
『
金
閣
寺
』

の

人
称
告
自
体

三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
、
従
来
、
認
識
と
行
為
の
相
魁
と
い
っ

た
物
語
内
容
の
意
味
あ
い
に
議
論
が
集
中
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
も

当
然
で
、

一
篇
の
主
題
は
、
美
の
象
徴
と
み
な
し
た
金
閣
に
問
酔
し
、
自
分
は

「
世
界
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
認
識
を
も
っ
た
主
人
公
溝
口
が
、
金
閣
を

焼
く
と
い
う
行
為
に
よ
り
自
己
実
現
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
言

え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
作
品
『
金
閣
寺
』
に
お
い
て
は
、
現
実
に

お
き
た
放
火
事
件
に
基
づ
い
て
、
〈
私
〉
(
放
火
僧
溝
口
)
の
一
人
称
告
自
体
で

韻
ら
れ
て
い
る
と
い
う
作
品
構
造
上
の
特
徴
も
見
逃
す
乙
と
が
で
き
な
い
。

「認

識
と
行
為
」
と
い
っ
た
テ
l
マ
が
図
柄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

で
あ
る
こ
と
は
、
作
品
の
地
模
様
で
あ
り
、
枠
組
み
だ
か
ら
で
あ
る
。 一

人
称
告
自
体

作
品
『
金
閣
寺
』
は
、
放
火
犯
の
溝
口
が
、
金
閣
へ
の
思
い
や
、
父
母
や
友
人
・

女
性
・
寺
の
住
職
な
ど
と
の
関
係
な
ど
、
自
分
の
半
生
を
振
り
返
り
、
金
閣
を
焼

乙
の
作
品
全
体
の
形
式
と
主
人
公

く
ま
で
を
語
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

の
告
白
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

「
芸
術
家
小
説
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
重
な
る

有

フじ

由
叩

I
4
1
 

子

も
の
の
、
従
来
、
乙
の
主
人
公
に
は
対
人
関
係
・
対
社
会
関
係
が
な
い
と
言
わ
れ
、

主
人
公
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
主
観
の
中
に
た
て
こ
も
る
妄
想
め
い
た
も
の
と
し
て
読

{
l
)
 

ま
れ
て
き
た
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
作
家
三
島
と
主
人
公
〈
私
〉
と
の
関
係
が
暖

昧
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
作
品
内
部
の
問
題
に
絞
っ
て
み
る

と
、
主
人
公
の
〈
私
〉
(
溝
口
)
が
行
為
者
と
記
述
者
を
兼
ね
て
い
る
乙
と
が
問
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題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
乙
の
一
人
称
告
自
体
の
形
式
は
、
そ

の
形
式
だ
と
い
う
だ
け
で
、
安
易
に
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、

{
2
}
 

あ
る
。

『
金
閣
寺
」
の
語
り
に
注
視
し
た
の
が
、
田
中
美
代
子
氏
で

さ
ら
に
乙
の
小
説
の
構
造
の
要
は
末
尾
の
結
語
、

「
一
ト
仕
事
を
終
へ
て

一
服
し
て
ゐ
る
人
が
よ
く
さ
う
思
ふ
や
う
に
、
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ
た
」

で
あ
る
。
乙
の
言
葉
を
最
後
に
語
り
手
は
沈
黙
す
る
。
と
と
ろ
が
、
す
で
に

「
行
為
者
」
と
し
て
の
使
命
を
終
わ
っ
た
「
私
」
が
、
こ
れ
か
ら
「
生
き
よ

う
」
と
は
一
体
何
の
た
め
に
か
?

い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
行
為
の
意
味

を
語
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
は
「
語
り
手
」
と
し
て
再
生
し
、
ふ
た
た

び
冒
頭
に
も
ど
っ
て
、
乙
の
物
語
が
語
ら
れ
は
じ
め
る
筈
な
の
で
あ
る
。
つ



ま
り
一
回
限
り
の
「
行
為
」
は
「
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
度
で
も
繰
り

返
し
、
蘇
る
乙
と
が
で
き
る
、
と
い
う
循
環
的
な
構
造
を
も
つ
に
い
た
る
の

で
あ
る
。

『
金
閣
寺
』
の
最
後
は
、
金
閣
に
火
を
つ
け
た
主
人
公
が
、
究
克
頂
で
死
の
う

と
し
て
戸
を
た
た
く
の
だ
が
、
扉
が
聞
か
ず
、

に
駆
け
上
り
、

「
拒
ま
れ
た
」
と
知
覚
し
て
、
山

「
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ
た
」
と
言
う
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
田
中

氏
の
述
べ
る
と
お
り
、
既
に
行
為
を
果
た
し
た
主
人
公
が
、
こ
れ
か
ら
「
生
き
よ

う
」
と
す
る
の
は
、
当
然
、
作
品
の
冒
頭
に
再
び
戻
っ
て
、
乙
の
物
語
を
語
り
始

め
る
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
く
、
乙
れ
は
卓
越
し
た
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
、
行
為
が

一
回
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
語
り
は
宿
環
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
乙

の
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
か
ど
う
か
、
私
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
。

本
論
で
は
、
田
中
氏
の
論
を
ふ
ま
え
、
主
人
公
は
な
ぜ
行
為
の
あ
と
語
り
始
め

た
の
か
、
と
い
う
問
題
も
含
め
て
、
さ
ら
に
一
人
称
告
自
体
と
い
う
作
品
形
式
の

意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
い
ま
、
主
人
公
は
な
ぜ
「
語
り
始
め
た
」
の
か
、
と
い
っ
た
が
、
正
確

に
は
、
主
人
公
は
「
書
き
始
め
た
」
と
言
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

記
述
か
ら
、
私
を
詩
人
肌
の
少
年
だ
と
速
断
す
る
人
も
ゐ
る
だ
ら
う
」

引
用
者
・
以
下
同
じ
)
(
一
)
、
「
(
有
為
子
に
関
し
て
)
私
は
そ
れ
以
上
、
こ

の
変
容
に
つ
い
て
記
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
一
)
、
「
今
ま
で
、
故
意
に
母
に

つ
い
て
、
筆
を
省
い
て
来
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
」
(
三
)
と
い
っ
た
例
を
は
じ

め
、
作
中
で
、
伺
度
も
主
人
公
〈
私
〉
は
、
自
分
が
記
述
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

「
右
の
や
う
な

(
傍
点
は

こ
と
を
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
主
人
公
は
、
火
を
つ
け

た
あ
と
、
作
品
の
最
後
で
「
生
き
よ
う
」
と
思
い
、
そ
し
て
、
冒
頭
に
戻
っ
て
書

き
始
め
る
|
|
作
品
と
い
う
虚
構
の
中
で
、
自
ら
(
主
人
公
〈
私
〉
)
の
乙
と
を

語
り
、
い
わ
ば
手
記
を
書
い
て
い
る

l
l
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
手
記

で
は
、
書
き
手
に
よ
っ
て
読
者
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
、
作
品
構
造
の
中

に
、
読
者
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
作
品
『
金
閣
寺
』
は
、
つ
ね
に
、
語
り
手

〈
私
〉
か
ら
読
者
に
対
す
る
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
年
間
、
私
が
経
も
習
は
ず
、
本
も
読
ま
ず
、
来
る
日
も
来
る
日
も
、

修
身
と
教
練
と
武
道
と
、
工
場
や
強
制
疎
開
の
手
つ
だ
ひ
と
で
、
明
け
暮
れ

て
ゐ
た
乙
と
を
考
へ
で
も
ら
ひ
た
い
。
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
。

".、、

一一、J

|
|
後
年
、
父
の
出
棺
の
と
き
、
私
が
そ
の
死
顔
を
見
る
の
に
急
で
、
涙

ひ
と
っ
こ
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
そ
の
死
と
共
に
、
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掌
の
覇
紳
は
解
か
れ
て
、
私
が
ひ
た
す
ら
父
の
顔
を
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
生
を
確
か
め
た
の
を
想
起
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
(
三
)

私
の
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
乙
と
を
察
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
又
そ
乙
に
金
閣

が
出
現
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
は
、
筑
房
が
金
閣
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。

(
六
)

乙
乙
で
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
読
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
数
カ
所
を
抜
き
出
し
た

が
、
直
接
呼
び
か
け
な
い
場
合
を
含
め
て
、
こ
の
書
き
手
H
主
人
公
は
、
か
な
り

読
者
を
意
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
生
き
よ
う
」
と
思
い
、
語
り
始
め
た
書
き

手
は
、
常
に
読
み
手
を
想
定
し
て
お
り
、
読
み
手
が
当
時
の
自
分
の
感
情
を
察
知

し
て
く
れ
る
乙
と
を
期
待
し
な
が
ら
、
自
ら
が
金
閣
を
焼
く
ま
で
の
乙
と
を
書
き

続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
決
し
て
、
自
分
一
人
の
た
め
に
、
自
問
的
に
書
き
韻
つ



た
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
虚
構
の
中
で
の
で
き
ご
と
で
あ
り
、
実

際
児
事
件
を
起
こ
し
た
林
養
賢
と
い
う
僧
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
作
家
三
島
が
『
金

閣
寺
』
と
い
う
作
品
と
し
て
ま
と
め
、
そ
れ
を
私
た
ち
実
在
の
読
者
が
読
ん
で
い

る
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
作
品
内
に
限
定
し
て
い
う
な
ら
ば
、
書

き
手
八
私
〉
(
溝
口
)
が
、
十
分
に
読
者
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
分
の
お
乙
し
た

事
件
と
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
、
書
い
て
い
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
冒
頭

か
ら
「
一
人
称
告
自
体
」
と
述
べ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
モ
デ
ル
を
想

定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

* 

* 

* 

で
は
、

『
金
閣
寺
』
の
、
こ
の
よ
う
な
形
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

ふ
つ
う
、
話
言
葉
で
害
か
れ
た
作
品
や
、
話
者
が
自
分
の
乙
と
を
書
く
の
が
当

然
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
私
小
説
な
ど
を
除
け
ば
、
語
り
手
が
手
記
を
書
く
形
の

「
な
ぜ
自
分
は
こ
の
手
記
を
書
く
の
か
」
と
い
う
乙
と
が
、

一
人
称
告
自
体
で
は
、

語
り
手
自
身
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
乙
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
そ
の

手
記
に
対
し
て
、
語
り
手
自
身
が
自
己
言
及
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』
で
は
、
セ
イ
ゴ
ン
の
潜
ま
で
帰
っ
て
き
た
余

が
、
「
人
知
れ
ぬ
恨
」
を
い
わ
ば
自
己
検
討
す
る
た
め
に
、
「
今
宵
は
あ
た
り
に

人
も
な
し
、
房
奴
の
来
て
電
気
謀
の
鍵
を
摂
る
に
は
猶
程
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、
い

で
、
そ
の
概
略
を
文
に
つ
づ
り
で
見
む
」
と
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
出
翠
亭
を
回
想
し
、

書
き
始
め
る
。
ま
た
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
痴
人
の
愛
』
で
は
、
告
白
す
る
〈
私
V
H

河
合
譲
治
が
、
作
品
の
冒
頭
で
、
「
私
は
此
れ
か
ら
、
あ
ま
り
世
聞
に
類
例
が
な

い
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
私
達
夫
婦
の
間
柄
に
就
い
て
、
出
来
る
だ
け
正
直
に
、
ざ

っ
く
ば
ら
ん
に
、
有
り
の
ま
〉
の
事
実
を
書
い
て
見
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
は

私
自
身
に
取
っ
て
忘
れ
が
た
い
貴
い
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
恐
ら
く
は
読
者
諸

君
に
取
っ
て
も
、
き
っ
と
何
か
の
参
考
資
料
と
な
る
に
違
ひ
な
い
」
と
手
記
を
書

く
意
図
を
述
べ
て
、
ひ
た
す
ら
「
読
者
諸
君
」
の
方
に
歩
み
よ
ろ
う
と
す
る
。
そ

し
て
、
ナ
オ
ミ
と
の
男
女
関
係
を
書
き
綴
っ
た
あ
と
、
作
品
の
末
尾
で
、
「
此
れ

を
読
ん
で
、
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
っ
て
下
さ
い
。
教
訓
に
な
る
と
思
ふ

人
は
、
い
〉
見
せ
し
め
に
し
て
下
さ
い
」
と
読
者
に
む
け
て
の
メ
ツ
セ

i
ツ
を
再

ぴ
送
っ
て
い
る
。
大
岡
昇
平
の
『
野
火
』
で
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
衝
撃
的
な
戦

争
体
験
を
語
っ
た
あ
と
、
作
品
末
尾
で
、
主
人
公
は
、
過
去
の
「
権
力
の
た
め
に

偶
然
を
強
制
さ
れ
た
生
活
と
現
在
の
生
活
と
を
繋
げ
る
」
た
め
に
「
乙
の
手
記
を

書
い
て
い
る
」
こ
と
、
現
在
書
き
手
が
い
る
場
所
は
「
東
京
郊
外
の
精
神
病
院
の

一
室
」
で
あ
る
こ
と
、
「
自
由
連
想
診
断
の
延
長
と
し
て
」
執
筆
を
医
者
に
勧
め

ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
う
せ
彼
等
は
私

の
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
」
と
、
自
己
の
極
限
的
な
体
験
が
他
者
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に
は
通
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
る
べ
き
か
ど
う
か
は

別
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
、
語
り
手
の
自
己
弁
護
・
自
己
正
当
化
だ
、
あ
る
い
は

轄
晦
だ
、
と
し
て
解
釈
・
4

守
し
た
り
、
そ
の
意
図
の
真
相
を
探
っ
た
り
し
て
も
一
向

に
構
わ
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で
は
、
手
記
の
中
で
、

小
説
形
式
の
手
記
を
書
い
て
い
る
場
所
や
時
間
、
ま
た
、
手
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

(
3
)
 

を
選
ん
だ
理
由
を
、
回
想
す
る
書
き
手
自
身
、
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
書
く
〈
私
〉
と
書
か
れ
る
〈
私
〉
と
の
こ
面
構
造
が
、
は
っ
き
り
と
読

者
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
乙
で
は
、
書
き
手
の
意
識
の
現
在
(
書
い
て
い

る
時
点
で
の
認
識
)
や
、
読
者
に
ど
の
よ
う
に
享
受
し
て
も
ら
い
た
い
か
と
い
う

書
き
手
の
意
識
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



そ
れ
に
対
し
て
、

「
幼
時
か
ら
父
は
、
私
に
よ
く
、
金
閣
の

『
金
閣
寺
』
は
、

乙
と
を
語
っ
た
」
と
語
り
手
が
唐
突
に
語
り
始
め
、
最
後
の
犯
罪
遂
行
に
至
る
ま

で
、
そ
の
ま
ま
告
白
を
続
け
て
、
現
在
の
書
き
手
の
位
置
へ
は
筆
が
向
け
ら
れ
な

い
と
い
う
点
で
、
『
舞
姫
」
な
ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
彼
は
手
記
を
書
い
て
お

り
、
読
者
へ
の
呼
び
か
け
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
舞
姫
』
や
『
痴
人
の

愛
』
な
ど
で
は
明
記
さ
れ
て
い
る
「
な
ぜ
自
分
は
書
く
の
か
」
と
い
う
理
由
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
ど
乙
で
、
ど
の
よ
う
な
心
境
で
乙
れ
を
書
い
て
い

る
の
か
、
と
い
う
書
き
手
の
現
在
の
状
況
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
手
記
の
形
を

と
る
こ
と
は
、
書
き
手
の
中
で
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
読
者
に
は

そ
の
理
由
は
知
ら
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
読
者
へ
の
呼
び
か
け
を
内
包
し
て
お
り
、

か
な
り
意
識
的
に
「
手
記
を
書
く
乙
と
」
「
一
人
称
告
自
体
」
と
い
う
形
式
ぞ
選

ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
る
で
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
一
人
称
を
選
ん
だ

私
小
説
の
書
き
手
の
よ
う
に
、
手
記
と
い
う
形
式
で
書
く
理
由
に
は
口
を
閉
ざ
し

て
い
る
|
|
乙
れ
が
、
『
金
閣
寺
』
の
一
人
称
告
自
体
の
も
つ
特
徴
の
よ
う
で
あ

こ
れ
ま
で
多
く
の
読
者
が
、
主
人
公
が
手
記
を
書
い
て
い
る
の

る
。
そ
の
た
め
、

だ
と
い
う
乙
と
を
、
あ
ま
り
意
識
に
と
め
な
い
ま
ま
で
、
作
品
を
読
ん
で
き
た
の

で
あ
る
。

で
は
、

『
金
閣
寺
』
の
語
り
手
は
、
読
者
に
何
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

主
人
公
H

語
り
手
が
事
件
を
お
こ
し
、
物
語
を
語
っ
て
い
く
過
程
を
追
い
な
が
ら
、

考
え
て
み
た
い
。

吃
り
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
私
と
外
界
と
の
あ
ひ
だ
に
一
つ
の
障
害
を

置
い
た
。
最
初
の
音
が
う
ま
く
出
な
い
。
そ
の
最
初
の
音
が
、
私
の
内
界
と

外
界
と
の
聞
の
扉
の
鍵
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
鍵
が
う
ま
く
あ
い
た

一
般
の
人
は
、
自
由
に
言
葉
を
あ
や
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

た
め
し
が
な
い
。

内
界
と
外
界
と
の
聞
の
戸
を
あ
け
っ
ぱ
な
し
に
し
て
、
風
と
ほ
し
を
よ
く
し

て
お
く
乙
と
が
で
き
る
の
に
、
私
に
は
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
鍵

が
錆
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

，..、
一
'-' 

主
人
公
の
〈
私
〉
は
、
吃
り
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
界
か
ら
の
疎

外
感
を
抱
い
て
い
る
。
言
語
と
は
、
社
会
化
さ
れ
た
記
号
の
体
系
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
ス
ム
ー
ス
に
機
能
し
な
い
|
|
自
己
を
表
出
し
よ
う
と
言
葉
を
口
か
ら
出
す

た
び
に
苦
労
し
、
円
滑
に
話
そ
う
と
す
る
た
め
に
焦
り
、
そ
れ
で
も
、
他
の
子
供

た
ち
か
ら
瑚
笑
わ
れ
る
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
、
一
言
語
活
動
の
異
常
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
本
人
に
は
、
社
会
活
動
の
際
の
異
常
と
し
て
、
社
会
に
出
に
く
く
、
人

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
差
し
障
る
思
い
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

円。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
主
人
公
は
、
父
親
の
言
葉
に
導
か
れ
、
美
の
象
徴
と
し
て
の

金
閣
に
陶
酔
し
、
強
く
憧
慣
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
金
閣
へ
の
並
は

ず
れ
た
憧
慣
は
、
主
人
公
の
内
界
に
堆
積
し
、
膨
張
し
て
い
く
だ
け
で
、
「
吃
り
」

に
よ
っ
て
外
界
か
ら
の
疎
外
感
を
抱
い
て
い
る
主
人
公
が
、
他
者
に
そ
の
思
い
を

解
放
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
言
ひ
了
っ
た
私
の
顔
に
は
、
何
か
恥
か
し
い
乙
と
を
言
っ
た
あ

と
の
や
う
に
、
移
し
い
汗
が
流
れ
て
ゐ
た
。
金
閣
応
対
す
る
私
の
異
様
な
執

着
を
打
明
け
た
相
手
は
、
た
だ
鶴
川
一
人
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
を
き
い
て

ゐ
る
鶴
川
の
表
情
に
は
、
私
の
吃
音
を
き
き
と
ら
う
と
努
力
す
る
人
の
、
見

馴
れ
た
焦
操
感
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。

私
は
か
う
い
ふ
顔
に
ぶ
つ
か
る
。
大
切
な
秘
密
の
告
白
の
場
合
も
、
美
の



上
ず
っ
た
感
動
を
訴
へ
る
場
合
も
、
自
分
の
内
臓
を
と
り
だ
し
て
み
せ
る
や

う
な
場
合
も
、
私
の
ぶ
つ
か
る
の
は
か
う
い
ふ
顔
。
た
。
人
間
は
ふ
つ
う
人
間

に
む
か
つ
て
乙
ん
な
顔
を
し
て
み
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
顔
は
申
し
分

の
な
い
忠
実
さ
で
、
私
の
滑
稽
な
焦
諜
感
を
そ
の
ま
ま
に
真
似
、
い
は
ば
私

の
怖
ろ
し
い
鏡
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
。
ど
ん
な
に
美
し
い
顔
で
も
、
さ
う

い
ふ
と
き
は
、
私
と
そ
っ
く
り
の
醜
さ
に
変
貌
す
る
の
だ
。
そ
れ
ら
』
見
た
と

た
ん
、
私
が
表
現
し
よ
う
と
思
ふ
大
切
な
も
の
は
、
瓦
に
ひ
と
し
い
無
価
値

な
も
の
に
堕
ち
て
し
ま
ふ
。

( 

一一、ー〆

寺
の
生
活
の
中
で
、
唯
一
信
頼
で
き
る
相
手
の
鶴
川
に
、
主
人
公
が
金
閣
へ
の

執
着
心
を
語
っ
た
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
重
要
な
(
と
本
人
に
は
思

わ
れ
る
)
告
白
を
し
て
も
、
相
手
に
聞
き
取
り
に
く
い
顔
を
さ
れ
て
し
ま
う
と
、

せ
っ
か
く
彼
が
表
現
し
よ
う
と
内
面
に
抱
え
て
い
る
大
切
な
も
の
も
、

「
瓦
に
ひ

と
し
い
無
価
値
な
も
の
に
堕
ち
て
し
ま
ふ
」
よ
う
に
彼
に
は
思
え
て
く
る
。

ーコ
ま

り
、
コ
ト
パ
(
話
言
葉
)
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
|
|
特
に
、
自
分

の
言
う
乙
と
を
相
手
に
理
解
し
て
も
ら
う
乙
と
が
で
き
な
い
|
|
の
で
あ
る
。
こ

乙
に
は
、
自
分
の
内
面
を
、
他
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
み
、

自
己
表
現
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
苦
し
み
が
あ
る
。

「
吃
り
」
と
い
う
の
は
、
口
に
出
し
て
話
す
と
き
に
障
害
に
感
じ
る
わ
け
で
、

で
は
、
主
人
公
は
書
き
言
葉
(
文
章
表
現
)
で
あ
れ
ば
抵
抗
を
感
じ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。

か
う
い
ふ
少
年
は
、
た
や
す
く
詔
像
さ
れ
る
や
う
に
、
二
種
類
の
相
反
し

た
権
力
意
志
を
抱
く
や
う
に
な
る
。
私
は
歴
史
に
お
け
る
暴
君
の
記
述
が
好

き
で
あ
っ
た
。
吃
り
で
、
無
口
な
暴
君
で
私
が
あ
れ
ば
、
家
来
ど
も
は
私
の

顔
色
を
う
か
が
っ
て
、
ひ
ね
も
す
お
び
え
て
暮
ら
す
乙
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。

私
は
明
確
な
、
と
り
の
よ
い
言
葉
で
、
私
の
残
虐
を
正
当
化
す
る
必
要
な
ん

か
な
い
の
だ
。
私
の
無
言
だ
け
が
、
あ
ら
ゆ
る
残
虐
を
正
当
化
す
る
の
だ
。

か
う
し
て
日
頃
私
を
さ
げ
す
む
教
師
や
学
友
を
、
片
っ
ぱ
し
か
ら
処
刑
す
る

空
想
を
た
の
し
む
一
方
、
私
は
ま
た
内
面
世
界
の
王
者
、
静
か
な
諾
観
に
み

ち
た
大
芸
術
家
に
な
る
空
想
を
も
た
の
し
ん
だ
。
外
見
乙
そ
貧
し
か
っ
た
が
、

私
の
内
界
は
誰
よ
り
も
、
か
う
し
て
富
ん
だ
。
伺
か
拭
ひ
が
た
い
負
け
目
を

持
っ
た
少
年
が
、
自
分
は
ひ
そ
か
に
選
ば
れ
た
者
だ
、
と
考
へ
る
の
は
、
当

然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
乙
の
世
の
ど
こ
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
。

吃
り
に
よ
る
、
社
会
活
動
へ
の
障
害
を
感
じ
た
結
果
、
〈
私
〉
は
、

f、
一、-'

「
二
種
類

の
相
反
し
た
権
力
意
志
」
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

乙
れ
は
、
自
分
を
疎
外
し
て
き
た
外
界
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
復
讐
し
、

あ
る
い
は
支
配
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
は
、
大
芸
術
家
に
な

一
つ
は
、
暴
君
に
な
る
空
想
で
、

-32-

る
こ
と
で
、
乙
れ
は
、
自
分
を
疎
外
す
る
外
界
に
は
拘
泥
す
る
と
と
な
く
、

静

か
な
諦
観
に
み
ち
た
」
人
物
と
し
て
自
己
の
内
面
世
界
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
示

す
。
乙
の
「
暴
君
/
大
芸
術
家
」
と
い
う
願
望
を
、

「
私
自
身
の
知
ら
な
い
使
命
」
に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
金

「
行
為
者
/
表
現
者
」
と
置

き
換
え
て
み
れ
ば
、

閣
を
焼
き
(
行
為
し
)
、
そ
し
て
そ
の
自
ら
の
行
為
を
手
記
に
癒
っ
た
(
表
現
し

た
)
、
〈
私
〉
の
ま
さ
に
将
来
の
ゆ
く
え
を
暗
示
し
て
い
る
。
作
品
『
金
閣
寺
』

は
、
こ
の
よ
う
に
、
〈
私
〉
が
、
乙
の
少
年
期
の
ニ
極
分
解
し
た
欲
望
を
、
い
か

に
自
己
実
現
し
て
い
く
の
か
を
提
示
し
た
作
品
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も

か
く
と
し
て
、
主
人
公
は
、

「
暴
君
」
に
な
る
幻
想
と
と
も
に
、
「
大
芸
術
家
」

に
な
る
空
想
も
楽
し
ん
で
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
話
言
葉
以
外
の
手
段
、
例
え

ば
文
章
に
よ
っ
て
、
自
己
表
現
す
る
乙
と
の
素
地
は
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
吃
り
に
起
因
す
る
、
主
人
公
の
疎
外
感
は
根
が
深
い
。

:
:
・
右
の
や
う
な
記
述
か
ら
、
私
を
詩
人
肌
の
少
年
だ
と
速
断
す
る
人
も

ゐ
る
だ
ら
う
。
し
か
し
今
日
ま
で
、
詩
は
お
ろ
か
、
手
記
の
や
う
な
も
の
さ

へ
書
い
た
乙
と
が
な
い
。
人
に
劣
っ
て
ゐ
る
能
力
を
、
他
の
能
力
で
補
填
し

て
、
そ
れ
で
以
て
人
民
抜
き
ん
出
よ
う
な
ど
と
い
ふ
衝
動
が
、
私
に
は
欠
け

て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
別
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、
私
は
、
芸
術
家
た
る
に
は
倣

慢
す
ぎ
た
。
暴
君
や
大
芸
術
家
た
ら
ん
と
す
る
夢
は
夢
の
ま
ま
で
、
実
際
に

着
手
し
て
、
向
か
を
や
り
遂
げ
よ
う
と
い
ふ
気
持
が
ま
る
で
な
か
っ
た
。

人
民
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
唯
一
の
持
り
に
な
っ
て
ゐ
た
か
ら
、

も
の
ご
と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
表
現
の
衝
動
に
見
舞
は
れ
な
か
っ
た
。

人
の
自
に
見
え
る
や
う
な
も
の
は
、
自
分
に
は
宿
命
的
に
与
へ
ら
れ
な
い
の

だ
と
思
っ
た
。
孤
独
は
ど
ん
ど
ん
肥
っ
た
、
ま
る
で
豚
の
や
う
に
。

八
私
〉
は
、
吃
り
に
よ
る
疎
外
感
か
ら
、
自
分
は
他
者
と
は
違
う
の
だ
と
思
い

込
み
、
「
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
唯
一
の
持
り
に
な
っ
て
ゐ
た
か
ら
、

も
の
と
と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
表
現
の
衝
動
に
見
舞
は
れ
な
か
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
吃
り
に
よ
っ
て
、
他
者
と
う
ま
く
意
志
疎
通
が
で
き
な
い
乙
と
を
、

(

一

)

逆
に
、
ま
る
で
特
権
の
よ
う
に
信
じ
込
も
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、

「
今
日

ま
で
、
詩
は
お
ろ
か
、
手
記
の
や
う
な
も
の
さ
へ
書
い
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
に
乙
の
主
人
公
は
、
作
品
の
最
後
で
「
生
き
よ
う
」
と

思
い
、
冒
頭
の
記
述
に
も
ど
っ
て
、
そ
の
書
い
た
乙
と
が
な
い
と
い
う
手
記
を
今
・

現
実
に
書
き
つ
つ
あ
る
わ
け
で
、
結
末
に
至
る
ま
で
の
ど
乙
か
で
、
主
人
公
の
表

現
す
る
こ
と
へ
の
認
識
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
盟
さ
れ
よ
う
。

「
暴
君
や
大
芸
術
家
た
ら
ん
と
す
る
夢
は
夢
の
ま
ま
で
、
実
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
述
べ
て
い
た
〈
私
〉

が
、
な
ぜ
実
際
に
筆
を
執
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
が
次
に

問
題
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。

学
校
の
図
書
館
が
私
の
唯
一
の
享
楽
の
場
所
に
な
り
、
そ
乙
で
は
禅
籍
は

読
ま
ず
、
手
あ
た
り
次
第
に
翻
訳
の
小
説
や
ら
哲
学
や
ら
を
読
ん
だ
。
そ
の

作
家
の
名
や
哲
学
者
の
名
を
乙
乙
に
挙
げ
る
乙
と
を
私
は
障
る
。
そ
れ
ら
は

多
少
と
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
の
ち
に
私
の
し
た
行
為
の
素
因
と
な
っ
た
乙
と

は
認
め
る
が
、
行
為
そ
の
も
の
は
私
の
独
創
で
あ
る
と
信
じ
た
い
し
、
伺
よ

り
も
私
は
そ
の
行
為
が
、
或
る
既
成
の
哲
学
の
影
響
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る

こ
と
を
好
ま
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
〈
私
〉
は
、
自
分
の
読
ん
だ
本
な
ど
に
よ
っ
て
、

(
六
)

「
の
ち
に
私
の
し

た
行
為
」
|
|
金
閣
放
火
ー
ー
を
解
釈
さ
れ
た
く
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
の

行
為
は
、
既
成
の
哲
学
の
影
響
下
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
独
創
的
な

も
の
な
の
だ
と
確
信
し
た
い
〈
私
〉
の
思
い
、
さ
ら
に
は
読
者
に
対
し
て
も
そ
の
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よ
う
に
受
け
取
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
望
が
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の
場
面
は
、
〈
私
〉
が
金
閣
放
火
を
決
心
す
る
に
い
た
る
舞
鶴
行
き
の
列
車

の
中
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
、
「
ど
乙
か
の
公
共
団
体
の
年
と
っ
た
役
員
」
た
ち
が
、

金
閣
寺
の
和
尚
や
経
営
に
つ
い
て
噂
を
し
て
い
る
の
を
聞
く
。

奇
妙
な
乙
と
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
私
の
耳
に
入
っ
た
世
間
の
批
評
の
は
じ

め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

(
略
)
し
か
し
老
い
た
役
員
た
ち
の
乙
ん
な
会
話

は
、
少
し
も
私
を
お
ど
ろ
か
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
み
ん
な
自
明
の
事
柄

ゃ
ご
っ
:
/

争

t
4
.
中

I

・

私
た
ち
は
冷
飯
を
食
べ
て
ゐ
た
。
和
尚
は
祇
園
へ
通
っ
て
ゐ
た
。

:
:
:
が
、
私
に
は
、
老
役
員
た
ち
の
か
う
し
た
理
解
の
仕
方
で
、
私
が
理
解

さ
れ
る
乙
と
に
対
す
る
、
云
は
ん
方
な
い
嫌
悪
が
あ
っ
た
。
「
か
れ
ら
の
言

葉
」
で
私
が
理
解
さ
れ
る
の
は
耐
へ
が
た
い
。
「
私
の
言
葉
」
は
そ
れ
と
は



別
な
の
で
あ
る
。
老
師
が
祇
園
の
芸
妓
と
歩
い
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、
私
が

伺
ら
道
徳
的
な
嫌
悪
に
と
ら
は
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
て
も
ら
ひ
た

L、
。

老
役
員
た
ち
の
会
話
は
、
か
う
し
た
わ
け
で
、
私
の
心
に
、
凡
庸
さ
の
移

り
香
の
や
う
な
も
の
、
か
す
か
な
嫌
悪
だ
け
を
残
し
て
飛
び
去
っ
た
。
私
は

自
分
の
思
想
に
、
社
会
の
支
援
を
何
ぐ
気
持
は
な
か
っ
た
。
世
間
で
わ
か
り

や
す
く
理
解
さ
れ
る
た
め
の
枠
を
、
そ
の
思
想
に
与
へ
る
気
持
も
な
か
っ
た
。

伺
度
も
言
ふ
や
う
に
、
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
乙
と
が
、
私
の
存
在
理
由
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

(
七
)

口
さ
が
な
い
老
人
た
ち
は
、
金
閣
の
観
光
収
入
が
莫
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
禅
寺
の
常
と
し
て
生
活
に
は
経
費
が
か
か
ら
ず
、
小
僧
た
ち
に
は
冷
飯
を
食

わ
せ
て
お
い
て
、
和
尚
一
人
が
毎
晩
祇
園
に
出
か
け
て
遊
ん
で
お
り
、
そ
れ
で
も

寺
に
は
税
金
も
か
か
ら
な
い
、
な
ど
と
話
し
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
〈
私
〉

は
、
自
分
が
実
際
に
冷
飯
を
食
わ
さ
れ
て
い
る
小
僧
で
あ
り
、
し
か
も
、
和
尚
を

憎
み
、
金
閣
で
の
生
活
に
飽
き
足
り
ず
思
っ
て
出
奔
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
老
役
員
た
ち
の
会
話
に
同
調
せ
ず
、

「
か
す
か
な
嫌
悪
」
す
ら
を
お
ぼ
え
て

い
る
。
主
人
公
は
、

「
世
間
で
わ
か
り
や
す
く
理
解
さ
れ
る
た
め
の
枠
を
、
そ
の

思
担
に
与
へ
る
気
持
も
な
か
っ
た
」
と
、
自
己
の
考
え
が
独
自
で
あ
り
、
む
し
ろ

他
者
に
理
解
さ
れ
な
い
乙
と
を
誇
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
れ
は
「
冷
飯
を
食
わ
さ
れ
て
い
る
か
わ
い
そ
う
な
小
僧
」
の
「
業

つ
く
ば
り
で
色
と
の
み
の
和
尚
」
へ
の
反
抗
心
だ
よ
、
と
い
っ
た
「
か
れ
ら
の
言

(
H
世
間
一
般
の
解
釈
)
で
自
分
の
行
為
や
存
在
が
解
釈
さ
れ
る
の
は
耐
え

「
私
の
言
葉
」
は
そ
れ
と
は
別
だ
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
だ

葉」が
た
く
、

か
ら
乙
そ
、

「
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
私
の
存
在
理
由
だ
」
と
伺
度
も
繰
り
返

す
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
か
た
く
な
な
態
度
が
、
徐
々
に
ゆ
る
ん
で
き
て
い
る

こ
と
も
感
じ
ら
れ
る
。

「
か
れ
ら
の
言
葉
」

(
世
間
の
価
値
観
)
で
は

つ
ま
り
、

理
解
さ
れ
た
く
な
い
、
自
分
の
読
ん
で
き
た
本
や
既
成
の
哲
学
な
ど
に
よ
っ
て
自

分
の
行
為
を
解
釈
さ
れ
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、

「
そ
れ
と
は

別
」
だ
と
い
う
「
私
の
言
葉
」
で
な
ら
、
自
己
の
行
為
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
、
と
い
う
乙
と
で
は
な
い
の
か
。

主
人
公
は
、
幼
時
か
ら
吃
り
で
あ
る
こ
と
で
い
じ
め
ら
れ
、
自
ら
の
内
に
金
閣

に
対
す
る
特
殊
な
観
念
を
築
き
上
げ
て
い
っ
て
、
そ
の
中
に
閉
じ
龍
も
り
、
長
じ

て
も
、
友
人
で
さ
え
自
分
が
思
い
を
語
る
の
を
聞
き
取
り
に
く
く
し
て
い
る
の
を

見
て
き
た
。
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
抑
圧
を
、
逆
に
自
分
に
と
っ
て
の
特
権
に
変
え
、

他
人
に
理
解
さ
れ
な
い
乙
と
が
自
分
の
存
在
理
由
だ
と
自
己
規
定
し
、
か
た
く
な

に
自
分
の
こ
と
を
語
る
こ
と
を
拒
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
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か
た
く
な
な
態
度
も
徐
々
に
和
ら
い
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
乙
の

手
記
を
書
い
て
い
る
と
き
の
主
人
公
は
、
も
は
や
自
分
を
語
る
乙
と
を
抑
え
て
は

い
な
い
。
「
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
乙
と
が
唯
一
の
持
り
に
な
っ
て
ゐ
た
か

ら
、
も
の
ご
と
を
理
解
さ
せ
よ
?
と
す
る
、
表
現
の
衝
動
に
見
舞
は
れ
な
か
っ
た
」

「
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
私
の
存
在
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
、
そ
れ

を
過
去
の
乙
と
と
し
て
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
は
金
閣
に
火
を
つ
け

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
行
為
を
、
主
人
公
が
読
ん
だ
書
籍
に
よ
っ
て
既
成
の
哲
学
の

影
響
を
受
け
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
「
冷
飯
を
喰
わ
さ
れ
た
小
僧
」

が
「
業
つ
く
ば
り
の
和
尚
」
に
反
抗
し
た
な
ど
と
い
う
世
間
的
な
理
解
ゆ
守
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
を
、
彼
は
嫌
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
は
、
理
解
さ
れ
な
い
こ

と
が
存
在
理
由
だ
と
い
う
自
己
規
定
を
捨
て
、
こ
う
し
て
手
記
を
書
き
始
め
た
。

そ
乙
に
は
、

「
か
れ
ら
の
一
一
=
一
口
葉
」
で
理
解
さ
れ
た
く
な
い
、
だ
が
、

「
自
分
の
言



葉
」
で
な
ら
、
と
い
う
思
い
が
、
次
第
に
芽
生
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
決
定
的
な
転
機
が
や
っ
て
く
る
。
主
人
公
が
、
金
閣
放
火
を
決
行

し
よ
う
と
す
る
夜
、
寺
に
禅
海
と
い
う
和
尚
が
訪
れ
た
。
禅
海
は
、
主
人
公
の
父

の
友
人
で
、
乙
の
作
品
で
は
初
め
て
登
場
す
る
人
格
者
と
言
っ
て
よ
い
人
物
で
あ

る
。
そ
し
て
、
富
落
な
和
尚
と
話
す
う
ち
に
、
主
人
公
は
、
自
分
の
心
に
ひ
び
く

や
さ
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。

熱
い
銚
子
を
捧
げ
て
帰
っ
て
来
る
と
き
、
私
に
嘗
て
知
ら
な
か
っ
た
感
情
が

一
度
も
人
に
理
解
さ
れ
た
い
と
い
ふ
衝
動
に
は
か
ら
れ
な
か
っ
た

の
に
、
こ
の
期
に
及
ん
で
、
禅
海
和
尚
に
だ
け
は
理
解
さ
れ
た
い
と
望
ん
だ

の
で
あ
る
。
再
び
来
て
酒
を
す
す
め
る
私
の
目
が
、
先
程
と
ち
が
っ
て
、
ぃ

生
れ
た
。

か
に
も
真
率
に
か
が
や
く
の
に
和
尚
は
気
づ
い
た
筈
だ
。

(
略
)

「
私
を
見
抜
い
て
下
さ
い
」
と
た
う
と
う
私
は
言
っ
た
。

「
私
は
、
お
考
へ

の
や
う
な
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
本
心
を
見
抜
い
て
下
さ
い
」

和
尚
は
盃
を
含
ん
で
、
私
を
じ
っ
と
見
た
。
雨
に
濡
れ
た
鹿
苑
寺
の
大
き

な
黒
い
瓦
屋
根
の
や
う
な
沈
黙
の
重
み
が
私
の
上
に
在
っ
た
。
私
は
戦
標
し

た
。
急
に
和
尚
が
、
世
に
も
晴
朗
な
笑
ひ
芦
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

「
見
抜
く
必
要
は
な
い
。
み
ん
な
お
前
の
面
上
に
あ
ら
は
れ
て
を
る
」

和
尚
は
さ
う
言
っ
た
。
私
は
完
全
に
、
残
る
隈
な
く
理
解
さ
れ
た
と
感
じ

た
。
私
は
は
じ
め
て
空
白
に
な
っ
た
。
そ
の
空
白
を
め
が
け
て
油
絵
み
入
る
水

の
や
う
に
、
行
為
の
勇
気
が
新
鮮
に
湧
き
立
っ
た
。

(
十
)

こ
れ
ま
で
何
度
も
「
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
私
の
存
在
理
由
だ
」

と
言
っ
て
い
た
主
人
公
が
、
「
乙
の
期
に
及
ん
で
」
|
|
金
事
管
焼
く
間
際
に
な
っ

て
|
|
、
初
め
て
心
服
で
き
る
他
者
に
出
会
い
、
そ
の
他
者
に
「
理
解
さ
れ
た
い
」

と
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
私
を
見
抜
い
て
下
さ
い
」
と
〈
私
〉
は
懇
願

し
、
和
尚
に
じ
っ
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
残
る
隈
な
く
理
解
さ
れ
た
」
と

感
じ
た
。
乙
の
体
験
は
、
八
私
〉
に
と
っ
て
、
大
き
な
転
機
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

〈
私
〉
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
、
見
る
こ
と
が
生
き
る
乙
と
で
あ
っ
た
。
例

「
後
年
、
父
の
出
棺
の
と
き
、
私
が
そ
の
死
顔
を
見
る
の
に
急
で
、
涙
ひ

え
ば
、

と
つ
乙
ぼ
さ
な
か
っ
た
乙
と
を
担
起
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
そ
の
死
と
共
に
、
掌
の

覇
紳
は
解
か
れ
て
、
私
が
ひ
た
す
ら
父
の
顔
を
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
生

を
確
か
め
た
の
を
想
起
し
て
も
ら
ひ
た
い
」

(
一
ニ
)
と
述
べ
て
い
る
。
八
私
〉
に

と
っ
て
の
「
見
る
こ
と
」
と
は
、
長
い
あ
い
だ
、
そ
の
も
の
に
関
わ
り
あ
う
こ
と

な
く
、

一
方
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
証
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
崇
拝
者

と
し
て
、
金
閣
を
見
る
乙
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
享
受
者
と
し
て
の
み
の
態

度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
〈
私
〉
は
、
そ
れ
ま
で
、
ひ
た
す
ら
見
る
乙
と
に
よ
っ

て
、
観
念
的
な
自
分
の
世
界
を
作
り
上
げ
、
他
者
に
理
解
さ
れ
な
い
乙
と
を
、
自

分
の
存
在
理
由
だ
と
信
じ
て
、
そ
の
自
己
の
世
界
を
誰
に
も
話
す
こ
と
を
せ
ず
、
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自
分
だ
け
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
が
信
頼
す

る
禅
海
和
尚
に
じ
っ
と
見
ら
れ
(
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
自
分
だ
け
が
一
方
的
に

見
る
の
で
は
な
く
)
、
生
き
る
乙
と
が
、
見
る
だ
け
で
な
く
、
見
ら
れ
る
乙
と
を

も
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
、
初
め
て
他
者
に
理
解
さ
れ
る
自
分
を
受

入
れ
、
自
分
が
「
空
白
」
に
な
る
体
験
を
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

「
行
為
の
勇

気
」
を
得
た
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
金
閣
を
焼
く
と
い
う
の
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、

乙
の
「
行
為
」
が
歪
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
も
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
乙

の
主
人
公
に
と
っ
て
、
初
め
て
、
自
分
を
自
分
だ
け
の
世
界
か
ら
解
放
し
た
と
い

う
乙
と
の
意
味
は
大
き
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
金
閣
を
焼
く
と
い
う
行
為
を

果
た
し
た
あ
と
、
〈
私
〉
は
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
の
物
語
を
語
り
は
じ
め
る
の
だ



が
、
そ
れ
に
は
、
乙
乙
で
和
尚
に
「
残
る
隈
な
く
理
解
さ
れ
た
」
と
感
じ
た
乙
と

が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
、
一
度
理
解
さ
れ
た
乙
と
に

よ
り
、
自
分
だ
け
の
世
界
に
龍
城
す
る
乙
と
を
や
め
、
読
者
の
前
に
、
世
間
の
乙

と
ば
や
既
成
の
哲
学
に
よ
る
の
で
は
な
い
、

「
自
分
の
言
葉
」
で
、
自
分
の
こ
と

を
語
り
始
め
、
書
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
金
閣
は
美
の

象
徴
で
あ
っ
た
乙
と
、
そ
れ
が
怨
敵
へ
と
変
容
し
て
い
き
、
つ
い
に
火
を
付
け
る

に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
を
手
記
に
し
た
の
で
あ
る
。

吃
り
の
た
め
に
、
話
し
言
葉
で
は
と
げ
ら
れ
な
か
っ
た
他
者
と
の
関
わ
り
を
、

『
金
閣
寺
』
の
主
人
公
は
、
従
来
言
わ

彼
は
、
書
き
言
葉
で
果
た
そ
う
と
し
た
。

れ
て
い
た
よ
う
に
、
自
分
の
世
界
だ
け
に
閉
じ
寵
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
者
に
対
す
る
、
読
者
に
対
す
る
主
体
的
な
関
わ
り
方
の
一
王
段
と
し
て
、
彼
は
、

「
書
く
乙
と
」
を
積
極
的
に
選
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四

そ
の
書
き
方
自
体
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
見
て
お
き
た
い
。

『
金
閣
寺
』
の
語
り
の
一
番
の
特
徴
は
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
語
り
の

中
で
、
書
い
て
い
る
現
在
の
「
語
り
手
H
主
人
公
」
の
認
識
が
、
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
金
閣
を
焼
く
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
っ
て
、
火
を

つ
け
た
あ
と
、
主
人
公
は
、
相
対
的
な
日
常
世
界
に
解
放
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い

は
、
絶
対
的
な
世
界
を
ま
す
ま
す
強
固
に
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
、
と
先
行

論
文
が
二
様
に
分
か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
『
金
閣
寺
』
の
語
り

手
は
、
既
に
行
為
し
た
あ
と
(
金
閣
に
火
を
つ
け
た
あ
と
)
、
自
分
の
過
去
を
語

り
始
め
る
の
だ
か
ら
、
当
然
、
行
為
を
し
た
あ
と
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
認
識
に

達
し
た
の
か
が
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
全
く
書
か
れ

る
こ
と
は
な
い
。
全
体
と
し
て
、
語
っ
て
い
る
〈
私
V
と
、
語
ら
れ
て
い
る
八
私
〉

と
が
完
全
に
分
離
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
、
舞
鶴
へ
の
旅
行
に
つ
い
て
、
「
後
か
ら
思
ふ
と
、
突
然

に
見
え
る
乙
の
出
奔
に
も
永
い
熟
慮
と
た
め
ら
ひ
の
時
期
が
あ
っ
た
が
、
私
は
そ

れ
を
出
し
ぬ
け
の
衝
動
に
か
ら
れ
て
や
っ
た
行
為
だ
と
考
へ
る
は
う
を
好
む
」

(
七
)
と
書
く
よ
う
に
、
当
時
の
主
人
公
の
心
情
や
行
為
に
対
し
て
、

室
固
い
て
い

る
現
在
か
ら
の
判
断
は
く
だ
さ
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
有
為
子
に
つ
い

て
「
私
は
今
ま
で
、
あ
れ
ほ
ど
拒
否
に
あ
ふ
れ
た
顔
を
見
た
乙
と
が
な
い
」
f、
、-"

と
述
べ
、
「
敗
戦
は
私
に
と
っ
て
は
、
か
う
し
た
絶
望
の
体
験
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
今
も
私
の
前
に
は
、
八
月
十
五
日
の
焔
の
や
う
な
夏
の
光
り
が
見
え
あ
一
(
三
)

と
想
起
し
、
舞
鶴
行
き
に
つ
い
て
「
そ
の
旅
の
詳
細
は
今
も
脳
裡
に
ま
ざ
ま
ざ
と

恩
ひ
う
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
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(
七
)
と
言
う
よ
う
に
、
語
っ
て
い
る
過
去
の

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
が
、

い
か
に
現
在
で
も
記
憶
に
鮮
明
か
と
い
う
乙
と
も
、
繰
り

返
し
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
過
去
の
体
験
や
記
憶
が

鮮
明
な
乙
と
に
よ
っ
て
、
現
在
、
彼
が
ど
う
い
う
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
は
、

全
く
不
明
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
回
想
さ
れ
た
八
私
〉
の
生
活
は
、
常
に
、
語
っ
て
い
る
現
在
の
八
私
〉

に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
て
記
述
さ
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
の
過
去
の
回
想
の

時
に
ひ
か
れ
て
、

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
か
た
ち
で
、
書
い
て
い
る
現
在
の
八
私
〉

の
姿
や
認
識
が
記
述
さ
れ
る
事
は
、
決
し
て
な
い
の
だ
。
主
人
公
の
過
去
の
心
理

や
状
況
は
、
現
在
の
彼
が
記
憶
を
喚
起
さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
記
述
さ
れ
て
い

く
が
、
現
在
の
彼
の
姿
や
認
識
に
、
書
き
手
の
意
識
が
喚
起
さ
れ
る
と
と
は
全
く

な
い
。
書
か
れ
る
対
象
は
常
に
当
時
の
ま
ま
で
あ
り
、
金
閣
を
焼
い
た
あ
と
の



八
私
〉
の
認
識
や
、
焼
く
乙
と
に
よ
っ
て
変
化
し
た
か
も
し
れ
な
い
〈
私
〉
の
姿

は
、
決
し
て
書
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

小
さ
な
盗
み
が
私
を
快
活
に
し
て
ゐ
た
。
柏
木
と
結
び
つ
く
と
き
、
い
つ

も
ま
づ
私
に
は
、
小
さ
な
背
徳
や
小
さ
な
漬
聖
や
小
さ
な
悪
が
も
た
ら
さ
れ
、

そ
れ
が
き
ま
っ
て
私
を
快
活
に
さ
せ
る
の
だ
が
、
さ
う
い
ふ
悪
の
分
量
を
だ

ん
だ
ん
増
し
て
ゆ
け
ば
、
快
活
き
の
分
量
も
そ
れ
に
つ
れ
て
際
限
も
な
く
増

し
て
ゆ
く
も
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

(
六
)

八
私
〉
が
、
友
人
の
柏
木
に
頼
ま
れ
て
、
金
聞
か
ら
杜
若
の
花
を
盗
ん
だ
時
の

感
想
で
あ
る
。
彼
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
悪
事
が
、
快
感
を
も
た
ら
す
と
い
う
体
験

「
悪
の
分
量
を
だ
ん
だ
ん
増
し
て
ゆ
け
ば
、
快
活
さ
の
分
量
も
そ
れ
に

つ
れ
て
際
限
も
な
く
増
し
て
ゆ
く
も
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
言
う
。

を
し
て
、

し
か
し
、
金
閣
に
火
を
つ
け
、
悪
を
極
め
た
後
に
な
っ
て
、
乙
の
物
語
を
書
い
て

い
る
八
私
〉
に
は
、
悪
の
分
量
に
比
例
し
て
快
活
さ
の
分
量
も
増
す
の
か
ど
う
か

と
い
う
乙
と
は
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
か
な
い
。
全
編
を
通

じ
て
、
既
に
行
為
を
果
た
し
た
あ
と
の
、
書
き
手
自
身
に
は
わ
か
っ
て
い
る
は
ず

の
、
「
行
為
の
あ
と
の
認
識
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
一
箇
所
も
書
か
れ
て
い
な
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い
の
だ
。
話
題
や
、
注
意
は
、
常
に
そ
の
当
時
の
彼
の
姿
や
認
識
に
だ
け
ふ
り
む

け
ら
れ
、
決
し
て
書
い
て
い
る
自
分
自
身
、
物
語
の
最
終
場
面
以
降
の
自
分
自
身

を
対
象
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
乙
の
書
き
手
は
、
駕
く
べ
き
こ
と
に
、
わ
ず
か
二
十
一
歳
の
若
さ
で
、

自
分
の
過
去
を
「
生
涯
」
の
こ
と
と
把
握
し
て
語
る
。

私
が
人
生
で
最
初
に
ぶ
つ
か
っ
た
難
問
は
、
美
と
い
ふ
乙
と
だ
っ
た
と
言
つ

〆'‘、

一、-'

て
も
過
言
で
は
な
い
。

父
の
死
に
よ
っ
て
、
私
の
本
当
の
少
年
時
代
は
終
る
が
、
自
分
の
少
年
時
代

に
、
ま
る
き
り
人
間
的
関
心
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
の
、
欠
け
て
ゐ
た
こ
と
に

私
は
樗
く
の
で
あ
る
。

〆'町、

一一、・-'

乙
乙
は
私
が
生
涯
で
は
じ
め
て
思
想
に
、
そ
れ
も
私
の
勝
手
に

選
ん
だ
思
想
に
親
し
み
、
私
の
人
生
の
曲
り
角
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。
(
四
)

私
は
乙
の
二
つ
の
あ
ひ
だ
に
、
私
の
生
涯
を
呑
み
込
む
に
足
る
広
い
淵
が
口

大
谷
大
学
。

を
あ
け
て
ゐ
よ
う
と
は
、
夢
題
も
し
て
ゐ
な
か
っ
た
。

〈
十
)

筆
者
な
ど
、
ま
だ
、
自
分
の
一
生
を
「
生
涯
」
な
ど
と
包
括
し
て
対
象
化
す
る

乙
と
は
と
て
も
で
き
な
い
の
だ
が
、
彼
は
、

「
人
生
」
と
か
「
生
涯
」
と
い
う
言

葉
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
生
を
認
識
し
て
い
る
。
金
閣
を
焼
く
と
い
う
行
為
の

あ
と
、
彼
は
、
す
で
に
自
己
の
一
生
を
烏
敵
し
て
お
り
、

「
少
年
時
代
」
だ
と
か

「
人
生
の
曲
り
角
」
だ
と
か
自
在
に
区
分
し
、
記
憶
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
把

握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
執
筆
時
の
書
き
手
に
は
、
余
生
意
識
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
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少
年
時
代
、
暴
君
に
な
る
乙
と
と
大
芸
術
家
に
な
る
乙
と
と
い
う
「
二
種
類
に
相

反
し
た
権
力
意
志
」
を
抱
い
て
い
た
彼
が
、
そ
の
一
方
の
暴
君
と
し
て
の
「
行
為
」

を
果
た
し
た
あ
と
、
剰
余
の
部
分
で
、
も
う
一
方
の
表
現
者
と
し
て
の
夢
を
実
現

し
て
い
く
。
語
っ
て
い
く
対
象
は
、
決
し
て
行
為
後
の
認
識
で
は
な
く
、
行
為
に

到
る
ま
で
の
自
分
自
身
、
金
閣
を
焼
い
た
暴
君
と
し
て
の
自
己
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
以
降
の
自
分
は
、
表
現
す
る
者
な
の
で
あ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
者
で
は
な
い
、

と
い
う
認
識
が
そ
乙
に
は
あ
る
。
書
き
手
に
余
生
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
と
前
述
し

た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
、
自
分
の
一
生
を
完
全
に
把
握
し
な
が
ら
、
書
き
手
は
、

時
聞
を
操
作
し
て
作
品
を
構
成
す
る
乙
と
も
し
て
い
な
い
。

彼
の
住
ん
で
ゐ
た
世
界
の
透
明
な
構
造
は
、
つ
ね
づ
ね
私
に
と
っ
て
深
い

謎
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
謎
は
一
段
と
怖
ろ
し
い
も
の
に
な
っ
た
。



乙
の
透
明
な
世
界
を
、
丁
度
透
明
な
あ
ま
り
に
見
え
な
い
硝
子
に
ぶ
つ
か
る

や
う
に
、
横
合
か
ら
走
り
出
た
ト
ラ
ッ
ク
が
粉
砕
し
た
の
だ
。

(
五
)

柏
木
が
三
年
後
に
私
に
こ
れ
を
見
せ
た
企
ら
み
の
意
味
は
明
瞭
だ
っ
た
。
し

か
し
か
ほ
ど
の
衝
撃
を
受
け
な
が
ら
、
夏
草
の
繁
み
に
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
た
少

年
の
白
い
シ
ャ
ツ
の
上
に
小
さ
な
斑
ら
を
散
ら
し
て
ゐ
た
朝
日
の
小
洩
れ
陽

は
、
私
の
記
憶
か
ら
去
ら
な
か
っ
た
。
鶴
川
は
死
に
、
三
年
後
に
こ
の
や
う

に
変
貌
し
た
が
、
彼
に
託
し
て
ゐ
た
も
の
は
死
と
共
に
消
え
た
と
思
は
れ
た

の
に
、
乙
の
瞬
間
、
却
っ
て
別
の
現
実
性
を
以
て
蘇
っ
て
来
た
。
私
は
記
憶

の
意
味
よ
り
も
、
記
憶
の
実
質
を
信
じ
る
に
い
た
っ
た
。
も
は
や
そ
れ
を
信

じ
な
け
れ
ば
生
そ
の
も
の
が
崩
壊
す
る
や
う
な
状
況
で
信
じ
た
の
で
あ
る
。(

八
)

五
章
で
友
人
・
鶴
川
の
死
の
報
せ
を
記
述
す
る
時
に
も
、
乙
れ
を
書
い
て
い
る

現
在
の
書
き
手
は
、
彼
の
死
が
事
故
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
自
殺
で
あ
る
乙
と
を
、

す
で
に
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
の
自
分
の
内
的
時
聞
に
則
し
て
、
物
語
を
進

め
て
い
く
。
鶴
川
の
生
前
、
〈
私
〉
は
、
鶴
川
が
悩
み
を
持
た
な
い
明
る
い
青
年

「
透
明
な
世
界
」
に
住
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
い
た
。
引
用
場
面
で
は
、

伎
の
死
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
回
象
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
後
に
、

鶴
川
の
死
が
自
殺
で
あ
る
乙
と
と
彼
が
恋
愛
問
題
で
苦
悩
し
て
い
た
こ
と
を
、

で
あ
り
、

〈
私
〉
は
、
柏
木
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
る
の
だ
が
、
彼
の
死
の
実
体
は
、
八
章
で

初
め
て
記
述
さ
れ
る
。
書
き
手
は
、
最
初
に
死
を
聞
い
た
場
面
で
は
、
鶴
川
の
イ

メ

l
p
の
変
貌
を
先
取
り
す
る
形
で
は
書
か
な
い
の
で
あ
る
。

八
私
〉
は
、
書
い
て
い
る
現
在
の
記
憶
を
、
脈
絡
な
く
一
度
に
出
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に
抑
制
し
て
、
か
な
り
の
構
成
意
識
を
も
っ
て
、
回

想
と
し
て
の
物
語
を
組
立
て
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
物
語
の
内
容
は
、

「
金
閣

を
焼
く
」
と
い
う
行
為
に
向
か
っ
て
の
、
彼
の
認
識
と
、
そ
し
て
焼
く
行
為
自
体

で
あ
る
。
私
た
ち
読
者
に
は
、
乙
の
主
人
公
が
金
閣
を
焼
く
の
で
あ
ろ
う
乙
と
は
、

言
わ
ば
、
作
品
の
回
目
頭
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
、
あ
と
の
興
味
は
、
彼
が
な

ぜ
焼
く
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
焼
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
語
り
手

は
、
最
後
ま
で
読
者
を
飽
き
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
読
者
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、
そ

の
最
後
の
行
為
に
向
か
っ
て
、
謎
解
き
を
し
な
が
ら
、
語
り
切
っ
て
い
く
の
で
あ

る。
こ
う
し
て
、
作
品
『
金
閣
寺
』
は
、
物
語
内
容
を
見
る
な
ら
ば
行
為
の
実
行
へ

の
過
程
が
、
そ
し
て
、
語
り
手
の
語
り
に
注
視
す
る
な
ら
ば
、
主
人
公
〈
私
〉
の

「
書
き
言
葉
に
よ
る
自
己
表
現
の
獲
得
」
、
つ
ま
り
、
書
き
手
の
誕
生
・
作
家
の

誕
生
が
、
描
か
れ
て
い
る
乙
と
に
な
る
。
行
為
へ
向
け
て
の
主
人
公
の
内
的
葛
藤

の
過
程
の
劇
を
物
語
の
横
糸
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
決
し
て
理
解
さ
れ
る
乙

と
を
望
ま
な
か
っ
た
彼
が
、
読
者
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
書
い
て
い
る
と

お

い
う
乙
と
が
、

「
金
閣
寺
』
の
物
語
の
縦
糸
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

書
き
手
が
、
な
ぜ
自
分
は
手
記
を
書
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な

か
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
自
己
弁
護
の
た
め
で
も
、
読
者
を
証
人
に
す
る

た
め
で
も
、
自
分
の
過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ
た
め
で
も
な
く
、
と
に
か
く
、
生
き

る
た
め
に
、
他
者
と
の
理
解
を
は
か
る
た
め
に
書
く
。
そ
れ
は
、
書
く
と
い
う
行

為
の
最
も
基
本
的
な
あ
り
よ
う
で
あ
ろ
う
。
八
私
〉
は
、
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ま
で
他
者
に
「
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
が
、
存
在
理
由
だ
」
と
、
自
分
の
世
界

『
金
閣
寺
』
の
主
人
公
は
、

に
閉
じ
龍
も
っ
て
い
た
自
分
を
解
放
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
一
人
の
観
念
の
中
広
最
後
ま
で
閉
じ
寵
も
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
〈
私
〉
は
、
書
き
手
と
し
て
、
読
者
に
対
し
て
、

物
語
の
対
象
で
あ
る
自
分
の
過
去
に
つ
い
て
最
大
限
の
乙
と
を
語
る
が
、
し
か
も
、



語
っ
て
い
る
自
己
に
つ
い
て
は
最
小
限
の
乙
と
し
か
語
ら
な
い
。
物
語
の
横
糸
で

あ
る
物
語
内
容
(
行
為
を
巡
る
劇
的
な
内
的
葛
藤
)
を
充
分
に
面
白
く
、
読
者
を

堪
能
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
者
に
向
け
て
、
行
為
者
の

内
面
の
葛
藤
劇
を
見
せ
、
み
ご
と
に
完
結
し
た
一
個
の
物
語
ら
』
構
築
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、
縦
糸
と
し
て
の
、
自
分
自
身
が
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
乙

と
、
作
家
と
し
て
の
出
発
を
、
か
す
か
に
、
し
か
し
、
全
編
に
わ
た
っ
て
高
ら
か

に
宣
言
し
て
い
る
。
作
品
最
後
の
「
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ
た
」
と
は
そ
の
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
も
あ
る
。

* 

* 

* 

き
て
、
私
は
、
乙
乙
ま
で
、

『
金
閣
寺
』
に
お
け
る
一
人
称
告
自
体
が
、
他
者

に
向
か
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
強
調
し
て
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
わ
り
方
と
は
、
あ
く
ま
で
、
虚
構
を
介
し
た
疑
似
的
な

も
の
で
あ
る
乙
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
三
島
は
、
小
林
秀
雄
と
の
対
談
の
中

で
、
乙
の
作
品
の
結
末
部
分
を
「
ぼ
く
、
人
聞
が
こ
れ
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る
と

き
牢
屋
し
か
な
い
、
と
い
ふ
の
が
、
ち
ょ
っ
と
狙
ひ
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
述
べ
て

(
5
)
 

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
内
部
か
ら
だ
け
で
は
、
書
き
手
が
伺
処
で
書
い
て
い
る

の
か
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
金
開
放
火
の
犯
人
が
、
犯
行
の
あ
と
、
入
獄

し
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
現
実
の
放
火
犯
林
養
賢
の
そ
の
後
を
見
る
ま
で
も
な

く
、
十
分
蓋
然
性
が
あ
り
、
想
像
し
や
す
い
。
語
り
手
が
、
初
め
て
他
者
と
の
双

方
向
的
な
理
解
を
求
め
て
書
き
始
め
た
の
に
、
そ
の
場
所
は
、
世
聞
か
ら
断
絶
さ

れ
て
し
ま
い
、
他
者
と
決
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
閉
鎖
的
な
牢
の
中
、

{
6
)
 

と
い
う
皮
肉
な
効
果
は
見
逃
せ
な
い
と
思
う
。

三
島
は
、
破
滅
的
な
行
為
に
走
り
、
死
の
一
歩
手
前
に
い
た
主
人
公
に
、

「書

く
」
と
い
う
手
段
を
与
え
る
こ
と
で
、

「
生
き
よ
う
」
と
思
わ
せ
、
救
済
し
た
。

溝
口
が
、
自
分
の
物
語
を
書
く
乙
と
は
、
言
わ
ば
、
か
つ
て
『
仮
面
の
告
白
』
を

書
い
た
三
島
自
身
が
、

「
乙
の
本
を
書
く
乙
と
は
私
に
と
っ
て
の
裏
返
し
の
自
殺

だ
。
飛
込
自
殺
を
映
画
に
と
っ
て
フ
ィ
ル
ム
を
逆
に
ま
は
す
と
、
猛
烈
な
速
度
で

谷
底
か
ら
岸
の
上
へ
自
殺
者
が
飛
び
上
っ
て
生
き
返
る
。
乙
の
本
を
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
私
が
試
み
た
の
は
、
さ
う
い
ふ
生
の
回
復
術
で
あ
る
」
(
『
仮
面
の
告
白
』

ノ
l
ト
)
と
述
べ
た
の
に
も
相
当
し
よ
う
。
現
実
に
は
、
他
者
と
触
れ
合
う
乙
と

は
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
現
実
に
憧
れ
、
他
者
と
の
関
係
を
求
め
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
、
『
仮
面
の
告
白
』
と
共
有
す
る
も
の

(
7
)
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
過
去
の
自
分
の
生
を
、
手
記
の
形
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
新
た
な
生
に
向
か
っ
て
歩
み
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

『
金
閣
寺
』
の
語
り
で
は
、

「
生
の
回
復
術
」
と
い
う
言
葉
の
も
つ
、

蘇
生
の
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
清
々
し
き
と
は
裏
腹
に
、
「
裏
返
し
の
自
殺
」
と

い
う
比
輸
に
想
起
さ
れ
る
、
空
虚
さ
か
ら
現
実
に
何
と
か
復
帰
し
た
と
い
っ
た
閉

-39-

塞
感
も
色
濃
い
。
三
島
は
、
行
為
を
果
た
し
、
自
己
表
現
を
手
に
入
れ
た
『
金
閣

寺
』
の
書
き
手
を
、
他
者
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
接
し
合
う
よ
う
な
開
放
さ
れ
た
場
に

は
お
か
な
い
。
完
結
し
た
一
個
の
物
語
ら
』
作
り
あ
げ
、
他
者
に
向
か
っ
て
語
り
か

け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
作
家
は
、
し
か
し
、
決
し
て
社
会
と
直
接
に
は
接
し
え

ず
、
内
界
と
外
界
と
の
聞
に
壁
を
も
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
、
三
島
の

中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
家
と
虚
構
と
の
関
係
そ
の
も
の
の
時
と
し

て
、
『
金
閣
寺
』
の
一
人
称
告
自
体
の
語
り
は
構
造
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

* 

* 

* 

最
後
に
、
語
り
手

(
H
主
人
公
)
と
作
家
三
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
簡
単
に

ふ
れ
て
お
き
た
い
。

乙
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
行
為
の
後
の
認
識
が
書
か
れ
て
い



な
い
乙
と
は
、
主
人
公
の
作
家
誕
生
の
物
語
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
で
、
作
品
レ

ベ
ル
と
し
て
は
、
説
明
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
作
家
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
と
、
な
ぜ
、
三
島
が
語
り
手
に
そ
の
後
の

認
識
を
語
ら
せ
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
で
あ
る
。
語
り
手
が
、

「
生
き
よ
う
」

と
思
い
、
内
界
に
閉
じ
龍
も
っ
て
い
た
自
分
を
他
者
に
向
か
っ
て
解
放
し
、
手
記

を
執
筆
し
、
告
白
す
る
乙
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
金
閣
を
焼
く
ま
で
の

行
為
の
必
然
性
を
語
る
の
と
同
時
に
、
焼
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
現
在
ど
の
よ
う
な

心
境
で
こ
の
手
記
を
書
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
行
為
後
の
認
識
を
書
い
て
も
よ

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、

『
舞
姫
』
で
は
、
豊
太
郎
が
、
現
在
の
深
い

悔
恨
の
情
に
よ
っ
て
手
記
を
書
き
始
め
た
乙
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、

『
痴
人
の
愛
』
の
譲
治
は
、

「
馬
鹿
々
々
し
い
と
思
ふ
人
は
笑
っ
て
下
さ
い
」
と

自
闘
し
な
が
ら
、
今
も
ナ
オ
ミ
と
の
関
係
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

同
様
に
、

『
金
閣
寺
」
に
お
い
て
も
、
な
ぜ
焼
い
た
か
、
と
い
う
行
為
の
意
味
を

書
く
と
同
時
に
、
そ
の
過
去
の
団
組
に
導
か
れ
な
が
ら
、
焼
い
た
後
の
現
在
の
心

境
や
認
識
を
手
記
の
中
で
示
す
乙
と
も
で
き
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
む
し

ろ
、
行
為
の
後
(
焼
い
た
後
)
の
認
識
を
示
し
、
そ
う
い
う
認
識
に
到
り
な
が
ら

現
在
手
記
を
書
い
て
い
る
自
分
を
、
行
為
を
し
た
時
の
自
分
と
一
つ
な
が
り
の
も

の
と
し
て
、
理
解
し
て
ほ
し
い
と
読
者
に
呼
び
か
け
る
方
が
、
自
然
で
は
な
い
だ

「
行
為
の
あ
と
の
認
識
」
が
い
か
な
る
も
の
か

ろ
う
か
。
し
か
し
、
主
人
公
は
、

一
箇
所
も
書
か
な
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
、
書
か
な
か
っ
た
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
三
島
は
、
な
ぜ
語
り
手

はに
「
行
為
の
あ
と
の
認
識
」
を
語
ら
せ
な
か
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
三
島

は
、
な
ぜ
主
人
公
の
行
為
の
あ
と
の
認
識
を
作
中
に
書
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
は
、
乙
の
時
期
、
三
島
に
「
行
為
」
が
、
実
感
と
し
て
は
ま
だ
把
握

さ
れ
て
お
ら
ず
、
憧
慢
の
対
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ー「

行

為
の
あ
と
の
認
識
」
を
書
け
る
ほ
ど
に
、
行
為
を
相
対
化
で
き
て
は
い
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
書
き
手
に
は
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
の
「
行
為
の
あ
と
の

認
識
」
が
、
三
島
に
は
、
ま
だ
つ
か
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
三

島
が
肉
体
や
行
動
を
「
発
見
」
し
た
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
体
験
は
、
回
和
二
七
年
。

そ
の
後
、
行
為
の
人
へ
と
肉
体
改
造
を
目
指
し
て
、
ボ
デ
ィ
・
ピ
ル
の
練
習
を
開

始
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
『
金
閣
寺
』
執
筆
の
前
年
・
田
和
三

O
年
八
月
で
あ
る
。

作
品
『
金
閣
寺
』
は
、
ま
さ
に
、
作
家
自
身
が
「
行
為
」
を
体
験
し
始
め
た
渦
中

に
害
か
れ
た
作
品
な
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、

乙
の
作
品
が
、
主
人
公
が
金
閑
ぞ
焼
き
、
そ
れ
を
回
想
し
始
め

る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
も
当
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
は
、
三
島
に
と
っ
て
憧
れ
で
あ
る
「
行
為
」
を
作
中
で
実
験
し
て
み
た
乙
と
な

の
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
認
識
は
、
ま
だ
、
彼
の
中
に
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
か

「
焼
く
」
乙
と

-40一

ら
で
あ
る
。
作
中
人
物
が
、

一
人
の
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
れ
ほ
ど
完
全
に

「
行
為
者
」
と
「
認
識
者
(
表
現
者
)
」
と
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
そ
の

た
め
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
は
た
し
て
、
三
島
に
「
行
為
の
あ
と
の
認
識
」
が
つ
か

め
た
時
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
念
の
人
三
島
に
は
、

つ
い
に
行
為
は
実
感

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
も
成
り
立
と
う
。
と
も
か
く
、

『金

閣
寺
』
以
降
、
そ
の
死
に
到
る
ま
で
の
彼
の
作
品
と
歩
み
は
、
三
島
が
、

z 

を
実
感
と
し
て
自
ら
の
手
中
に
収
め
る
た
め
の
不
断
の
試
み
だ
と
言
え
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

注
ωた
と
え
ば
、
中
村
光
夫
は
、

「
自
己
の
観
念
を
社
会
の
風
に
あ
て
て
熟
さ
せ
る



代
わ
り
に
、
そ
れ
と
の
交
渉
を
断
ち
切
り
、
自
分
の
な
か
に
と
ぢ
乙
も
る
こ
と

で
自
己
の
純
粋
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
小
児
主
義
」
な
「
観
念
的
私
小
説
」

だ
と
言
い
(
「
『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
」
/
『
文
芸
』
田
和
剖
・
ロ
)
、
小
林

「
現
実
の
対
人
関
係
っ
て
い
ふ
も
の
が
出
て
来
な
い
。
対
社
会
関
係

秀
雄
は
、

も
出
て
来
な
い
か
ら
ね
。

(
略
)
動
機
と
い
ふ
主
観
の
中
に
立
て
こ
も
っ
て
ゐ

「
一
種
の
持
情
詩
」
だ
と
述
べ
て
い
る
(
小
林
秀
雄
・
三
島
由
紀
夫
「
対

美
の
か
た
ち
」
/
『
文
芸
』
阻
和
也
・

1
)
。

ω田
中
美
代
子
氏
「
美
の
変
質
|
|
『
金
閣
寺
』
論
」
(
『
新
潮
』
昭
和
田
・
ロ
)
。

他
に
、
語
り
の
作
用
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
秀
明
氏
「
金
閣
寺
」

る
Lー

員た
叫べ

(
『
近
代
小
説

研
究
必
携
3
』
有
精
堂

回
和
白
・
8
所
収
)
に
も
指
摘
が
あ
る
。

ωも
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
激
石
の
『
こ
こ
ろ
』
の
上
と
中
「
先
生

「
両
親
と
私
」
の
手
記
の
書
き
手
〈
私
〉
は
、
手
記
を
書
い
た
理
由
も
、

と
私
」

ま
た
そ
れ
を
書
い
た
時
聞
が
先
生
の
死
後
ど
の
く
ら
い
な
の
か
も
明
ら
か
に
し

て
い
な
い
。
先
般
の
「
こ
こ
ろ
」
論
争
は
、
そ
の
空
隙
の
解
釈
を
巡
っ
て
の
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ω行
為
の
直
前
に
、

「
従
爾
で
あ
る
か
ら
、
私
は
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
述
べ

「
行
為
」
と
は
、
無
目
的
で
純
粋

な
も
の
と
知
覚
さ
れ
て
お
り
、
行
為
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
よ
う
に
、
乙
の
主
人
公
に
と
っ
て
、

従
っ
て
、
そ
の
行
為
の
あ
と
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
認
識

の
領
域
で
あ
っ
て
、

「
行
為
」
そ
れ
自
体
と
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
主
人
公
は
、
行
為
自
体
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

行
為
以
後
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
、
筆
を
す
す
め
る
乙
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
行
為
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
稿
が
あ
る
。
有
元
伸
子

コ
ニ
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』
論

l
l〈
私
〉
の
自
己
実
現
の
過
程
|
|
」
(
『
国

文
学
政
』

一
一
四
号
、
回
和
白
・

6
)

同

ωに
同
じ
。

例
乙
の
『
金
閣
寺
』
の
語
り
は
、
同
様
に
一
人
称
告
自
体
で
語
ら
れ
る
『
失
わ
れ

た
時
を
求
め
て
』
に
相
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
『
失
わ
れ
た
時
|
|
』
は
、

語
り
手
の
無
意
志
的
記
憶
の
積
み
重
ね
で
成
立
す
る
が
、
最
終
的
に
は
、
語
り

手
が
文
学
の
天
職
を
発
見
す
る
こ
と
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
、
全
体
が
作
家
誕
生

を
大
き
な
枠
組
み
と
す
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

三
島
も
ブ
ル
ー
ス
ト
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
り
、
例
え
ば
、

『
金
閣
寺
」

執
筆
の
前
年
に
は
、

「
芸
術
対
人
生
」

「
芸
術
対
生
」
と
い
う
ま
さ
に
『
金
閣

寺
』
の
主
題
を
取
り
扱
っ
た
作
品
と
し
て
、

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
評

価
し
て
い
る
(
小
説
家
の
休
暇
)
。
し
か
し
、

一
方
で
、
三
島
は
、
微
細
な
無

意
志
的
記
憶
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
ブ
ル
ー
ス
ト
の
物
語
が
、
あ
ま
り
に
長
大
な
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も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
「
小
説
の
衰
退
」
と
も
と
ら
え
て
お
り
、

詩
や
戯
曲
を
介
し
て
小
説
ジ
ャ
ン
ル
を
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
を
提
言
し
て
い

る
(
現
代
史
と
し
て
の
小
説
)
。
そ
し
て
、
三
島
の
小
説
は
、
つ
と
に
戯
曲
的

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
三
島
の
語
り
手
は
、
入
念
、
か
つ
劇
的
に
組

み
立
て
ら
れ
た
記
憶
の
物
語
を
語
り
、
読
者
に
飽
き
さ
せ
る
乙
と
な
く
読
ま
せ

て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ブ
ル
ー
ス
ト
自
身
、
晩
年
に
は
世
間
か
ら
超
絶
し
た
コ
ル
ク
張
り
の

『
金
閣
寺
」
の
語
り
手
が
牢
の
中
で
物
語
ら
』
書
き
続

部
屋
で
執
筆
し
て
お
り
、

け
る
と
い
う
設
定
も
、
ジ
ユ
ネ
や
サ
ド
か
ら
の
影
響
ば
か
り
で
は
な
く
、
プ
ル
1

ス
ト
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

的
有
元
伸
子
「
『
仮
面
の
告
白
』
試
論
|
|
あ
る
、
厭
世
詩
家
と
女
性
|
|
」

(
『
近
代
文
学
試
論
』
二
四
号

回
和
引

-
U
)


