
二
つ
の
評
伝
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

中
　
島
　
国
　
彦

　
井
上
隆
史
氏
の
『
暴
流
の
人 

三
島
由
紀
夫
』
は
、

三
島
没
後
五
十
年
を
機
に
、
書
き
下
ろ
し
評
伝
と
し

て
ま
と
め
ら
れ
た
力
作
で
あ
る
。
決
定
版
全
集
の
完

成
に
も
協
力
さ
れ
、
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
類
に
も
目
配

り
し
て
い
る
三
島
研
究
の
第
一
人
者
の
、
多
面
体
三

島
へ
の
熱
い
思
い
が
各
章
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
三
島

の
家
系
、
若
き
日
の
習
作
の
内
実
か
ら
始
ま
り
、
冒

険
や
失
敗
を
繰
り
返
し
な
が
ら
晩
年
の『
豊
饒
の
海
』

に
至
る
ま
で
の
軌
跡
を
、「
虚
無
」「
セ
バ
ス
チ
ャ
ン・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」「
全
体
小
説
」
と
い
う
三
つ
の

鍵
概
念
を
設
定
し
つ
つ
意
味
づ
け
る
。
生
涯
の
諸
体

験
と
作
品
世
界
の
相
関
を
分
析
す
る
手
付
き
は
着
実

で
、
最
終
章
へ
向
か
う
記
述
の
盛
り
上
が
り
も
印
象

に
残
る
。
明
治
以
降
の
近
代
と
い
う
時
代
そ
の
も
の

の
歩
み
を
一
身
に
背
負
っ
た
一
人
の
文
学
者
の
営
為

に
注
が
れ
た
著
者
の
眼
は
、
読
者
の
心
を
打
つ
。

　
山
田
俊
治
氏
の
『
福
地
桜
痴
』
は
、
資
料
を
駆
使

し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
評
伝
で
、
こ
れ
ま
で
し
っ

か
り
し
た
桜
痴
の
生
涯
の
跡
付
け
が
無
か
っ
た
だ
け

に
、
貴
重
な
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
明
治
初
期
の
新

聞
雑
誌
を
丹
念
に
閲
読
し
て
い
る
著
者
が
、
幕
末
維

新
の
時
代
に
多
方
面
に
活
躍
し
た
桜
痴
の
一
次
資
料

を
博
捜
し
ま
と
め
上
げ
た
努
力
は
、
高
く
評
価
さ
れ

る
。
明
治
の
新
時
代
に
お
い
て
必
ず
し
も
力
の
発
揮

で
き
な
か
っ
た
桜
痴
だ
が
、
外
遊
を
含
め
た
ユ
ニ
ー

ク
な
閲
歴
や
、
劇
作
に
も
及
ぶ
お
び
た
だ
し
い
作
品

の
意
味
付
け
か
ら
、
近
代
文
学
の
第
一
線
に
居
ら
れ

な
か
っ
た
桜
痴
の
苦
悩
が
、
少
し
ず
つ
浮
か
び
上
が

る
。
井
上
氏
の
評
伝
と
は
ま
た
違
っ
た
ス
タ
イ
ル
だ

が
、
労
作
の
出
現
を
喜
び
た
い
。

遠
く
ま
で
行
く

関
　
川
　
夏
　
央

　
井
上
隆
史
『
暴
流
の
人

　
三
島
由
紀
夫
』（
平
凡
社
）

は
三
島
由
紀
夫
研
究
第
一
人
者
が
、
そ
の
さ
ら
に
遠

く
ま
で
行
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

　『
金
閣
寺
』『
鹿
鳴
館
』
そ
し
て
短
編
「
橋
づ
く
し
」

を
発
表
し
、
ま
た
初
め
て
半
裸
の
男
た
ち
に
混
じ
っ

て
祭
の
神
輿
を
か
つ
い
だ
一
九
五
六
年
、
三
十
一
歳

の
若
さ
で
三
島
由
紀
夫
は
、
そ
の
人
生
の
南
中
時
刻

「
亭
午
」
を
迎
え
た
。
十
年
後
、「
戦
前
と
戦
後
の
連

続
性
の
根
拠
」
を
探
り
出
す
必
要
に
駆
ら
れ
た
彼
は
、

華
々
し
く
も
傷
ま
し
い
疾
走
を
開
始
す
る
。
古
典
の

引
用
と
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
再
構
築
（
井
上
隆
史

に
よ
れ
ば
「
同
時
更
互
因
果
」）
を
重
ね
て
書
き
進
ん

だ
大
作
『
豊
饒
の
海
』
は
「
全
体
小
説
」
で
あ
る
と

同
時
に
、
死
の
跳
躍
へ
の
助
走
で
あ
っ
た
。

　
四
八
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
七
〇
年
十
一
月

二
十
五
日
ま
で
、
ぴ
っ
た
り
二
十
二
年
の
職
業
作
家

生
活
は
意
外
に
短
い
が
、
ま
さ
に
複
雑
・
豊
饒
な
時

間
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
生
を
、
特
に
そ
の
劇
的
な
後

半
部
を
、
実
証
的
か
つ
ス
リ
リ
ン
グ
に
記
述
で
き
る

の
は
こ
の
人
だ
け
だ
ろ
う
。

　
山
田
俊
治
『
福
地
桜
痴
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
は

労
作
で
あ
る
。
よ
く
こ
こ
ま
で
一
次
資
料
に
あ
た
っ

た
。
そ
の
努
力
に
感
服
す
る
。

　
福
地
桜
痴
は
、
幕
末
の
文
久
初
年
、
安
政
条
約
に

よ
る
開
港
の
延
期
交
渉
か
ら
明
治
五
年
出
発
の
岩
倉

使
節
団
ま
で
都
合
四
回
、
二
十
歳
か
ら
三
十
二
歳
ま

で
の
間
の
四
年
余
を
欧
米
諸
国
の
旅
に
過
ご
し
た
人

で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
の
日
本
人
と
し
て
ま
っ
た
く

得
が
た
い
体
験
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
桜
痴
は
何
を
見
、

何
に
驚
き
、
何
を
学
ん
だ
か
。
あ
る
い
は
何
を
学
ば

な
か
っ
た
か
。
彼
が
歴
史
に
名
を
と
ど
め
得
た
理
由

は
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
解
明
で
き
そ
う
だ
。

文
学
研
究
と
し
て
の
評
伝
、
二
篇

兵
　
藤
　
裕
　
己

　
井
上
隆
史
『
暴
流
の
人 

三
島
由
紀
夫
』
は
、

五
百
頁
余
に
及
ぶ
三
島
の
評
伝
で
あ
る
。
本
書
に

よ
っ
て
初
め
て
あ
か
さ
れ
る
伝
記
的
事
実
は
少
な
く

な
い
と
思
う
が
、
た
と
え
ば
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を

受
賞
し
た
川
端
康
成
に
よ
る
三
島
へ
の
（
微
妙
な
）

働
き
か
け
の
裏
話
な
ど
は
興
味
深
か
っ
た
。
本
書
で

意
図
さ
れ
る
の
は
、
三
島
の
初
期
作
品
か
ら
『
豊
饒

の
海
』
ま
で
の
代
表
作
を
た
ど
り
、
作
品
の
背
後
に

あ
る
精
神
と
病
理
、
虚
無
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
、
ま

た
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
三
島
の
「
近
代
」
批

判
や
戦
後
体
制
批
判
の
言
説
を
ト
ー
タ
ル
に
（
一
冊

の
評
伝
と
し
て
）
捉
え
な
お
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ

ら
複
数
の
論
点
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
、全
体
と
し
て
、

た
し
か
に
三
島
研
究
の
す
ぐ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
構

成
さ
れ
て
い
る
。

　
山
田
俊
治
『
福
地
桜
痴
』
は
、
近
代
の
新
聞
・
雑

誌
研
究
の
第
一
人
者
に
よ
る
福
地
桜
痴
の
評
伝
で
あ

る
。
維
新
前
後
に
四
度
洋
行
し
、
す
ぐ
れ
た
語
学
力

と
海
外
経
験
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
能
力
を
政
界
・

官
界
で
は
発
揮
で
き
ず
、
政
府
寄
り
の
御
用
新
聞
の

主
筆
に
な
り
、
ま
た
欧
化
主
義
に
乗
る
か
た
ち
で
演

劇
改
良
運
動
の
一
翼
を
に
な
う
（
片
棒
を
か
つ
ぐ
）

な
ど
、
明
治
期
の
政
治
・
文
化
の
動
向
を
語
る
う
え

で
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
だ
が
、
山
田
氏
に

よ
れ
ば
、「
時
代
を
超
え
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
」
福
地
は
、
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
「
時
代
を

映
す
鏡
に
も
な
る
」
と
い
う
。
抑
制
の
き
い
た
文
体

で
福
地
の
生
涯
と
文
業
を
た
ど
り
、
井
上
氏
の
著
書

と
は
べ
つ
の
意
味
で
、
す
ぐ
れ
た
評
伝
研
究
に
な
っ

て
い
る
。

研 究・ 評 論 部 門 選 評


