た
と
見
え
て
、
京
都
の
文
科
大
学
で

は
、
新
し
く
西
域
記
を
校
訂
し
て
出
版
し
た
。
こ
れ
は
千
何
百
年
来
日
本
で
大
蔵
経
の
中
に
存
在
し
て
ゐ

た
本
な
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
全
く
新
し
い
眼
で
見
ら
れ
る
必
要
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
堀
謙
徳
氏
の
詳

し
い
『
解
説
西
域
記
』
が
出
た
の
も
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
ス
タ
イ
ン
の
引
き
起
し
た
シ
ヨ
ッ
ク
が
何
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
西
の
京
で
、

薬
師
寺
の
東
院
堂
の
聖
観
音
や
、
唐
招
提
寺
の
金
堂
な
ど
を
見
た
と
き
に
、
初
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
は
シ
ナ
か
ら
伝
は
り
、
シ
ナ
の
仏
教
美
術
を
手
本
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
シ
ナ
の
仏
教
美
術
な
る
も
の
は
、
タ
リ
ム
盆
地
あ
た
り
を
通
ず
る
西
域
と
の
交

渉
を
勘
定
に
入
れ
な
く
て
は
、
理
解
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
〳
〵
シ
ナ
的
な
も
の
で
は
な
く
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し
て
イ
ン
ド
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
仏
教
に
伴
つ
た
一
つ
の
特
殊
な
文
化
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
シ
ナ
へ
ど
う
や
つ
て
入
つ
て
来
た
か
を
、
ス
タ
イ
ン
は
タ
リ
ム
盆
地
の
砂
漠
の
中
か
ら
掘
り
出
し
て
見

せ
て
く
れ
た
。
そ
こ
へ
わ
た
く
し
の
興
味
は
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
そ
の
頃
に
は
第
二
回
の
探
険
の
報
告
は
、R

uins of D
esert C

athay 

と
い
ふ
二
巻
の
旅
行
記
が
出
て
ゐ

た
だ
け
で
、
詳
し
い
研
究
の
報
告 Serindia 

五
巻
は
ま
だ
出
て
ゐ
な
か
つ
た
。
し
か
し
わ
た
く
し
に
は
第

一
回
の
探
険
の
報
告
で
あ
る
古
代
于
闐
の
発
掘
記
だ
け
で
も
、
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
つ
た
。
わ
た
く

し
は
魂
が
天
外
に
駛
け
る
や
う
な
思
ひ
を
し
て
あ
の
遺
跡
の
報
告
を
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
今
で
は
、
次
の
世
代
の
元
気
の
い
ゝ
人
た
ち
が
、
自
分
で
あ
の
ア
ジ
ア
大
陸
の
真
中
の
、
砂
漠
の
多
い

地
方
へ
乗
り
込
ん
で
行
つ
て
、
自
分
で
じ
か
に
あ
の
地
方
を
体
験
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
、
さ
ほ
ど

珍
ら
し
く
も
な
く
や
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
思
ふ
と
半
世
紀
前
は
ま
る
で
事
情
が
違
つ
て
ゐ
た
。
ま
こ
と
に

今
昔
の
感
に
堪
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
タ
イ
ン
の
探
険
し
た
西
域
は
過
渡
の
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
西
域
の
本
場
へ
、
即
ち

イ
ン
ド
の
地
へ
、
人
を
導
い
て
行
く
。
わ
た
く
し
は
北
西
イ
ン
ド
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
仏
教
美
術
の
こ

と
に
親
し
ま
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
が
さ
う
な
る
と
興
味
は
、
仏
教
美
術
の
起
源
そ
の
も
の
に
向
つ
て
行

く
。
さ
う
し
て
そ
こ
に
イ
ン
ド
の
文
化
と
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
と
の
、
接
触
の
問
題
が
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
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そ
れ
が
不
思
議
に
強
い
力
を
以
て
わ
た
く
し
の
心
を
捕
へ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
れ
が
最
初
に
挙
げ
た
「
西
の
京
で
の
空
想
」
の
湧
き
上
つ
て
来
た
所
以
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
五
九
年
九
月
）
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