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─
─ 

二
〇
一
三
年
の
夏
、
高
松
で
の
丹
下
健
三＊
＊

生
誕
一
〇
〇
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
ご
一
緒

し
た
と
き
、
帰
り
が
け
に
槇
さ
ん
が
仰
っ
た
こ
と
が
心
に
引
っ
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
自
分

た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
を
一
所
懸
命
つ
く
っ
て
い
れ
ば
自
ず
と
良
い
街
が
で
き
て
い
く

と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な
い
。
社
会
の
全
体
で
、
建
築
に
対
す
る
人

び
と
の
理
解
が
深
ま
っ
て
い
か
な
い
と
だ
め
な
ん
だ
─
─
そ
う
熱
心
に
お
話
し
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
す
で
に
新
国
立
競
技
場
計
画
の
見
直
し
を
求
め
る
エ
ッ
セ
イ（「
新
国
立
競
技
場
案

を
神
宮
外
苑
の
歴
史
的
文
脈
の
中
で
考
え
る
」『JIA M

AG
AZIN

E

』
二
〇
一
三
年
八
月
号
）を
準
備

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
、
あ
と
に
な
っ
て
知
り
ま
し
た
。

　

槇
さ
ん
の
問
題
提
起
は
東
京
が
二
〇
二
〇
年
夏
季
五
輪
の
開
催
都
市
に
決
ま
る
と
い
っ
そ

う
注
目
を
集
め
、
そ
の
後
の
計
画
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

い
ま
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
︑
新
国
立
競
技
場
の
国
際
コ
ン
ペ
は
︑
ま
だ
東
京
誘
致
の
行
方
が
わ

か
ら
な
い
段
階
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
︒
二
〇
一
二
年
に
最
優
秀
案
が
発
表
さ
れ
た
時
点
で
︑
こ
の

計
画
に
関
す
る
意
見
が
ほ
と
ん
ど
出
な
か
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
︑
そ
う
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
が
影

響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒
計
画
自
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
不
確
か
な
な
か
︑
あ
え
て
意
見
を
述
べ

る
の
も
ど
う
か
︑
そ
う
判
断
し
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
︒

　

も
う
一
つ
重
要
な
の
は
︑
と
や
か
く
言
う
こ
と
で
︑
せ
っ
か
く
東
京
に
五
輪
を
も
っ
て
こ
よ
う

と
し
て
い
る
国
家
的
努
力
の
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
遠
慮
が
︑
状
況
を
少
し
わ
か
っ
て

＊
1�　

丹
下
健
三
：
た
ん
げ
・
け
ん
ぞ
う

︵
一
九
一
三
│
二
〇
〇
五
︶／
建
築
家
︒
東

京
帝
大
建
築
学
科
を
卒
業
後
︑
前
川
國
男

建
築
設
計
事
務
所
を
経
て
︑
一
九
四
六
年

同
大
学
院
修
了
︒
四
六
│
七
四
年
東
大
で

教
壇
に
立
ち
︑﹁
丹
下
研
究
室
﹂
か
ら
は

多
く
の
建
築
家
︑
都
市
計
画
家
が
輩
出
し

た
︒
日
本
近
代
建
築
を
強
力
に
牽
引
し
︑

世
界
的
な
建
築
家
と
し
て
名
を
残
す
︒
作

品
に
香
川
県
庁
舎
︑
国
立
屋
内
総
合
競
技

場
︑
東
京
都
庁
舎
ほ
か
︒
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い
る
人
︑
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
者
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　

私
が
新
競
技
場
案
を
見
て
︑
そ
の
異
様
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
ど
ろ
い
た
の
は
︑
国
立
競
技
場
の
隣

に
あ
る
東
京
体
育
館
を
設
計
し
た
三
〇
年
前
︑
非
常
に
苦
労
し
た
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
︒
神

宮
内
苑
・
外
苑
お
よ
び
代
々
木
公
園
一
帯
は
風
致
地
区＊
＊

で
︑
建
蔽
率＊
＊

や
建
築
物
の
最
大
高
さ
な
ど

が
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
コ
ン
ペ
の
主
催
者
側
が
示
し
た
一
枚
の
入
選
案
は
︑

そ
れ
ら
を
す
べ
て
無
視
す
る
も
の
で
し
た
︒

　

全
天
候
型
ス
タ
ジ
ア
ム
に
す
る
た
め
の
開
閉
式
屋
根
︑
八
万
人
規
模
の
収
容
人
数
と
い
っ
た
新

競
技
場
の
条
件
︑
そ
し
て
コ
ン
ペ
の
募
集
要
項
は
︑
そ
れ
に
先
立
つ
有
識
者
会
議
の
場
で
決
定
さ

れ
ま
し
た
︒
し
か
し
国
は
有
識
者
会
議
の
議
論
を
ほ
と
ん
ど
オ
ー
プ
ン
に
せ
ず
︑
計
画
を
な
る
べ

く
国
民
に
知
ら
せ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
ま
し
た
︒
人
び
と
が
新
し
い
建
築
物
に
対
し
て

何
か
意
見
を
も
つ
こ
と
自
体
を
妨
げ
る
︑
閉
鎖
的
で
不
透
明
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
す
︒

　

私
た
ち
は
︑
五
輪
の
開
催
が
決
定
し
た
二
カ
月
後
︑
大
学
教
授
や
文
化
人
な
ど
約
一
〇
〇
人
の

方
に
声
を
か
け
て
︑
連
名
で
計
画
見
直
し
の
要
望
書
を
提
出
し
︑
そ
の
後
も
新
た
な
施
設
が
ポ
ス

ト
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
見
す
え
た
も
の
に
な
る
よ
う
提
言
を
重
ね
て
き
ま
し
た
︒
ま
た
︑
松
隈
さ

ん
ほ
か
様
ざ
ま
な
方
が
︑
あ
ら
ゆ
る
媒
体
で
疑
義
や
懸
念
を
示
さ
れ
︑
そ
れ
は
膨
大
な
数
に
な
り

ま
す
︒
二
〇
一
五
年
の
夏
に
な
っ
て
︑
こ
の
計
画
は
白
紙
撤
回
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
ま
で

の
あ
い
だ
︑
私
た
ち
の
異
議
申
立
て
に
対
し
て
︑
政
府
や
東
京
都
か
ら
明
確
な
回
答
が
示
さ
れ
る

こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
私
が
建
築
を
始
め
て
六
〇
年
以
上
経
ち
ま
す
が
︑
こ
の
よ
う

＊
2�　

風
致
地
区
／
都
市
の
な
か
の
自
然

的
景
観︵
風
致
︶を
守
る
た
め
︑
土
地
利
用

な
ど
を
規
制
す
る
地
域
︒
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
地
域
地
区
の
一
つ
で
︑
自
治
体
が

指
定
す
る
︒

＊
3�　

建
蔽
率
／
敷
地
全
体
の
面
積
に
対

す
る
︑
建
築
物
の
面
積
の
割
合
︒



4

な
ケ
ー
ス
に
直
面
し
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
し
た
︒
な
る
べ
く
国
民
に
知
ら
せ
な
い
で
︑
議
論

は
避
け
︑
と
に
か
く
事
を
進
め
て
し
ま
お
う
と
い
う
わ
け
で
す
︒
そ
し
て
︑
基
本
的
な
計
画
が
遂

行
さ
れ
る
か
ぎ
り
︑
当
初
の
デ
ザ
イ
ン
や
ス
ケ
ー
ル
を
若
干
犠
牲
に
し
て
も
構
わ
な
い
︒
計
画
が

見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
そ
う
し
た
手
法
が
破
綻
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
︒
こ
の
一
連
の
動
き
の
な
か
で
︑
論
理
を
無
視
し
た
﹁
お
上
﹂
側
の
体
質
が
︑
非
常
に
は

っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

─
─ 

新
国
立
競
技
場
の
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
建
築
家
・
都
市
計
画
家
を
は
じ
め
専
門
家
の

果
た
す
べ
き
役
割
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
社
会
性
や
倫
理
性
を
ど
の
よ
う
に
担
保
し
て
い
く

の
か
が
厳
し
く
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
、
競
技
場
の
あ
る
神
宮
外
苑

の
歴
史
的
な
な
り
た
ち
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
よ
う
に
、
東
京
と
い
う
都
市
が
ど
の
よ

う
な
過
去
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
自
分
た
ち
の
住
む
と
こ
ろ
を
本
当
に
豊

か
に
す
る
も
の
と
は
何
な
の
か
。
人
び
と
の
潜
在
的
な
関
心
が
ひ
ろ
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ま
す
。

　

本
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
槇
さ
ん
が
建
築
や
都
市
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
こ
と
、
槇
さ
ん
の

世
代
の
建
築
家
が
、
さ
ら
に
上
の
世
代
か
ら
吸
収
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
。

創
作
と
思
索
─
─
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
ひ
ろ
が
る
時
代
や
、
人
び
と
の
繋
が
り
を
ふ
り
返

っ
て
お
話
し
い
た
だ
く
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
建
築
・
都
市
と
社
会
の
関
係
性
を
展
望
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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茶
色
と
灰
色
の
東
京
で

─
─ 
槇
さ
ん
は
一
九
二
八
年
、
東
京
生
ま
れ
。
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

や
は
り
木
造
住
宅
の
街
並
み
で
し
ょ
う
か
。

　

一
九
三
〇
年
代
の
東
京
と
い
え
ば
︑
山や

ま
の
て手
の
住
宅
地
に
は
︑
深
い
緑
に
覆
わ
れ
た
と
こ
ろ
が
多

く
あ
り
ま
し
た
︒
狭
隘
な
道
の
周
り
に
建
て
こ
ま
れ
た
家
々
︑
そ
れ
に
大
邸
宅
も
見
ら
れ
ま
し
た

が
︑
仰
る
よ
う
に
︑
ほ
と
ん
ど
は
木
造
の
一
軒
家
で
す
︒
く
す
ん
だ
茶
色
と
灰
色
の
建
物
群
が
︑

濃
い
緑
と
土
の
に
お
い
の
残
る
都
市
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
︒

　

そ
れ
だ
け
に
︑
建
築
家
の
土
浦
亀
城＊
＊

さ
ん
の
自
宅
な
ど
︑
見
た
り
訪
れ
た
り
す
る
機
会
の
あ
っ

た
幾
つ
か
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
は
︑
非
常
に
目
新
し
い
印
象
を
与
え
る
も
の
で
し
た
︒

─
─ 

土
浦
邸
は
槇
さ
ん
が
七
歳
の
頃
、
一
九
三
五
年
に
竣
工
し
て
い
ま
す
。
ご
覧
に
な
っ
た

の
は
で
き
た
て
の
頃
で
す
か
？

　

は
い
︒
当
時
︑
五
反
田
に
あ
っ
た
自
宅
の
近
所
に
︑
土
浦
事
務
所
で
修
業
し
て
い
た
村
田
政
眞

さ
ん
と
い
う
若
い
建
築
家
が
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
︒
そ
の
村
田
さ
ん
が
︑﹁
今
度
ボ
ス
の
家
が

で
き
た
か
ら
見
に
行
か
な
い
か
﹂
と
︑
両
親
と
私
を
目
黒
の
長
者
丸︵
現
在
の
品
川
区
上
大
崎
︶ま

で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
の
で
す
︒

　

白
亜
の
︑
シ
ン
プ
ル
な
外
観
の
家
で
し
た
︒
内
部
で
は
玄
関
周
り
の
吹
抜
け
空
間
︑
鉄
製
の
細

＊
4�　

土
浦
亀
城
：
つ
ち
う
ら
・
か
め
き

︵
一
八
九
七
│
一
九
九
六
︶／
建
築
家
︒
東

京
帝
大
建
築
学
科
卒
業
︒
在
学
中
に
帝
国

ホ
テ
ル
の
建
築
現
場
で
Ｆ
・
Ｌ
・
ラ
イ
ト

の
下
で
働
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
一

九
二
三
年
渡
米
︒
ラ
イ
ト
の
事
務
所
で
学

ぶ
︒
帰
国
後
︑
三
四
年
に
独
立
︒
作
品
に

野
々
宮
ア
パ
ー
ト
︑
強
羅
ホ
テ
ル
ほ
か
︒

Ⅰ
─1�　

土
浦
亀
城
邸
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い
レ
ー
リ
ン
グ︵
手
す
り
︶の
こ
と
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
︒
外
国
か
ら
大
き
な
客
船
が
来
る

と
︑
よ
く
横
浜
港
ま
で
見
に
行
っ
て
い
た
の
で
︑﹁
船
み
た
い
だ
な
あ
﹂
と
︒
開
放
的
な
空
間
の

な
か
︑
レ
ー
リ
ン
グ
の
鉄
や
︑
窓
ガ
ラ
ス
の
物
質
性
が
き
わ
だ
っ
て
見
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

子
ど
も
の
私
に
と
っ
て
は
︑
何
か
︑
魔
術
的
な
雰
囲
気
を
は
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま

し
た
︒

─
─ 

槇
さ
ん
が
入
学
し
た
慶
應
義
塾
幼
稚
舎
も
、
一
九
三
七
年
の
竣
工
当
時
、「
東
洋
一
モ

ダ
ン
な
小
学
校
」
と
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
ね
。

　

慶
應
幼
稚
舎
で
も
︑
土
浦
邸
と
同
じ
吹
抜
け
の
空
間
に
遭
遇
し
ま
し
た
︒
東
の
一
隅
に
あ
っ
た

工
作
室
は
︑
一
部
が
半
階
下
︑
そ
の
上
は
メ
ザ
ニ
ン︵
中
二
階
︶に
な
っ
て
い
た
の
で
す
︒

　

教
室
の
外
側
に
は
︑
床
に
ガ
ラ
ス
ブ
ロ
ッ
ク
が
は
め
こ
ま
れ
た
テ
ラ
ス
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
運

動
場
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
理
科
室
に
は
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
型
の
机
が
置
か
れ
︑

隅
々
ま
で
創
意
に
富
ん
だ
意
匠
が
盛
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
と
て
も
洒
落
て
い
ま
し
た
︒

　

他
に
も
︑
日
比
谷
の
日
東
コ
ー
ナ
ー
ハ
ウ
ス
︑
銀
座
資
生
堂
は
思
い
出
深
い
建
物
で
し
た
︒

─
─ 

一
九
三
八
年
に
つ
く
ら
れ
た
日
東
コ
ー
ナ
ー
ハ
ウ
ス（
日
東
テ
ィ
ー
ハ
ウ
ス
）は
、
戦
後

す
ぐ
の
時
期
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
接
収
し
て
、
民
間
情
報
教
育
局
が
運
営
す
る
Ｃ
Ｉ
Ｅ
図
書
館
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
東
京
・
竹
橋
の
パ
レ
ス
サ
イ
ド
ビ
ル
を
設
計
し
た
建
築
家
の
林
昌
二
さ
ん

や
、
槇
さ
ん
の
大
学
時
代
の
二
年
先
輩
で
前
川
國
男
建
築
設
計
事
務
所
に
入
所
し
た
鬼
頭
梓

さ
ん
も
、
海
外
の
建
築
雑
誌
を
目
当
て
に
そ
こ
へ
通
っ
て
、
一
所
懸
命
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー

Ⅰ
─2�　

日
東
コ
ー
ナ
ー
ハ
ウ
ス




