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は
じ
め
に

三
島
由
紀
夫
中
期
の
代
表
作
『
金
閣
寺
』（『
新
潮
』
昭
和
三
一
＝
一
九
五
六

年
一
〜
一
〇
月
）
に
つ
い
て
は
、
テ
ー
マ
や
モ
チ
ー
フ
の
ほ
か
、
現
実
の
放
火

事
件
や
三
島
の
人
生
と
の
関
係
、
語
り
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
分

析
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
三
島
が
執
筆
準
備
の
た
め
に
作
っ
た

「
創
作
ノ
ー
ト
」
を
使
っ
て
の
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
創
作
ノ
ー
ト
」
は
、

『
波
』（
一
九
七
四
年
一
〜
三
月
）
に
一
部
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
全
て

が
公
開
さ
れ
た
の
は
三
島
没
後
三
〇
年
目
で
あ
っ
た
（『
新
潮
』
二
〇
〇
〇
年

一
一
月
臨
時
増
刊
号→

『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
六
）。
こ
れ
に
よ
り
、

三
島
が
取
材
・
調
査
し
た
内
容
や
事
前
に
描
い
て
い
た
構
想
と
現
作
品
と
の
比

較
考
察
が
可
能
に
な
り
、
作
品
の
成
立
過
程
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
プ
レ
段
階
を
含
め
て
作
品
を
考
察
し
て
い
く
に
は
、「
創
作
ノ

ー
ト
」
の
他
に
も
、
草
稿
や
原
稿
の
書
き
込
み
、
校
正
刷
り
、
刊
行
後
の
手
入

れ
な
ど
も
重
要
な
素
材
と
な
る
。
こ
の
う
ち
『
金
閣
寺
』
の
直
筆
原
稿
は
、
現

在
、
三
島
家
の
寄
託
に
よ
っ
て
三
島
由
紀
夫
文
学
館
（
山
梨
県
山
中
湖
村
）
が

所
蔵
し
て
い
る
。
以
前
は
一
般
の
研
究
者
が
三
島
の
直
筆
原
稿
に
ア
ク
セ
ス
す

る
術
な
ど
な
か
っ
た
わ
け
で
、「
研
究
と
普
及
」
を
基
本
理
念
と
し
て
関
係
資

料
を
収
蔵
す
る
三
島
由
紀
夫
文
学
館
の
開
館
は
、
三
島
研
究
に
と
っ
て
画
期
的

な
こ
と
で
あ
っ
た
。『
金
閣
寺
』
原
稿
に
残
さ
れ
た
修
正
の
跡
は
新
全
集
の
校

異
等
に
も
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
写
真
ア
ル
バ
ム
類
に
一
部
の
原
稿
の
写
真
は

掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
管
見
で
は
ま
と
ま
っ
て
紹
介
・
考
察
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
創
作
ノ
ー
ト
」
が
執
筆
開
始
前
の
広
大
な
沃
野
の
よ

う
な
混
沌
や
着
想
の
断
片
か
ら
次
第
に
構
想
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
過
程
を
示
し

て
い
る
な
ら
ば
、
直
筆
原
稿
に
は
執
筆
開
始
後
の
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い

別
の
可
能
性
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
定
稿
に
い
た
る
創
作
の
現
場
、
テ
ク

ス
ト
の
複
数
性
を
見
る
こ
と
で
、『
金
閣
寺
』
の
読
解
に
新
し
い
可
能
性
も
開

け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
動
機
か
ら
、
私
た
ち
は
三
島
由
紀
夫
文
学
館
所
蔵

の
『
金
閣
寺
』
生
原
稿
の
調
査
と
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
だ
し
、
現
在
、
文
学
館
で
閲
覧
が
許
さ
れ
る
の
は
直
筆
原
稿
そ
の
も
の
で

一

三
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』
の
原
稿
研
究

―
柏
木
、
老
師
、
金
閣
―

有
元
　
伸
子
・
中
元
さ
お
り
・
大
西
　
永
昭

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
三
島
由
紀
夫
・
金
閣
寺
・
原
稿
・
生
成
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は
な
く
、
白
黒
コ
ピ
ー
で
あ
り
、
筆
記
具
の
別
や
細
か
い
筆
致
な
ど
は
読
み
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
加
筆
削
除
の
跡
に
つ
い
て
も
、
原
稿
を

書
き
進
め
な
が
ら
の
修
正
な
の
か
、
あ
る
程
度
ま
と
め
て
書
い
た
あ
と
の
推
敲

な
の
か
、
と
い
っ
た
補
筆
の
時
期
や
順
序
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
ま
た
削
除
さ
れ
判
読
不
能
の
文
字
も
多
い
。
さ
ら
に
、
大
幅
な
削
除
箇

所
が
あ
っ
て
も
、
新
た
な
原
稿
用
紙
に
移
っ
た
と
こ
ろ
で
削
除
が
消
え
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
す
べ
て
の
直
筆
原
稿
が
残
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
生
原
稿
か
ら
得
ら
れ
る
情

報
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

三
島
由
紀
夫
の
原
稿
に
は
ほ
と
ん
ど
直
し
が
な
い
、
と
い
っ
た
伝
説
も
流
布

し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、『
金
閣
寺
』

も
全
編
に
わ
た
っ
て
細
か
な
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
章
に
よ
る
修
正
の
ば

ら
つ
き
も
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
助
詞
一
文
字
だ
け
の
推
敲
も
あ
れ
ば
、

大
幅
な
加
筆
や
削
除
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
次
に
一
例
を
紹
介
し
て

み
よ
う
。
第
一
章
の
冒
頭
近
く
、
溝
口
が
海
軍
機
関
学
校
の
生
徒
の
短
剣
を
傷

つ
け
た
場
面
の
末
尾
部
分
で
あ
る
。（〔

〕
が
削
除
、〈

〉
が
加
筆
、
□
は

判
読
不
明
文
字
。
詳
し
く
は
後
掲
の
「
凡
例
」
を
参
照
）。

私
は
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
、
錆
び
つ
い
た
鉛
筆
削
〔
の
〕
り
の
ナ
イ
フ
を
と
り

出
し
、
忍
び
寄
つ
て
、
そ
の
美
し
い
短
剣
の
〔
□
（
革
偏
）〕
黒
い
鞘

〈
の
裏
側
〉
に
、
二
三
条
の
み
に
く
い
切
り
傷
を
〔
つ
け
た
。
…
…
〕
彫

り
込
ん
だ
。
…
…

〔

私
は
深
い
息
を
し
た
。
手
の
な
か
の
ナ
イ
フ
は
冷
汗
に
湿し
と

つ
て
ゐ
た
。

人
に
見
咎
め
ら
れ
る
の
を
待
つ
や
う
な
気
持
で
、
ナ
イ
フ
を
握
つ
た
ま
ま
、

遠
景
を
低
く
、
屏
風
な
り
に
区
切
る
雑
木
の
な
だ
ら
か
な
山
々
を
見
た
。

山
の
空
に
は
、
雲
が
は
や
夏
雲
の
や
う
な
い
か
め
し
い
姿
の
ま
ま
、
凝
結

し
て
動
か
な
か
つ
た
。
西
方
に
は
舞
鶴
市
街
の
外
れ
の
屋
根
々
々
が
光
つ

て
ゐ
た
。
私
は
錆
び
た
ナ
イ
フ
の
刃
先
で
、
こ
の
澄
ん
だ
五
月
の
午
後
の

空
を
傷
つ
け
〔
□
〕
よ
う
と
、
め
ち
や
く
ち
や
に
輪
を
描か

い
た
。〕

…
…
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
、〔
小
説
や
〕
手
記
の

や
う
な
も
の
さ
へ
書
い
た
こ
と
が
な
い
。（1:11::15-6

）

一
段
落
の
全
て
、
原
稿
に
し
て
十
行
分
が
大
き
く
削
除
さ
れ
て
い
る
。
定
稿

で
は
、
海
軍
機
関
学
校
の
少
年
の
短
剣
に
傷
を
つ
け
て
場
面
が
終
了
し
、
読
者

の
心
象
に
は
美
し
い
短
剣
の
鞘
を
傷
つ
け
た
、
の
ち
の
金
閣
放
火
へ
と
つ
な
が

る
行
為
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
残
さ
れ
る
。
一
方
、
手
入
れ
前
稿
で
は
、

「
澄
ん
だ
五
月
の
午
後
の
空
を
傷
つ
け
」
よ
う
と
ナ
イ
フ
で
空
に
輪
を
描
く
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
無
目
的
で
夢
見
が
ち
な
行
い
を
す
る
溝
口
の
姿
が
描
か
れ
、

後
段
に
記
述
さ
れ
る
「
詩
人
肌
の
少
年
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
肉
付
け
し
て
い
た
。

こ
の
挿
話
の
削
除
に
よ
っ
て
、
溝
口
の
夢
見
が
ち
な
性
格
の
記
述
が
薄
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
書
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
の
例
と
し
て
、「
小
説
」
が

削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
し
た
い
。
詩
や
手
記
を
書
か
な
か
っ
た
人
物

二
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が
小
説
な
ど
書
く
は
ず
も
な
い
た
め
の
削
除
で
は
あ
ろ
う
が
、
後
年
の
溝
口
は

図
書
館
で
小
説
を
多
読
し
て
お
り
、
金
閣
放
火
と
い
う
行
為
の
あ
と
で
一
人
称

の
手
記
を
書
き
表
現
者
と
な
っ
た
溝
口
に
と
っ
て
の
「
小
説
」
の
持
つ
位
置
づ

け
も
、
今
後
、
溝
口
の
自
己
認
識
や
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
問
題
系
を
探
る
際
の

課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
実
際
に
三
島
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
原
稿
を
も
と
に
、

手
入
れ
の
様
相
ま
で
を
含
め
て
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
見
な
し
、
立
論
を
行
お
う

と
す
る
と
必
ず
ぶ
つ
か
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
金
閣
寺
』
へ
の
手
入
れ
を

行
っ
た
主
体
を
、
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
説
『
金
閣
寺
』

の
原
稿
は
作
家
・
三
島
由
紀
夫
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
行

わ
れ
た
手
入
れ
も
全
て
三
島
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、『
金
閣
寺
』

の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
主
人
公
・
溝
口
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
手
記
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
手
入
れ
も
ま
た
溝
口
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
と

る
こ
と
も
で
き
る
。
手
入
れ
を
、
溝
口
に
よ
っ
て
一
度
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
、

何
ら
か
の
理
由
か
ら
修
正
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
読

ま
れ
て
き
た
『
金
閣
寺
』
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
は
決
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と

の
な
か
っ
た
、
溝
口
の
無
意
識
や
作
為
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
の
試
み
は
多
分
に
問
題
含
み
で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
生
原
稿
に
目

を
通
そ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
実
体
と
し
て
の
作
家
の
意
識
へ
遡
及
し
よ
う

と
す
る
欲
望
に
導
か
れ
た
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
原
稿
と
い
う

実
体
を
伴
っ
た
記
述
を
前
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
現
実
の
作
者
の
影
を
払
拭
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
作
為
的
な
振
る
舞
い
と
も
映
る
。

加
え
て
、
未
発
表
の
加
筆
修
正
個
所
を
含
ん
だ
『
金
閣
寺
』
を
、
こ
れ
ま
で
テ

ク
ス
ト
研
究
の
行
わ
れ
て
き
た
定
稿
の
『
金
閣
寺
』
へ
、
安
易
に
同
定
し
て
し

ま
う
こ
と
に
も
大
い
に
問
題
が
残
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
手
入
れ
を
行
っ
た
主
体
と
し
て
、
現
実
の
三
島
で
も
な
く
、
溝
口
で

も
な
い
存
在
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
が
、
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
機
能
と
し

て
の
「
作
者
」
で
あ
る
。『
金
閣
寺
』
に
見
ら
れ
る
手
入
れ
は
、
全
て
溝
口
が

手
記
を
書
く
際
に
行
っ
た
加
筆
修
正
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
物
語
の
全
体
が

溝
口
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
何
も
生
産
的
な
読
み
は
展
開
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
手
記
の
書
き
手
＝

語
り
手
と
し
て
の
溝
口
を
超
え
る
存
在
が
必
要
と
な
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ
の

役
割
を
三
島
に
求
め
れ
ば
テ
ク
ス
ト
は
た
ち
ま
ち
実
体
と
し
て
の
原
稿
と
い
う

位
置
へ
絡
め
取
ら
れ
、
一
義
的
な
意
味
へ
と
収
束
し
て
ゆ
く
し
か
な
い
。『
金

閣
寺
』
が
、
そ
の
手
入
れ
を
有
効
に
作
品
の
読
解
に
反
映
さ
れ
る
た
め
に
は
、

三
島
（
＝
作
家
）
と
溝
口
（
＝
語
り
手
）
と
の
間
に
、
機
能
と
し
て
の
「
作
者
」

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
柏
木
、
老
師
、
金
閣
の
三

つ
の
モ
チ
ー
フ
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
直
筆
原
稿
の
手
入
れ
を
検
討
し
て
い
く
。

「
光
」
の
描
写
、
女
性
た
ち
、
溝
口
自
身
の
認
識
、
手
記
を
書
く
こ
と
に
つ
い

て
の
自
己
言
及
な
ど
、
他
に
も
検
討
す
べ
き
モ
チ
ー
フ
は
多
い
の
だ
が
、『
金

閣
寺
』
原
稿
研
究
の
始
発
と
し
て
、
溝
口
が
金
閣
放
火
に
向
か
う
機
構
を
解
明

す
る
た
め
の
基
軸
と
な
る
モ
チ
ー
フ
を
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
三

つ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
主
人
公
＝
語
り
手
で
あ
る
溝
口
と
の
距
離
や
テ
ク
ス
ト
内

三
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で
の
記
述
方
法
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
先
述
し
た
原
稿
へ
の

手
入
れ
の
主
体
を
ど
こ
に
想
定
す
る
か
と
い
う
問
題
を
浮
上
さ
せ
、
一
人
称
で

書
か
れ
た
作
品
の
原
稿
検
討
の
試
金
石
と
な
る
こ
と
も
期
待
で
き
そ
う
で
あ

る
。な

お
、
本
稿
の
役
割
分
担
は
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。

・
三
島
由
紀
夫
文
学
館
に
お
け
る
原
稿
調
査
…
…
有
元

・
調
査
結
果
の
整
理
…
…
有
元
（
第
一
〜
三
章
）、
中
元
（
第
四
〜
七
章
）、

大
西
（
第
八
〜
十
章
）

・
本
論
の
執
筆
…
…
中
元
（
一
　
柏
木
）、
有
元
（
二
　
老
師
）、
大
西

（
三
　
金
閣
）

本
論
の
各
節
は
各
執
筆
者
の
原
案
を
も
と
に
討
議
と
修
正
を
繰
り
返
し
て
成

稿
し
た
が
、
最
終
的
な
責
任
は
各
節
の
執
筆
者
が
負
う
も
の
と
す
る
。

凡
例

（
１
）
推
敲
の
跡
は
、
次
の
記
号
で
示
し
た
。

・
削
除
…
…
〔

〕

・
加
筆
…
…
〈

〉

・
不
明
字
…
…
□

・
書
き
か
け
の
文
字
…
…
□
（

）

※
（

）
内
に
、（
革
偏
）
の

よ
う
に
記
述

（
２
）
補
筆
箇
所
の
所
在
は
、
引
用
の
後
に
（

）
で
示
し
た
。

章

:

生
原
稿
の
頁
数

::

『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
六
』
に
お
け
る

頁
数
―
行
数

〔
例
〕（1:8::23-5

）
は
、
第
一
章
、
生
原
稿
の
八
頁
、『
決
定
版
全
集
』

の
二
三
頁
五
行
目
。

①
引
用
が
複
数
行
に
わ
た
る
場
合
も
開
始
行
の
み
記
す
。

②
章
の
見
出
し
は
一
行
に
数
え
る
。

③
本
文
中
の
行
ア
キ
や
「

」
な
ど
の
区
切
り
記
号
は
一
行
に
数
え
な
い
。

（
３
）『
決
定
版
全
集
』
に
あ
わ
せ
て
旧
字
・
異
体
字
は
新
字
に
統
一
し
、
ル
ビ

は
必
要
な
箇
所
に
の
み
付
し
た
。

一
　
柏
木
　
―
い
か
に
し
て
柏
木
は
語
ら
れ
る
の
か
―

溝
口
が
「
私
」
と
名
乗
り
、
金
閣
放
火
と
い
う
行
為
に
至
る
ま
で
を
綴
る

『
金
閣
寺
』
は
、
な
ぜ
「
私
」
が
金
閣
に
火
を
放
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
、
と
い
う
内
実
を
告
白
す
る
こ
と
を
目
的
に
書
か
れ
た
手
記
で
あ
る
。
語

り
手
「
私
」
に
よ
る
統
治
の
も
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
柏
木
が
自
ら

の
童
貞
喪
失
の
経
緯
に
つ
い
て
溝
口
に
明
か
す
場
面
で
の
語
り
は
、
他
の
部
分

と
は
大
き
く
異
な
る
。「
俺
が
ど
う
し
て
童
貞
を
脱
却
し
た
か
、
話
さ
う
か
？
」

（
四
）
と
柏
木
が
語
り
始
め
、「
こ
れ
が
俺
の
童
貞
を
破
つ
た

末
だ
よ
」（
四
）

と
語
り
終
え
る
ま
で
は
、
柏
木
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
俺
」
に
よ
る
語
り
が
差
し

挟
ま
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
溝
口
の
告
白
に
よ
る
手
記
と
い
う
体
裁
を
と
る

こ
の
一
人
称
の
小
説
に
お
い
て
、
別
の
人
物
の
語
り
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、『
金
閣
寺
』
に
お
け
る
語
り
の
問
題
と
し
て
特
筆
す
べ
き

事
態
だ
ろ
う
。
こ
の
柏
木
の
語
り
の
部
分
に
お
け
る
原
稿
へ
の
手
入
れ
に
つ
い

四
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て
は
、
手
記
の
書
き
手
と
し
て
の
溝
口
を
超
え
た
、
テ
ク
ス
ト
を
統
括
す
る

「
作
者
」
の
レ
ベ
ル
か
ら
な
さ
れ
た
修
正
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
柏
木
の
語
り
の
場
面
で
は
、
微
に
入
っ
た
手
直
し
が
原
稿
に
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
柏
木
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
を
決
定
づ
け
る
場
面
で
あ

る
こ
と
に
起
因
す
る
。
例
え
ば
、
次
の
手
入
れ
の
状
況
か
ら
浮
か
ぶ
の
は
、
柏

木
が
自
己
に
つ
い
て
い
か
に
語
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
柏

木
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る

も
の
で
あ
る
。

俺
は
絶
対
に
女
か
ら
愛
さ
れ
な
い
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
。
こ
れ
は
人
が

想
像
す
る
よ
り
は
、
安
楽
で
平
和
な
確
信
で
あ
る
こ
と
は
、
多
分
君
も
知

つ
て
ゐ
る
と
ほ
り
だ
。〔
し
か
し
自
分
の
存
在
の
条
件
と
和
解
し
な
い
と

い
ふ
決
心
と
、
こ
の
確
信
と
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
も
し
、
俺
が
女
か
ら

愛
さ
れ
得
る
と
信
じ
る
な
ら
、
自
分
の
存
在
の
条
件
に
つ
い
て
夢
を
見
、

妄
想
を
抱
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
俺
は
現
実
の
正
確
な
判
断
の
勇
気
と
、

そ
の
判
断
と
戦
ふ
勇
気
〔
を
〕
と
、
ど
〕〔
そ
こ
で
〕
自
分
の
存
在
の
条

件
と
和
解
し
な
い
と
い
ふ
決
心
と
、
こ
の
確
信
と
は
、
必
ず
し
も
矛
盾
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
俺
が
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
女
に
愛
さ
れ
得
る
と

信
じ
る
な
ら
、
そ
の
分
だ
け
、
俺
は
自
分
の
存
在
の
条
件
と
和
解
し
た
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。
俺
は
現
実
を
正
確
に
判
断
す
る
勇
気
と
、
そ
の
判
断

と
戦
ふ
勇
気
と
は
、
容
易
に
〔
昵
み
〕〈
馴
れ
〉
合
ふ
も
の
だ
と
知
つ
た
。

居
な
が
ら
に
し
て
、
俺
は
戦
つ
て
ゐ
る
や
う
な
気
に
な
れ
た
の
だ
。

（4:25::103-2

）

こ
の
個
所
で
の
削
除
部
分
は
原
稿
の
改
頁
に
あ
た
り
、
続
き
が
残
存
し
て
い

な
い
た
め
、
削
除
さ
れ
た
文
章
の
続
き
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
判
明
し
て
い

な
い
。
し
か
し
、
自
己
の
存
在
条
件
と
女
に
愛
さ
れ
な
い
こ
と
を
め
ぐ
る
柏
木

の
論
理
が
構
築
さ
れ
て
い
く
過
程
が
手
入
れ
の
状
況
か
ら
判
明
す
る
。
手
入
れ

前
の
段
階
で
は
、
自
分
の
存
在
の
条
件
と
和
解
し
な
い
こ
と
と
、
女
に
愛
さ
れ

な
い
と
い
う
確
信
は
矛
盾
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
内
飜
足
と
い
う
自
己

の
存
在
条
件
と
、
女
に
愛
さ
れ
な
い
こ
と
は
両
立
し
な
い
も
の
と
し
て
認
識
し

て
い
る
。
一
方
定
稿
で
は
、
自
分
の
存
在
の
条
件
と
和
解
し
な
い
こ
と
と
、
女

に
愛
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
」
と
語
り
、「
な
ぜ

な
ら
」
と
自
己
を
分
析
し
て
み
せ
て
い
る
。
女
に
愛
さ
れ
な
い
と
は
、
世
界
か

ら
拒
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
が
、
柏
木
に
と
っ
て
自
己
の
存
在
は
世

界
と
の
対
立
関
係
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
内
飜
足
と
い
う

自
己
の
存
在
条
件
と
、「
絶
対
に
女
か
ら
愛
さ
れ
な
い
こ
と
」
は
、
柏
木
の
自

己
認
識
に
お
い
て
は
必
然
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
論
理

が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

内
飜
足
と
い
う
存
在
と
世
界
の
対
立
と
い
う
認
識
の
な
か
で
自
己
を
定
位
し

よ
う
と
す
る
論
理
を
、
い
か
に
柏
木
が
語
る
の
か
を
め
ぐ
る
原
稿
へ
の
手
入
れ

は
、
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
「
作
者
」
の
存
在
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
だ

ろ
う
。
柏
木
の
語
り
に
お
い
て
は
、
論
理
的
な
混
迷
を
避
け
よ
う
と
す
る
手
入

れ
が
散
見
さ
れ
る
。

五
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内
飜
足
が
俺
の
生
の
、
条
件
で
あ
り
、
理
由
で
あ
り
、
目
的
で
あ
り
、
理

想
で
あ
り
、
…
…
生
そ
れ
自
身
な
の
だ
か
ら
。
存
在
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ

け
で
、
俺
に
は
十
分
す
ぎ
る
の
だ
か
ら
。〔
俺
の
外
側
の
不
調
和
が
、
内

側
の
不
安
を
抹
殺
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。

し
か
し
俺
が
何
も
の
か
へ
到
達
す
る
た
め
に
は
足
場
が
要
る
。
不
安
が

な
け
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
、
不
変
の
、
永
遠
の
、
確
乎
た
る
、
俺
の
思
考

〈
に
〉
は
、
何
も
の
へ
も
到
達
す
る
〔
途
〕
道
が
途
絶
え
て
ゐ
た
が
、
や

が
て
ま
た
、
俺
は
自
分
の
内
飜
足
の
効
用
に
気
づ
い
た
。〕
そ
も
そ
も
存

在
の
不
安
と
は
、
自
分
が
十
分
に
存
在
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
〈
贅
沢
な
〉

不
満
か
ら
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
〈
の
〉
か
。（4:35::108-4

）

俺
は
か
く
て
、
世
間
の
「
愛
」
に
関
す
る
迷
蒙
を
一
言
の
下
に
定
義
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
仮
象
が
実
相
に
結
び
つ
か
う
と
す
る
迷
蒙
だ
と
。

〔
愛
さ
れ
な
い
の
は
俺
ば
か
り
で
は
な
い
。
君
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間

は
誰
も
愛
さ
れ
な
い
の
だ
。
猫
と
か
犬
と
か
、
美
し
い
花
と
か
、
山
と
か
、

瀧
と
か
、
す
べ
て
自
然
〔
は
〕
に
属
す
る
も
の
は
愛
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。〕

―
や
が
て
俺
は
、〔
愛
〕
決
し
て
愛
さ
れ
な
い
と
い
ふ
俺
の
確
信

〔
は
、〕〈
が
、〉
人
間
存
在
の
根
本
的
な
様
態
だ
と
知
る
や
う
に
な
つ
た
。

こ
れ
が
俺
の
童
貞
を
破
つ
た
顛
末
だ
よ
。（4:41::111-4

）

柏
木
の
語
り
は
、
全
体
的
に
感
傷
的
な
表
現
や
冗
長
さ
を
退
け
、
論
理
的
思

考
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
認
識
の
人
間
と
し
て
の
存
在
が
補
強
さ
れ
て
い
る
。

徹
底
さ
れ
た
認
識
を
重
ん
じ
る
語
り
口
は
、
後
に
溝
口
が
犯
す
金
閣
放
火
と
い

う
行
為
に
大
き
く
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
柏
木
は
「
こ
の
世
界
を

変
貌
さ
せ
る
も
の
は
認
識
だ
」（
八
）
と
溝
口
に
語
る
。
既
に
金
閣
放
火
へ
の

意
志
を
持
っ
て
い
る
溝
口
は
柏
木
の
こ
の
言
葉
に
対
し
て
「
世
界
を
変
貌
さ
せ

る
の
は
行
為
な
ん
だ
」（
八
）
と
述
べ
、
柏
木
と
の
対
立
を
鮮
明
に
す
る
。
こ

の
対
立
は
放
火
と
い
う
行
為
に
溝
口
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
認

識
と
行
為
の
拮
抗
が
金
閣
放
火
と
い
う
行
為
の
動
力
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
以

上
、
柏
木
の
認
識
の
人
間
と
し
て
の
側
面
は
常
に
意
識
さ
れ
る
。

ま
た
、「
俺
の
考
へ
方
は
わ
か
り
に
く
い
だ
ら
う
か
。
説
明
を
要
す
る
だ
ら

う
か
」（
四
）
と
柏
木
は
溝
口
に
問
い
か
け
る
。
吃
音
の
溝
口
と
は
対
照
的
に
、

柏
木
は
自
由
に
言
葉
を
操
り
自
己
の
認
識
を
語
る
。
し
か
し
論
理
的
で
あ
ろ
う

と
す
る
一
方
で
、
柏
木
の
認
識
は
そ
の
独
自
性
の
た
め
、
容
易
に
意
味
を
結
ぶ

こ
と
の
で
き
な
い
抽
象
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
溝
口
は
し
ば
し

ば
柏
木
の
語
り
や
行
動
に
つ
い
て
、
解
釈
を
施
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
彼
の
手
の
動
き
に
は
残
酷
な
も
の
が
あ
つ
た
。
植
物
に
対
し
て
、

彼
は
〈
不
快
な
暗
い
〉
特
権
を
持
つ
て
ゐ
る
や
う
に
振
舞
つ
た
。〔
そ
れ

と
い
ふ
の
も
、
柏
木
の
や
う
な
否
定
的
な
魂
の
も
つ
て
ゐ
る
美
的
関
心
に

は
、
暗
い
不
可
解
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
が
彼
の
印
象
に
兇
暴

な
抒
情
味
を
添
へ
、〕〈
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
〉
鋏
の
音
が
し
て
茎
が
切
ら
れ

る
た
び
に
、
私
は
血
の
し
た
た
り
を
見
る
や
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。

（6:21::155-16

）

六
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植
物
に
対
す
る
冷
酷
な
柏
木
の
様
子
は
、
そ
れ
を
見
る
溝
口
に
、
柏
木
の
女

た
ち
へ
の
態
度
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
柏
木
は
内
飜
足
に
魅
か
れ
た
女
た
ち
に

対
し
て
「
不
快
な
暗
い
特
権
」
を
持
っ
て
接
し
て
い
る
。
そ
れ
は
生
花
の
師
匠

で
あ
る
女
と
の
諍
い
に
お
け
る
態
度
へ
と
繋
が
る
。
削
除
さ
れ
た
個
所
は
、
柏

木
の
残
酷
さ
を
溝
口
な
り
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を

こ
こ
で
加
え
る
こ
と
は
、
花
を
活
け
る
柏
木
の
兇
暴
さ
の
内
実
を
あ
ら
か
じ
め

読
者
に
さ
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
あ
く
ま
で
そ
の
内
実
は
生

花
の
女
師
匠
と
の
対
峙
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

こ
こ
で
は
、「
血
の
し
た
た
り
を
見
る
や
う
な
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
に
よ
る

ほ
の
め
か
し
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
溝
口
に
よ
る

必
要
以
上
の
解
釈
は
冷
酷
な
柏
木
を
記
述
す
る
に
は
適
さ
な
い
だ
ろ
う
。

抽
象
的
で
あ
れ
ば
、
溝
口
に
解
釈
の
余
地
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
柏
木
の
言
動
が
抽
象
的
な
段
階
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
溝

口
は
そ
れ
に
対
し
て
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
溝
口
の
側
か
ら
の

柏
木
に
対
す
る
一
つ
の
行
為
で
も
あ
り
、
手
記
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、

柏
木
が
溝
口
に
も
た
ら
し
た
認
識
が
金
閣
放
火
と
い
う
行
為
に
ど
の
よ
う
に
接

続
し
た
の
か
を
、
改
め
て
問
い
直
す
試
み
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

黒
い
制
服
の
背
は
〔
、
射
落
さ
れ
た
鴉
さ
な
が
ら
、〕
私
の
眼
下
に
大

き
く
波
打
つ
て
ゐ
た
が
、〔
倒
れ
た
〕〈
う
つ
ぶ
せ
の
〉
姿
は
人
間
の
や
う

に
は
見
え
ず
、
私
に
は
一
瞬
そ
れ
が
無
意
味
な
大
き
な
黒
い
汚
点
し

み

、
雨
後

の
〈
路
上
の
〉
濁
つ
た
水
た
ま
り
の
や
う
に
見
え
た
。（5:4::117-16

）

手
入
れ
前
で
は
、
突
如
道
に
倒
れ
た
柏
木
の
姿
を
「
射
落
さ
れ
た
鴉
」
と
喩

え
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
は
溝
口
が
柏
木
の
行
動
に
何
か
不
吉
な
も
の
を
感

じ
と
っ
た
さ
ま
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
は
溝

口
自
身
に
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
「
射
落
さ
れ
た
鴉
」
と
い
う
比
喩
は

「
無
意
味
な
大
き
な
黒
い
汚
点
、
雨
後
の
路
上
の
濁
つ
た
水
た
ま
り
」
と
い
う

表
現
に
比
べ
、
あ
る
程
度
の
具
体
性
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
定
稿
で
柏
木

の
姿
を
「
無
意
味
な
大
き
な
黒
い
汚
点
」
と
捉
え
た
こ
と
は
、
柏
木
と
い
う
存

在
が
溝
口
に
と
っ
て
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
柏
木
の
姿
は
そ
こ
を
覗
き
込
む
人
間
を
混

濁
し
た
水
面
に
か
ろ
う
じ
て
映
し
出
す
存
在
で
あ
り
、
溝
口
や
女
た
ち
が
柏
木

と
い
う
存
在
に
対
峙
し
て
い
く
な
か
で
、
柏
木
が
語
る
論
理
の
抽
象
性
を
解
釈

し
て
い
く
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
柏
木
が
童
貞
を
喪
失
し
た
経
緯
で
の
語
り
に
は
次
の
よ
う
な
手
入
れ

が
み
ら
れ
る
。

さ
つ
き
の
部
屋
に
戻
る
と
、
体
を
拭
き
な
が
ら
、
俺
は
鹿
爪
ら
し
く
語

り
は
じ
め
た
。
俺
が
生
れ
た
と
き
、
母
の
夢
に
仏
が
現
じ
て
、〔
い
つ
か
〕

こ
の
子
が
成
人
し
た
暁
、
こ
の
子
の
足
を
〈
心
か
ら
〉
拝
ん
〔
で
、
身
を

許
し
た
女
は
、〕〈
だ
女
は
〉
極
楽
往
生
す
る
と
い
ふ
お
告
げ
が
あ
つ
た
〔
。〕

〈
、〉
と
俺
は
語
つ
た
。（4:36::108-13

）

こ
こ
で
柏
木
は
一
つ
の
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
そ

七
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れ
が
物
語
で
あ
る
た
め
に
は
、
柏
木
の
足
を
拝
み
、「
身
を
許
」
せ
ば
極
楽
往

生
す
る
と
い
う
具
体
性
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
こ
の
子
の
足
を
心
か
ら
拝
ん

だ
女
は
極
楽
往
生
す
る
」
と
い
っ
た
程
度
に
抑
制
さ
れ
た
抽
象
性
が
必
要
と
さ

れ
る
。
こ
の
言
葉
に
は
暗
に
「
身
を
許
」
す
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
は
い
る
の
だ

が
、
こ
の
抽
象
的
な
物
語
と
し
て
の
お
告
げ
に
触
れ
た
者
が
、
そ
れ
を
い
か
に

解
釈
す
る
か
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
老
婆
は
柏
木
の
意
図
す
る
通
り
の

行
動
を
す
る
。
そ
れ
は
柏
木
の
言
葉
に
よ
っ
て
暗
に
誘
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

に
せ
よ
、
彼
女
が
柏
木
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
点
に
、
行

動
の
行
方
が
託
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
が
童
貞
喪
失
の
経
緯
で
あ
る
点
に
お

い
て
、
柏
木
の
そ
の
後
の
振
る
舞
い
を
も
規
定
す
る
解
釈
行
為
に
な
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
と
世
〔
間
〕〈
界
〉
と
を
対
立
状
態
に
置
く
怖
ろ
し
い
不
満

は
、
世
〔
間
〕〈
界
〉
か
わ
れ
わ
れ
か
の
ど
ち
ら
〈
か
〉
が
変
れ
ば
癒
や

さ
れ
る
筈
だ
が
、
変
化
を
夢
み
る
夢
想
を
俺
は
憎
み
、
と
て
つ
も
な
い
夢

想
ぎ
ら
ひ
に
な
つ
た
。
し
か
し
世
界
が
変
れ
ば
俺
は
存
在
せ
ず
、
俺
が
変

れ
ば
世
〔
間
〕〈
界
〉
が
存
在
し
な
い
と
い
ふ
、
論
理
的
に
つ
き
つ
め
た

確
信
は
、〈
却
つ
て
〉
一
種
の
和
解
、
一
種
の
融
和
に
似
て
ゐ
る
。
あ
り

の
ま
ま
の
俺
が
愛
さ
れ
な
い
と
い
ふ
考
へ
と
、
世
界
と
は
共
存
し
得
る
か

ら
だ
。（4:27::103-17

）

だ
が
、
俺
が
内
飜
足
以
外
に
俺
の
〈
個
別
性
を
、
俺
の
〉
存
在
理
由
を
認

め
る
な
ら
ば
、
俺
は
さ
う
い
ふ
も
の
を
補
足
的
に
認
め
た
こ
と
に
な
り
、

次
い
で
、
相
互
補
足
的
に
他
人
の
存
在
理
由
を
も
認
め
た
こ
と
に
な
り
、

ひ
い
て
は
世
〔
界
を
容
認
し
た
こ
と
に
〕
界
の
中
に
包
ま
れ
た
自
分
を
認

め
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。（4:31::106-1

）

こ
こ
で
は
柏
木
の
自
己
認
識
の
構
図
の
基
底
が
語
ら
れ
て
い
る
。
自
己
の
対

立
項
で
あ
る
外
界
の
認
識
が
「
世
間
」
か
ら
「
世
界
」
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
る
。「
世
間
」
と
い
う
言
葉
は
日
常
社
会
、
あ
る
い
は
一
般
社
会
と
い
っ
た

個
人
の
行
動
範
囲
内
に
お
け
る
領
域
を
示
す
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
外

界
を
「
世
界
」
と
称
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る

事
象
が
自
己
の
対
立
項
と
し
て
布
置
さ
れ
て
い
る
認
識
で
あ
る
。
自
己
に
対
立

す
る
外
界
と
は
、
具
体
的
な
事
象
と
し
て
の
「
世
間
」
で
は
捉
え
き
る
こ
と
の

で
き
な
い
、「
世
界
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
語
る
柏
木

の
孤
独
感
は
補
強
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
自
己
対
世
界
と
い
う
認
識
の
方

法
は
、
彼
自
身
の
自
意
識
を
も
補
強
し
て
い
る
の
だ
。

「
さ
う
か
。
君
は
奇
妙
な
奴
だ
な
。
俺
が
今
ま
で
会
つ
た
中
で
い
ち
ば
ん

奇
妙
な
奴
だ
」

そ
の
言
葉
は
〔
す
で
に
、〕
私
の
口
辺
〔
を
〕
か
ら
消
え
ぬ
親
愛
の
微

笑
に
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
つ
た
が
、
私
〔
が
〕
の
中
に
湧
き
出
し

た
感
謝
の
意
味
を
、〔
つ
ひ
に
柏
木
□
〔
に
〕〈
は
〉
察
す
る
こ
と
〔
の
〕

〈
が
〉
で
き
な
い
の
〕
彼
が
決
し
て
察
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
い
ふ
確

八
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実
な
予
想
は
、
私
の
微
笑
を
さ
ら
に
自
然
に
ひ
ろ
げ
た
。（8:36::224-7

）

柏
木
は
溝
口
の
様
子
か
ら
「
破
滅
的
な
こ
と
」
を
心
に
決
め
て
い
る
こ
と
を

察
知
す
る
。
し
か
し
溝
口
は
柏
木
の
理
解
が
、
金
閣
放
火
と
い
う
行
為
に
は
及

ん
で
い
な
い
と
感
じ
る
。
手
入
れ
前
の
原
稿
で
、
金
閣
を
焼
く
と
い
う
企
み
に

対
し
て
「
つ
ひ
に
柏
木
□
〔
に
〕〈
は
〉
察
す
る
こ
と
〔
の
〕〈
が
〉
で
き
な
い
」

と
語
る
溝
口
に
は
、
金
閣
を
焼
く
と
い
う
企
み
に
気
づ
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
柏
木
の
認
識
力
に
対
す
る
期
待
に
似
た
心
情
と
、
そ
れ
が
今
と
な
っ
て

は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
複
雑
な
心
情
の
混
淆
が
う
か
が
え
る
。

そ
れ
は
常
に
認
識
の
力
に
よ
っ
て
溝
口
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
柏
木
と
の
関

係
性
が
こ
こ
で
変
化
し
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
定
稿
で
、
柏

木
が
「
私
」
の
行
為
を
「
決
し
て
察
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
」
と
溝
口
が
「
確

実
な
予
想
」
を
抱
い
て
い
る
こ
と
は
、
も
う
す
で
に
柏
木
と
の
関
係
が
大
き
く

変
容
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
溝
口
が
金
閣
の
放
火
を
心
に
決
め
た
時
点

で
、
溝
口
は
柏
木
の
認
識
の
世
界
に
訣
別
し
て
い
た
の
だ
。
溝
口
の
内
面
を
錯

誤
し
た
柏
木
と
溝
口
の
乖
離
は
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
老
師
　
―
相
互
理
解
の
不
可
能
性
―

「
金
閣
寺
」
の
読
者
に
と
っ
て
、
金
閣
寺
住
職
・
田
山
道
詮
和
尚
は
像
を
結

び
に
く
い
存
在
で
あ
る
。
同
じ
く
溝
口
周
辺
に
あ
っ
て
も
、
柏
木
は
自
ら
饒
舌

に
語
り
、
鶴
川
も
死
後
に
そ
の
二
面
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
老

師
は
溝
口
の
報
告
に
よ
っ
て
も
実
体
が
掴
み
が
た
い
。
に
も
か
わ
ら
ず
、
溝
口

は
金
閣
放
火
の
行
為
に
向
け
て
老
師
に
多
く
を
頼
り
、
老
師
と
の
確
執
の
記
述

に
筆
を
費
や
す
。

丸
顔
で
、
鼻
だ
け
が
長
く
て
、〔
上
か
ら
滴
し
た
た
つ
て
走
〕
流
れ
て
き
た
樹
脂

が
固
ま
つ
た
や
う
な
形
を
し
て
ゐ
る
。
顔
が
さ
う
い
ふ
風
な
の
に
、
剃
り

上
げ
た
頭
の
形
は
い
か
つ
く
〔
て
、
兜
を
思
は
〕〈
、〉
精
力
が
頭
に
集
ま

つ
て
ゐ
る
や
う
で
、
頭
だ
け
が
ひ
ど
く
動
物
的
な
の
で
あ
る
。

（1:46::34-10

）

初
め
て
対
面
し
た
と
き
、
溝
口
に
は
「
病
み
衰
へ
、
貧
相
で
、
粉
つ
ぽ
い
肌
」

（
一
）
の
父
と
は
対
照
的
に
、
老
師
が
福
々
し
く
見
え
る
。
こ
こ
で
、
頭
だ
け

が
動
物
的
だ
と
さ
れ
な
が
ら
「
兜
」
の
比
喩
が
消
さ
れ
た
の
は
、
兵
士
の
系
列

の
語
の
使
用
を
避
け
る
た
め
だ
ろ
う
。『
金
閣
寺
』
に
は
、
溝
口
が
疎
外
さ
れ

て
い
る
男
性
性
の
典
型
と
し
て
、
海
軍
機
関
学
校
の
生
徒
や
脱
走
兵
・
米
兵
な

ど
の
兵
士
が
頻
出
す
る
。
老
師
は
動
物
的
な
生
命
力
を
も
ち
な
が
ら
も
、
兵
士

と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

桃
色
の
〔
お
〕〈
餅
〉
菓
子
の
や
う
な
体
に
抱
き
し
め
ら
れ
て
、
女
は
ど

ん
な
気
持
が
す
る
の
だ
ら
う
。（3:25::75-3

）

老
師
の
体
躯
が
、
単
な
る
「
お
菓
子
」
で
は
な
く
、「
餅
菓
子
」
と
限
定
し

て
形
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
溝
口
か
ら
見
た
老
師
の
姿
が
柔
ら
か
で
と
ら
え
ど
こ

九
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ろ
の
な
い
こ
と
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
引
用
文
は
こ
う
し
た

老
師
の
像
が
生
成
さ
れ
て
い
く
現
場
で
あ
る
。
老
師
は
、「〔
あ
ら
ゆ
る
行
〕
生

活
の
細
目
、
金
、
女
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
一
々
手
を
汚
し
な
が
ら
、
こ
れ
ほ
ど

に
現
世
を
侮
蔑
し
て
ゐ
る
人
」（7:39::187-10

）
で
あ
る
一
方
で
、「
普
通
の

中
年
紳
士
に
は
た
え
て
見
ら
れ
ぬ
異
様
な
赤
ん
坊
の
や
う
な
清
潔
感
」（
七
）

も
持
ち
、
汚
れ
つ
つ
も
清
浄
な
存
在
だ
と
見
な
さ
れ
る
。
溝
口
は
女
性
と
の
関

係
に
社
会
へ
の
参
入
を
期
待
す
る
も
、
肉
体
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
老
師
は
、
こ
う
し
た
点
で
も
溝
口
と
は
対
照
的
な
先
達
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。「
心
象
の
金
閣
」
の
形
成
者
で
あ
っ
た
父
と
同
じ
僧
侶
で
あ
り
、
溝
口

に
金
閣
の
住
職
に
な
る
よ
う
に
教
唆
す
る
母
に
似
た
生
命
力
や
現
実
性
を
持
つ

老
師
は
、
当
初
は
二
つ
の
金
閣
を
統
合
す
る
疑
似
親
と
し
て
の
可
能
性
も
持
っ

て
い
た
。し

か
し
手
は
じ
め
に
私
の
考
へ
る
悪
は
、
老
師
に
巧
く
と
り
入
つ
て
、

い
つ
か
金
閣
を
手
に
入
れ
よ
う
と
い
ふ
ほ
ど
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
又
ほ

ん
の
空
想
の
中
で
、〈
老
師
を
毒
殺
し
て
、
そ
の
あ
と
に
私
が
居
据
る
と

云
つ
た
、
他
愛
も
な
い
夢
で
し
か
な
〉
か
つ
た
。
こ
の
〔
決
心
〕〈
計
画
〉

は
、
鶴
川
に
同
じ
野
心
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
得
て
、
私
の
良
心
の
安
ら

ぎ
に
さ
へ
な
つ
た
。（3:28::77-2

）

敗
戦
後
の
世
間
の
無
頼
な
風
潮
の
な
か
、
溝
口
も
「
悪
」
を
志
す
。
母
に
教

唆
さ
れ
た
金
閣
の
住
職
と
な
る
野
心
の
ほ
か
、
老
師
を
殺
す
空
想
も
付
加
さ
れ

る
。「
決
心
」
と
い
う
確
実
な
決
意
表
明
か
ら
、
曖
昧
な
「
計
画
」
へ
と
言
葉

は
後
退
し
て
い
る
が
、「
他
愛
も
な
い
夢
」
と
し
て
で
は
あ
れ
、「
毒
殺
」
と
い

う
老
師
へ
の
負
の
感
情
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
、
溝
口
と
老
師
と
の
関
係
は
変

質
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
何
度
目
を
外
ら
さ
う
と
し
て
も
そ
こ
に
存
在
し
、
奇
怪
な
〔
大
蛇
〕

〈
城
〉
の
や
う
に
そ
こ
に
わ
だ
か
ま
つ
て
ゐ
た
。（4:10::94-14

）

雪
の
日
の
朝
、
米
兵
に
強
要
さ
れ
て
娼
婦
の
腹
を
踏
ん
だ
事
件
以
降
、
溝
口

は
老
師
の
意
向
を
憶
測
し
て
苦
し
む
。
そ
の
一
言
を
待
ち
望
ん
で
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
沈
黙
を
守
る
老
師
を
、
溝
口
は
「
意
地
わ
る
く
」、「
拷
問
」
に
か
け

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
（
四
）。
引
用
文
で
は
、
老
師
は
生
々
し
い
「
大

蛇
」
か
ら
、「
城
」
と
い
う
強
固
な
建
造
物
に
喩
え
直
さ
れ
る
。
大
谷
大
学
進

学
の
将
来
が
か
か
る
局
面
で
、
溝
口
は
老
師
か
ら
圧
迫
を
感
じ
、
老
師
は
権
力

や
支
配
者
を
象
徴
す
る
建
造
物
の
よ
う
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
見
え
る
。
こ
の
老

師
の
姿
に
は
「
現
実
の
金
閣
」
も
重
な
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

私
の
側
に
は
何
も
〔
疚
〕
疚
し
い
こ
と
は
な
か
つ
た
の
に
、
む
し
ろ
私

は
、
私
が
見
ら
れ
た
の
を
惧
れ
て
ゐ
た
。
何
故
な
ら
〔
老
師
は
、
見
ら
れ

た
く
な
い
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
の
に
、
私
を
選
ぶ
筈
は
な
い
と
思
は
れ
た

か
ら
だ
。
私
〕
老
師
の
微
行
お
し
の
び

の
目
撃
者
に
な
り
、
証
人
に
な
り
、
老
師
と

無
言
の
う
ち
に
信
頼
や
不
信
の
関
は
り
合
ひ
を
結
ぶ
こ
と
を
、〔
私
は
〕
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〈
咄
嗟
の
間
に
〉
避
け
た
い
気
持
が
〔
あ
〕〈
起
〉
つ
た
か
ら
だ
。〔
と
い

ふ
よ
り
は
、
そ
ん
な
い
き
さ
つ
か
ら
、
私
が
保
身
や
野
心
の
必
要
上
、
老

師
の
偽
善
に
お
も
ね
る
成
行
に
な
る
こ
と
が
怖
か
つ
た
の
で
あ
る
。
も
つ

と
穏
当
な
取
り
入
り
方
が
あ
る
筈
だ
。〕（7:10::171-1

）

祇
園
で
芸
妓
を
連
れ
た
老
師
を
最
初
に
目
撃
し
た
場
面
で
あ
る
。
老
師
が
自

分
に
信
頼
を
お
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
感
覚
や
、「
老
師
の
偽
善
に
お
も
ね
る

成
行
に
な
る
こ
と
が
怖
か
つ
た
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
の
溝
口
の
感
覚
や
行

動
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
最
初
に
目
撃
し
た
時
点
で
溝
口
が
そ
こ
ま
で
感
じ
る

の
は
不
自
然
だ
と
「
作
者
」
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
は

削
除
さ
れ
、
老
師
を
目
撃
し
た
こ
と
を
知
ら
れ
た
く
な
い
心
情
の
み
に
焦
点
が

絞
ら
れ
た
。

今
度
は
私
も
避
け
る
わ
け
に
行
か
な
く
な
つ
た
。
し
か
し
動

し
て
、

口
か
ら
言
葉
が
出
な
い
。
声
を
発
し
な
い
う
ち
か
ら
、
吃
音
が
口
の
中
で

煮
立
つ
て
ゐ
る
。
た
う
と
う
〔
感
情
〔
の
〕
の
遁の
が

れ
路ぢ

を
失
つ
て
、〔
□
〕

惑
つ
た
〕
私
は
自
分
で
も
思
ひ
が
け
な
い
表
情
を
し
た
。
と
い
ふ
の
は
、

何
ら
そ
の
場
と
の
繋
が
り
な
し
に
、〔
私
は
〕
老
師
に
向
つ
て
笑
ひ
か
け

た
の
で
あ
る
。（7:13::172-11

）

二
度
目
に
老
師
と
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
場
面
で
あ
る
。
有
為
子
を
待
ち
伏
せ

し
た
と
き
と
同
じ
く
、
溝
口
は
大
事
な
場
面
で
「
吃
音
が
口
の
中
で
煮
立
」
っ

て
言
葉
が
出
な
い
。「
感
情
の
遁
れ
路
を
失
つ
て
、
惑
つ
た
」
と
い
う
説
明
は
、

引
用
部
直
後
の
「
こ
ん
な
笑
ひ
を
説
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
笑
ひ
は
外

部
か
ら
来
て
、
突
然
私
の
口
も
と
に
貼
り
つ
い
た
か
の
や
う
だ
つ
た
。」
と
い

う
説
明
と
矛
盾
す
る
た
め
に
「
作
者
」
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
溝
口
は
思
い
が
け
ず
老
師
に
向
か
っ
て
笑
う
の
だ
が
、
こ
の
笑
い
は
、

無
垢
な
幼
児
が
無
意
識
の
う
ち
に
相
手
に
甘
え
て
保
護
や
親
近
感
を
求
め
る
の

に
似
た
、
悪
意
の
な
さ
を
示
す
た
め
の
笑
い
だ
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
老

師
に
は
溝
口
の
無
辜
の
釈
明
が
伝
わ
ら
ず
、「
馬
鹿
ば

か

者も
ん

！
　
わ
し
を
追
跡
つ

け
る

気
か
」
と
叱
責
し
て
、
両
者
の
仲
は
こ
じ
れ
て
い
く
。

私
に
何
ら
か
の
人
間
的
な
感
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
感
情
を
相

手
〔
に
〕〈
か
ら
〉
期
待
し
て
い
け
な
い
と
い
ふ
法
は
な
い
。
愛
で
あ
れ

憎
し
み
で
あ
れ
。（7:19::176-3

）

そ
ん
な
悪
戯
い
た
づ
ら

が
、
老
師
の
誤
解
を
進
ん
で
裏
書
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
ふ

不
利
を
さ
へ
、
か
へ
り
み
〔
る
余
裕
が
〕
な
か
つ
た
〈
の
で
あ
る
。〉〔
。
大

体
私
の
吃
音
は
、
釈
明
を
平
軽
に
諦
め
さ
せ
る
方
へ
進
み
や
す
い
。〕

（7:21::177-7

）

溝
口
が
老
師
の
内
面
を
激
し
く
夢
想
し
、
彼
か
ら
救
済
の
徴
候
を
希
求
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
老
師
は
公
平
無
私
な
態
度
に
徹
す
る
。
こ
れ
が
溝
口

に
は
「
無
言
の
放
任
」
に
映
り
、
老
師
か
ら
の
「
人
間
的
な
感
情
」
の
期
待
を
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表
明
す
る
。
無
言
の
老
師
に
焦
慮
す
る
溝
口
と
い
う
図
式
は
、
第
四
章
の
女
の

腹
を
踏
ん
だ
件
の
後
の
両
者
の
関
係
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
格
助
詞
「
に
」
か

ら
「
か
ら
」
へ
の
変
更
は
、
細
か
い
推
敲
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
相
手
か

ら
何
ら
か
の
感
情
を
得
た
い
―
欲
し
い
の
は
無
論
「
愛
」
で
あ
る
が
、
た
と
え

「
憎
し
み
」
で
あ
っ
て
も
、
自
分
に
対
す
る
何
ら
か
の
感
情
表
出
を
老
師
か
ら

引
き
出
し
た
い
―
と
い
う
溝
口
の
強
い
情
念
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
後
者
の
引
用
の
手
入
れ
前
稿
で
は
、
溝
口
は
釈
明
を
し
よ
う
と
は
し
た
が

吃
音
の
た
め
そ
れ
を
諦
め
た
と
い
う
消
極
的
な
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
溝
口
は
吃
音
者
で
あ
る
た
め
に
既
に
言
葉
に
よ
っ
て
も
笑
い
と
い
う

表
情
に
よ
っ
て
も
釈
明
に
失
敗
し
て
、
老
師
に
誤
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
定
稿
段
階
で
は
釈
明
す
る
余
地
な
ど
一
切
な
く
、
老
師
の
誤
解

を
恐
れ
る
こ
と
よ
り
も
「
悪
戯
」
を
積
極
的
に
実
行
し
て
、
老
師
か
ら
人
間
的

感
情
を
引
き
出
し
た
い
熱
情
だ
け
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

老
師
の
憎
し
み
を
期
待
し
て
や
つ
た
仕
業
で
あ
〔
つ
〕
る
の
に
、
私
の
心

は
人
間
と
人
間
と
が
理
解
し
合
ふ
〔
夢
の
や
う
な
〕〈
劇
的
な
〉
熱
情

〔
的
な
〕〈
に
溢
れ
た
〉
場
面
を
さ
へ
夢
み
て
ゐ
た
。

老
師
は
〈
突
然
〉
私
の
部
屋
へ
来
て
、
私
を
ゆ
る
す
か
も
し
れ
な
か
つ

た
。（7:24::179-5

）

芸
妓
の
写
真
を
新
聞
に
紛
ら
わ
せ
て
老
師
に
届
け
た
あ
と
の
心
情
で
あ
る
。

「
憎
し
み
」
を
期
待
し
て
の
仕
業
と
い
い
な
が
ら
、
本
当
に
欲
し
か
っ
た
の
は

「
愛
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
手
記
の
な
か
で
繰
り
返
し
「
理
解
さ

れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
私
の
存
在
理
由
」（
七
）
だ
と
述
べ
て
い
た
溝
口
が
、

老
師
と
の
間
に
「
人
間
と
人
間
と
が
理
解
し
合
ふ
」
場
面
を
期
待
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
加
筆
さ
れ
た
よ
う
に
、
老
師
が
「
突
然
」
部
屋
に
来
て
和
解
す
る
と

い
っ
た
「
劇
的
な
」「
熱
情
に
溢
れ
た
」
場
面
な
の
で
あ
る
。
吃
音
の
た
め
言

葉
に
よ
る
釈
明
を
諦
め
、
幼
児
の
よ
う
な
表
情
に
よ
る
甘
え
や
親
愛
感
も
示
す

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
溝
口
に
、
残
さ
れ
て
い
た
唯
一
の
働
き
か
け
の
手
段
が

「
悪
」
の
「
行
為
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
た
も
や
老
師
は
不
問
に
付
し
、

こ
の
あ
と
老
師
の
感
情
を
引
き
出
す
た
め
の
溝
口
の
行
為
は
、
大
学
の
欠
席
や

成
績
不
良
、
出
奔
と
、
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
。

し
か
し
か
う
し
て
私
の
手
に
金
が
渡
さ
れ
て
も
、
私
に
対
す
る
信
頼
の

虚
偽
で
あ
る
こ
と
は
、
老
師
以
上
に
私
が
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
。〔
疑
ふ
こ

と
よ
り
も
、
い
つ
は
り
の
信
頼
を
与
へ
る
こ
と
の
は
う
が
、
却
つ
て
深
く

相
手
を
傷
つ
け
る
こ
□
の
を
知
つ
て
ゐ
て
、
老
師
は
さ
う
し
た
と
し
か
思

へ
な
い
。〕
老
師
が
無
言
で
さ
づ
け
る
恩
恵
に
は
、
老
師
の
あ
の
柔
ら
か

い
桃
い
ろ
の
肉
と
似
た
も
の
が
あ
つ
た
。（9:2::230-9

）

愛
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
、
溝
口
は
老
師
の
内
面
を
暗

黒
に
想
像
し
続
け
、
手
入
れ
前
稿
で
は
、
老
師
が
自
分
に
金
を
渡
す
の
は
自
分

を
「
傷
つ
け
る
」
た
め
だ
と
被
害
妄
想
的
な
答
え
を
導
い
て
い
る
。
定
稿
で
は

こ
の
箇
所
が
削
除
さ
れ
、
も
は
や
溝
口
が
老
師
の
行
動
の
理
由
に
想
像
を
め
ぐ
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ら
せ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
溝
口
が
意
識
を
向
け
る
の
は
、
た
だ
「
柔
ら
か
い

桃
い
ろ
の
肉
」
の
老
師
の
存
在
の
み
と
な
る
。「
お
前
を
ゆ
く
ゆ
く
は
後
継
に

し
よ
う
と
心
づ
も
り
し
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
つ
た
が
」（
七
）
と
い
う
老
師
の
言

葉
が
老
師
の
内
面
を
真
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
溝
口
が
行
為
に
よ

っ
て
老
師
と
対
話
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
様
に
、
老
師
の
方
も
、
溝
口
が
事
件

を
起
こ
す
た
び
に
不
問
に
付
し
金
を
渡
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溝
口
に
信

頼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
度
は
溝
口
に

そ
れ
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〔
も
し
悩
み
が
あ
る
な
ら
、
い
や
し
く
も
禅
僧
で
あ
つ
た
ら
、
坐
禅
を

組
む
だ
ら
う
。
そ
こ
で
〕
は
じ
め
私
の
思
つ
た
の
は
、
老
師
が
何
か
急
激

な
病
気
に
襲
は
れ
、
発
作
に
耐
へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ

た
。（9:32::248-4

）

金
閣
を
焼
く
と
い
う
想
念
を
得
た
あ
と
、
蹲
る
老
師
を
見
た
場
面
で
あ
る
。

「
老
師
が
何
か
急
激
な
病
気
に
襲
は
れ
、
発
作
に
耐
へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と

「
は
じ
め
」
に
思
い
、
そ
れ
よ
り
前
に
老
師
が
「
悩
み
が
あ
る
」
た
め
に
蹲
っ

て
い
る
と
思
っ
た
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
を
正
す
た
め
に
「
作

者
」
は
最
初
の
部
分
を
削
除
し
た
の
だ
ろ
う
。
小
説
『
金
閣
寺
』
は
禅
寺
を
舞

台
と
し
て
い
な
が
ら
、
溝
口
や
老
師
が
実
際
に
座
禅
を
組
む
場
面
は
描
か
れ
な

い
。
第
九
章
の
時
点
で
「
坐
禅
」
の
発
想
が
浮
上
し
た
の
は
遅
き
に
失
し
た
し
、

俗
化
し
た
観
光
寺
の
側
面
が
強
い
作
品
の
舞
台
の
な
か
で
座
禅
を
導
入
す
る
こ

と
は
違
和
感
も
強
か
ろ
う
。
だ
が
、
座
禅
な
ど
の
修
行
に
よ
る
悟
達
の
模
索
と

い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
老
師
と
溝
口
の
関
係
に
も
ま
た
別
の
展

開
も
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
は
現
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
っ
た
展
開
の

可
能
性
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
手
入
れ
箇
所
で
あ
る
。

そ
の
見
え
な
い
重
み
は
何
だ
ら
う
か
と
私
は
考
へ
た
。
苦
悩
だ
ら
う

か
？
　
そ
れ
と
も
老
師
自
身
の
耐
へ
が
た
い
無
力
感
だ
ら
う
か
？
　
〔
今

ま
で
に
も
老
師
は
お
そ
ら
く
一
人
こ
こ
へ
忍
ん
で
来
て
、
自
分
を
圧
し
て

ゐ
る
透
明
な
重
み
に
耐
へ
、
そ
れ
を
全
力
で
〔
戦
〕
支
へ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
あ
る
に
ち
が
ひ
な
か
つ
た
。
そ
の
姿
勢
は
ど
こ
か
し
ら
習
慣
的
な
も

の
が
あ
つ
た
。〕（9:33::248-12

）

引
用
部
の
あ
と
溝
口
は
、
自
分
な
ど
に
は
測
り
知
れ
な
い
「
内
面
生
活
」
が

老
師
に
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
に
矜
り
を
傷
つ
け
ら
れ
、
老
師
が
一
人
で
蹲
る

姿
を
、『
私
に
見
せ
て
ゐ
る
の
だ
！
』
と
被
害
妄
想
的
な
解
釈
を
す
る
こ
と
で
、

老
師
の
謙
虚
な
姿
勢
に
感
動
す
る
自
分
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な

溝
口
が
冷
静
な
分
析
を
す
る
こ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
し
、
ま
た
、
老
師
の
姿
勢
に

「
習
慣
的
な
も
の
」
を
発
見
し
て
し
ま
っ
て
は
、
蹲
る
老
師
に
出
会
っ
て
し
ま

っ
た
の
も
偶
然
の
可
能
性
が
高
く
な
り
、「
私
に
見
せ
る
た
め
に
さ
う
し
て
ゐ

る
」（
九
）
と
い
う
解
釈
は
導
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
溝
口
は
老
師
と
自
分
が
「
別
の
世
界
の
住
人
」（
九
）
だ
と
思
い

込
み
、
老
師
の
放
逐
に
期
待
せ
ず
に
放
火
を
決
行
し
よ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、

十
三
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こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
溝
口
が
老
師
に
理
解
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
は

重
い
。
老
師
の
方
も
お
そ
ら
く
は
溝
口
に
働
き
か
け
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が

溝
口
に
は
伝
わ
ら
な
い
し
、
読
者
に
も
溝
口
の
一
人
称
で
書
か
れ
た
こ
の
手
記

か
ら
は
正
確
に
は
捕
捉
で
き
な
い
。
師
弟
の
相
互
理
解
の
不
可
能
性
が
、
老
師

を
め
ぐ
る
手
記
の
修
正
個
所
か
ら
は
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
金
閣
　
―
模
索
さ
れ
る
金
閣
と
中
心
の
不
在
―

『
金
閣
寺
』
に
は
、
溝
口
の
金
閣
と
の
出
会
い
か
ら
そ
の
炎
上
ま
で
が
、
溝

口
の
認
識
を
通
し
て
細
叙
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
そ
れ
は
こ
の
小
説
の
主

題
と
も
い
え
る
も
の
だ
が
、
手
入
れ
の
過
程
を
み
る
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
金

閣
炎
上
へ
の
認
識
は
必
ず
し
も
最
初
か
ら
一
貫
性
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。『
金
閣
寺
』
の
原
稿
へ
の
手
入
れ
過
程
は
、
い

わ
ば
金
閣
と
い
う
表
象
が
意
味
す
る
も
の
を
模
索
す
る
過
程
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
実
際
に
金
閣
を
目
に
す
る
前
の
溝
口
は
「
夢
想
の
金

閣
」（
一
）
を
想
像
の
中
に
描
い
て
み
せ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ

る
。

闇
の
な
か
に
、
美
し
い
細
身
の
柱
の
〔
□
（
建
）〕
構
造
が
、
内
か
ら
微

光
を
放
つ
て
、〔
も
の
に
耐
へ
る
姿
で
、〕
じ
つ
と
物
静
か
に
坐
つ
て
ゐ
た
。

人
が
こ
の
建
築
に
ど
ん
な
言
葉
で
語
り
か
け
て
も
、
美
し
い
金
閣
は
、
無

言
で
、
繊
細
な
構
造
を
あ
ら
は
に
し
て
、
周
囲
の
闇
に
耐
へ
て
ゐ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。〔
そ
し
て
そ
の
中
心
に
は
、
舎
利
が
、
釈
迦
の
骨
の
白
い
小

さ
な
清
潔
な
断
片
が
護
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
。〕（1:33::27-2

）

「
内
か
ら
微
光
を
放
つ
」
金
閣
の
「
中
心
に
は
、
舎
利
が
、
釈
迦
の
骨
の
白

い
小
さ
な
清
潔
な
断
片
が
護
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
記
す
こ
と
は
、
あ
た
か
も
金
閣

の
美
の
源
泉
が
舎
利
と
い
う
仏
教
的
な
象
徴
に
担
保
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。
定
稿
で
は
こ
の
一
文
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
で
、
金
閣
の
美
は
、
あ

く
ま
で
美
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
る
固
有
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
手
入
れ
前
の
段
階
で
は
、
金
閣
の
美
の
中
心
に
仏
教
を
象
徴
す
る
も
の
が

置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
金

閣
の
美
の
中
心
が
仏
教
思
想
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
金
閣
の
美
に

「
中
心
」
が
置
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
美
を
め
ぐ
る
問

題
に
お
い
て
、
そ
の
源
泉
を
既
存
の
思
想
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
い
。

『
金
閣
寺
』
に
お
い
て
も
一
度
は
そ
の
方
法
が
採
ら
れ
か
け
、
し
か
し
、
そ
う

し
た
安
易
さ
が
土
壇
場
で
退
け
ら
れ
た
こ
と
が
こ
の
記
述
か
ら
は
窺
え
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
金
閣
の
美
は
「
〜
だ
か
ら

、
、
、

美
し
い
」
と
い
っ
た
論
法
で
は
語

る
こ
と
の
不
可
能
な
、
中
心
を
も
た
な
い
美
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
同
じ
よ
う

に
「〔
そ
の
間か
ん

、
金
閣
は
い
は
ば
私
の
守
護
神
に
な
つ
て
ゐ
た
。〕
こ
の
世
に
私

と
金
閣
と
の
共
通
の
危
難
の
あ
る
こ
と
が
私
を
は
げ
ま
し
た
。」（2:29::53-9

）

と
い
う
記
述
で
も
、
金
閣
を
「
守
護
神
」
と
い
う
容
易
に
象
徴
化
さ
れ
、
中
心

化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
描
く
こ
と
が
断
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
心
が

空
洞
の
ま
ま
お
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
論
者
は
各
自
様
々
な
中
心
―
あ
る
い
は

天
皇
、
あ
る
い
は
父
と
い
っ
た
―
を
そ
こ
に
象
嵌
し
、『
金
閣
寺
』
と
い
う
テ

十
四



広島大学大学院文学研究科論集　第68号47

ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
心
の
な
い
金
閣
の
美
に
唯
一
美
し
さ
の
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
溝
口
の
認
識
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
あ
る
意

味
で
、
こ
の
小
説
自
体
が
溝
口
に
よ
る
金
閣
の
美
の
中
心
を
模
索
す
る
過
程
の

記
録
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
溝
口
の
中
で
も
金
閣
の
語
り
方
が
統

一
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
現
実
の
金
閣
」
の
前
に
初
め
て
立
っ
た

と
き
、
溝
口
は
「
美
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
ん
な
に
美
し
く
な
い
も
の
だ
ら
う
か
」

（
一
）
と
い
う
感
想
し
か
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
金
閣
に
美
の
中
心
を
発
見
す

る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
ん
な
溝
口
が
、
現
実
の
金
閣
を
「
心
象
の
金
閣
に
劣

ら
ず
美
し
い
も
の
」
と
認
め
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
彼
自
身
の
認
識
の
力
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
そ
の
瞬
間
を
描
い
た
記
述
で
あ
る
。

こ
の
美
し
い
も
の
が
遠
か
ら
ず
灰
に
な
る
の
だ
、
と
私
は
思
つ
た
。
そ

れ
に
よ
つ
て
、
心
象
の
金
閣
と
〔
目
前
〕
現
実
の
金
閣
と
は
、〔
鏡
の
影

が
次
第
に
近
寄
つ
〕
絵
絹
を
透
か
し
て
な
ぞ
つ
て
描
い
た
絵
を
、
元
の
絵

の
上
に
重
ね
合
せ
る
や
う
に
、
徐
々
に
そ
の
細
部
が
重
な
り
合
ひ
、
屋
根

は
屋
根
に
、
池
に
突
き
出
た
漱
清
は
漱
清
に
、
潮
音
洞
の
〈
勾
〉
欄
〔
干
〕

は
〈
勾
〉
欄
〔
干
〕
に
、
究
竟
頂
の
華
頭
窓
は
華
頭
窓
に
重
な
つ
て
来
た
。

（2:26::52-6

）

こ
こ
で
は
当
初
用
い
ら
れ
て
い
た
「
鏡
」
の
比
喩
が
「
絵
絹
を
透
か
し
て
な

ぞ
つ
て
描
い
た
絵
」
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
鏡
」
と
「
絵
」
の
比
喩
の
組

み
合
わ
せ
は
、
第
七
章
で
の
「
鏡
の
廊
下
」
と
「
或
る
忌
は
し
い
不
〔
快
〕

〈
吉
〉
な
絵
」（7:2::166-11

）
と
の
照
応
に
も
見
ら
れ
る
。「
鏡
」
は
何
の
働

き
か
け
が
な
く
と
も
、
自
然
に
対
象
の
姿
を
映
し
出
す
が
、「
絵
」
は
何
者
か

が
描
か
な
け
れ
ば
決
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
ろ
ん
「
絵
絹
を
透
か
し
て

な
ぞ
つ
て
描
い
た
」
の
は
溝
口
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
元
の
絵
」
が

「
現
実
の
金
閣
」
で
あ
り
、「
絵
絹
を
透
か
し
て
な
ぞ
つ
て
描
い
た
絵
」
が
「
心

象
の
金
閣
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
た
だ
「
現
実
の
金
閣
」
と
「
心
象
の
金

閣
」
が
統
一
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
前
者
が
後
者
に
よ
っ
て
覆
わ
れ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
溝
口
は
「
現
実
の
金
閣
」
を
見
な
が
ら

も
「
心
象
の
金
閣
」
を
み
る
と
い
う
認
識
の
機
構
を
こ
こ
で
獲
得
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
細
か
な
比
喩
の
改
変
に
も
溝
口
に
認
識
が
金
閣
の
美
の
根
拠
を

与
え
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
中
心
を
も
た
な
い
金
閣
の
美
は
、
唯
一
溝
口
の
認
識
に
よ
っ
て

の
み
、
そ
の
美
の
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
私
は
法

水
院
の
欄
に
も
た
れ
、
す
さ
ま
じ
く
照
り
か
が
や
く
池
を
眺
め
た
。〔
水
の
上

の
雪
は
早
く
も
融
け
て
、〕
金
閣
の
中
が
こ
ん
な
に
不
安
な
ほ
ど
明
る
く
照
ら

し
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。」（3:42::84-14

）
と
い
う
な
に
げ
な
い

記
述
に
お
い
て
も
、「
金
閣
の
中
が
こ
ん
な
に
不
安
な
ほ
ど
明
る
く
照
ら
し
出

さ
れ
て
ゐ
る
」
の
は
「
水
の
上
の
雪
は
早
く
も
融
け
」
た
か
ら
で
は
な
く
、
た

だ
そ
の
よ
う
に
溝
口
に
認
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
反
映
さ
れ
た
削
除
と
し
て

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
放
火
を
決
行
す
る
直
前
に
溝
口
の
目
に
映
る
金
閣
は
、
現
実

十
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の
建
築
物
と
し
て
の
質
量
を
持
っ
た
物
体
で
は
な
く
、
美
と
い
う
観
念
の
象
徴

と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

思
ひ
出
の
力
で
、〈
美
の
〉
細
部
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
闇
の
中
か
ら
き
ら
め

き
出
し
、
き
ら
め
き
は
伝
播
し
て
、
つ
ひ
に
は
昼
と
も
夜
と
も
つ
か
ぬ
ふ

し
ぎ
な
時
の
光
の
下
に
、
金
閣
は
徐
々
に
は
つ
き
り
と
目
に
見
え
る
も
の

に
な
つ
た
。
こ
れ
ほ
ど
完
全
に
細
緻
な
姿
で
、
金
閣
が
そ
の
隅
々
ま
で
き

ら
め
い
て
、
私
の
眼
前
に
立
ち
現
は
れ
た
こ
と
は
な
い
。
私
は
盲
人
の

〔
お
ど
ろ
く
べ
き
〕
視
力
を
わ
が
も
の
に
し
た
か
の
や
う
〔
だ
つ
た
。〕

〈
だ
。〉〔
□
〕
自
ら
発
す
る
光
り
で
透
明
に
な
つ
た
金
閣
は
、
外
側
か
ら

も
、
潮
音
洞
の
天
人
奏
楽
の
天
井
画
や
、
究
竟
頂
の
壁
の
古
い
金
箔
の
名

残
を
〔
さ
へ
、
あ
り
あ
り
と
透
視
さ
〔
れ
〕〈
せ
〉
た
。〕〈
あ
り
あ
り
と

見
せ
た
。〉
金
閣
の
繊
巧
な
〔
構
造
〕
外
部
は
、
そ
の
内
部
と
ま
じ
は
つ

た
。
私
の
目
は
、
そ
の
構
造
〔
を
も
、
主
題
を
も
、
細
部
の
装
飾
音
を
も
、〕

や
主
題
の
明
瞭
な
輪
郭
〔
や
〕〈
を
〉、
主
題
を
具
体
化
し
て
ゆ
く
細
部
の

丹
念
な
繰
り
返
し
や
装
飾
を
、
対
比
や
対
称
の
効
果
を
、
一
望
の
下
に
収

め
る
こ
と
が
で
き
た
。（10:27::265-12

）

一
度
「
細
部
は
」
と
書
き
出
さ
れ
た
記
述
に
、
あ
え
て
「
美
の
」
と
補
足
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
溝
口
が
「
思
ひ
出
の
力
で
」
可
視
化
し
た
も
の
は
、
金

閣
と
い
う
建
築
の
「
細
部
」
で
は
な
く
、
美
と
い
う
観
念
の
「
細
部
」
だ
と
い

う
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。「
透
視
」
と
は
物
体
を
透
過
し
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、

金
閣
が
す
で
に
認
識
に
覆
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
以
上
、「
透
視
」
す
る
必
要
は

な
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
「
見
」
れ
ば
い
い
。

そ
う
し
た
認
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
金
閣
を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

の
認
識
す
る
世
界
に
決
定
的
な
変
化
を
与
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
八

章
の
終
わ
り
近
く
、
柏
木
と
の
対
話
の
中
で
溝
口
は
「
世
界
を
変
貌
さ
せ
る
の

は
決
し
て
認
識
な
ん
か
ぢ
や
な
い
」「
世
界
を
変
貌
さ
せ
る
の
は
行
為
な
ん
だ
。

そ
れ
だ
け
し
か
な
い
」
と
、「
世
界
の
変
貌
」
に
つ
い
て
の
自
己
の
信
念
を
披

瀝
す
る
。
そ
こ
で
の
溝
口
の
言
に
よ
れ
ば
認
識
は
「
世
界
を
変
貌
さ
せ
」
ず
、

行
為
の
み
が
「
世
界
を
変
貌
さ
せ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
は
認
識
と
行
為
を
対

置
す
る
構
図
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
単
純
に
行
為
と
だ
け
呼
ば
れ
、

「
世
界
を
変
貌
」
さ
せ
る
と
い
う
金
閣
へ
の
放
火
は
、
溝
口
に
は
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
次
の
引
用
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
行
為
に

よ
っ
て
導
か
れ
る
溝
口
の
内
的
表
象
で
あ
る
。

…
…
思
ふ
ほ
ど
に
私
は
快
活
に
な
つ
て
ゆ
く
自
分
を
感
じ
た
。〔
今
ま

で
落
ち
散
ら
ば
ふ
〔
ガ
〕
硝
子
の
破
片
の
や
う
〈
ば
ら
ば
ら
〉
に
な
つ
て

ゐ
た
〈
ば
ら
ば
ら
な
〉
世
界
が
、
終
末
を
前
に
、
徐
々
に
統
括
さ
れ
て

〔
□
〕
ゆ
く
思
ひ
が
し
た
。〕
今
私
〔
が
□
〕
の
身
の
ま
は
り
を
囲
み
私
の

目
が
目
前
に
見
て
ゐ
る
世
界
の
、
没
落
と
終
結
は
程
近
か
つ
た
。
日
没
の

光
線
が
あ
ま
ね
く
横
た
は
り
、
そ
れ
を
う
け
て
燦
め
く
金
閣
を
載
せ
た
世

界
は
、
指
の
あ
ひ
だ
を
こ
ぼ
れ
る
砂
の
や
う
に
、
刻
一
刻
、
確
実
に
落
ち

つ
つ
あ
つ
た
。（8:6:207-7

）
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金
閣
を
焼
く
と
い
う
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
行
う
行
為
の
意
味
を
「
思
ふ
ほ
ど

に
」
溝
口
は
「
快
活
に
な
つ
て
ゆ
く
自
分
を
感
じ
」
る
。
こ
れ
に
際
し
、
手
入

れ
前
原
稿
で
は
、
溝
口
は
さ
ら
に
「
ば
ら
ば
ら
に
な
つ
て
ゐ
た
」
世
界
が
「
統

括
さ
れ
て
ゆ
く
思
ひ
」
に
と
ら
わ
れ
る
。
だ
が
、
定
稿
に
お
い
て
こ
の
一
文
は

削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
直
後
の
「
燦
め
く
金
閣
を
載

せ
た
世
界
は
、
指
の
あ
ひ
だ
を
こ
ぼ
れ
る
砂
の
や
う
に
、
刻
一
刻
、
確
実
に
落

ち
つ
つ
あ
つ
た
」
と
い
う
記
述
が
持
つ
、
世
界
の
解
体
さ
れ
て
ゆ
く
イ
メ
ー
ジ

だ
ろ
う
。「
今
ま
で
〜
」
以
下
の
一
文
が
削
除
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
一
文
と
の

相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
矛
盾
に
辻
褄
を
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
か
ら
は
金
閣
を
焼
く
と
い
う
行
為
と
溝
口
の
世
界
認
識
の
関
係
の
初
源
に

は
、
構
成
／
解
体
と
い
う
二
項
対
立
的
イ
メ
ー
ジ
の
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
金
閣
を
焼
く
こ
と
に
両
義
的
な
意
味
が

潜
在
的
に
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界

の
構
成
／
解
体
と
い
う
全
く
意
味
の
相
反
す
る
も
の
が
二
者
択
一
的
な
選
択
と

し
て
選
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
本
当
に
「
世
界
を
変
貌
」
さ
せ
よ
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
の
は
金
閣
を
焼
く
と
い
う
行
為
が
、
結
局
そ
れ
自
体

と
し
て
は
決
定
的
な
意
味
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
何

か
の
た
め
に
金
閣
を
焼
く
の
で
は
な
く
、
焼
く
こ
と
そ
れ
自
体
が
す
で
に
目
的

論
的
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
金
閣
寺
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
が
、

現
実
の
事
件
、
す
な
わ
ち
林
養
賢
に
よ
る
金
閣
へ
の
放
火
を
題
材
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
最
初
か
ら
金
閣
へ
の
放
火
と
い
う
結
論

が
用
意
さ
れ
て
あ
り
、
そ
こ
へ
至
る
た
め
の
道
筋
を
探
る
こ
と
が
こ
の
小
説
で

試
み
ら
れ
た
こ
と
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
閣
へ
の
放
火
と
い
う
ゼ
ロ

記
号
と
し
て
の
結
論
へ
至
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
世
界
の
構
成
も
解
体
も

等
価
で
あ
り
、
構
成
は
解
体
の
、
解
体
は
構
成
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
で
し
か
な

い
。
世
界
を
相
手
取
っ
た
そ
の
あ
ま
り
の
空
虚
さ
こ
そ
が
、
こ
の
小
説
の
、
そ

し
て
金
閣
の
も
つ
美
の
本
態
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
柏
木
、
老
師
、
金
閣
と
い
う
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
『
金
閣
寺
』
の

直
筆
原
稿
の
手
入
れ
の
様
相
を
考
察
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
「
読
み
」
を
提

示
し
た
。
こ
れ
は
金
閣
放
火
と
い
う
帰
結
に
向
か
う
溝
口
の
意
識
が
、
生
原
稿

の
『
金
閣
寺
』
と
定
稿
の
『
金
閣
寺
』
の
間
で
、
い
か
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る

の
か
を
捉
え
る
試
み
と
な
っ
た
。
生
原
稿
の
調
査
・
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、『
金
閣
寺
』
を
め
ぐ
る
豊
饒
な
言
葉
の
世
界
で
あ
る
。
定
稿
と

は
、
あ
る
意
味
で
は
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
選
択
さ
れ
た
一
つ

の
テ
ク
ス
ト
で
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
と
し

て
の
テ
ク
ス
ト
の
姿
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
生
原
稿
の
『
金
閣
寺
』
に
見
ら
れ

る
手
入
れ
の
様
相
を
、
定
稿
と
い
う
〈
完
成
〉
に
向
け
て
単
線
的
に
発
展
し
て

い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
選
択
可
能
な
複
数
性
の
中
の
テ
ク
ス

ト
と
見
な
し
、
そ
の
両
者
の
せ
め
ぎ
合
い
の
果
て
に
『
金
閣
寺
』
と
い
う
小
説

を
改
め
て
検
討
し
直
す
こ
と
は
、
新
た
な
「
読
み
」
の
世
界
を
拓
い
て
ゆ
く
一

視
点
と
な
る
だ
ろ
う
。
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今
回
の
試
論
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
、
今
後
の
課
題
と
し
て
検
討
す
べ

き
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
原
稿
へ
の
手
入
れ
の
主

体
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
が
特
に
顕
著
に
表
れ
た
の
は
、
柏
木
を

モ
チ
ー
フ
に
選
ん
だ
考
察
だ
っ
た
。
溝
口
が
聞
い
た
柏
木
の
台
詞
に
手
入
れ
が

入
る
と
い
う
こ
と
は
、
溝
口
の
手
記
を
実
体
と
捉
え
る
場
合
、
柏
木
の
喋
っ
た

内
容
を
溝
口
が
意
図
的
に
改
変
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
そ
れ
は
や
や
も
す
れ

ば
、
テ
ク
ス
ト
上
に
表
れ
た
柏
木
と
い
う
人
物
自
体
が
溝
口
に
よ
っ
て
作
為
的

に
捏
造
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
今
回

の
論
考
で
は
、
手
入
れ
の
主
体
を
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
れ
た
機
能
と
し
て
の

「
作
者
」
に
置
く
こ
と
で
こ
の
状
況
を
回
避
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
一
人
称

小
説
で
あ
る
『
金
閣
寺
』
の
語
り
の
位
相
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
接
近
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
で
完
全
な
解
決
と
す
る
の
で
は
な
く
、
今
後
も
こ
の
点
に

関
し
て
は
更
な
る
試
行
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
本
論
で
は
紙
幅
の
余
裕
の
無
さ
も
手
伝
い
、
分
析
対
象
を
限
定
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
残
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
へ
の
検
討
が
課
題
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
で
あ
る
溝
口
が
い
か
な
る
人
物
な
の
か
と
い

う
こ
と
は
、
柏
木
、
老
師
、
金
閣
へ
の
認
識
自
体
が
溝
口
の
人
物
像
を
物
語
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
議
論
の
俎
上
に
上
げ
る
こ
と
は
断
念
し
た
。
そ

の
た
め
、
金
閣
に
対
す
る
溝
口
の
認
識
の
変
化
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
溝
口
を

巡
る
環
境
の
変
化
、
具
体
的
に
は
戦
時
下
と
戦
後
と
い
う
時
代
背
景
の
影
響
や
、

有
為
子
を
始
め
と
す
る
女
た
ち
と
の
関
係
な
ど
を
捨
象
し
た
断
片
的
な
も
の
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
問
題
点
を
絞
っ
て
直
筆
原
稿
の
手
入
れ
の
状
況
を
み
た
こ

と
に
よ
り
、
溝
口
の
認
識
の
変
容
の
構
図
に
明
瞭
な
輪
郭
を
与
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
原
稿
検
討
と

い
う
方
法
が
『
金
閣
寺
』
研
究
に
お
け
る
新
た
な
視
座
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と

な
り
う
る
こ
と
に
期
待
す
る
。
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A Study of Manuscript of Yukio Mishima’s Kinkakuji:
Kashiwagi, Roushi, and Kinkaku 

Nobuko ARIMOTO
Saori NAKAMOTO
Hisaaki OHNISHI

Yukio Mishima’s own manuscript of his best known work Kinkakuji is now in the possession

of the Mishima Yukio Literature Museum in Yamanakako village of Yamanashi prefecture.  The

purpose of our study is to develop a new reading of Kinkakuji by examining traces which were

added and deleted in the manuscript and investigating them in detail.

At the beginning of our study of the manuscript of Kinkakuji, in this paper, we examined three

motifs: the hero Mizoguchi’s friend Kashiwagi, the head priest of Kinkakuji Roushi, and Kinkaku

which Mizoguchi is to set fire to at the end of the story.  In each case, we analyzed the ways in

which Mishima modified the manuscript, and clarified the feature that Mizoguchi consciously and

deliberately sets fire to Kinkaku in the story.
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