
三
島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
（
「
新
潮
」
昭
和
三
十
一
・
一
～
十
）
は
、
次

の
一
文
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

一
ト
仕
事
終
へ
て
一
服
し
て
ゐ
る
人
が
よ
く
さ
う
思
う
や
う
に
、
生
き

よ
う
と
私
は
思
っ
た
。
（
第
十
章
）

田
中
美
代
子
は
構
造
論
の
視
点
か
ら
、
こ
の
最
後
の
「
生
き
よ
う
」
と
い

う
文
言
に
着
目
し
、
構
造
の
要
は
末
尾
の
結
語
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
本
作

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

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

「
行
為
者
」
と
し
て
の
使
命
を
終
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
、
こ
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

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

ｌ
結
語
「
生
き
よ
う
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

は
じ
め
に

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

よ
っ
て
、
幾
度
で
も
繰
り
返
し
、
甦
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
循

（
１
）

環
的
な
構
造
を
も
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
こ
の
田
中
の
見
解
に
対
し
て
、
有
元
伸
子
が
次
の
よ
う
に
言

及
し
て
い
る
。

『
金
閣
寺
」
の
最
終
章
は
、
金
閣
に
火
を
つ
け
た
主
人
公
が
、
究
寛
頂

で
死
の
う
と
し
て
戸
を
た
た
く
の
だ
が
、
扉
が
開
か
ず
、
「
拒
ま
れ
た
」

と
知
覚
し
て
山
に
駆
け
上
が
り
、
「
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
、
こ
の
物
語
を
語
り
始
め
る
こ
と
だ
と
い
つ

（
ワ
〕
）

て
よ
く
、
こ
れ
は
卓
越
し
た
指
摘
で
あ
る
。

確
か
に
田
中
の
指
摘
は
、
有
本
が
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
の
構
造

論
と
し
て
は
卓
越
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
「
今
日
ま
で
、
詩
は
お
ろ
か
、

手
記
の
よ
う
な
も
の
さ
へ
書
い
た
こ
と
が
な
い
」
、
「
も
の
ご
と
を
理
解
さ
せ

や
う
と
す
る
、
表
現
の
衝
動
に
見
舞
は
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
溝
口

の
〈
書
き
手
〉
と
し
て
の
再
生
の
物
語
と
意
味
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

田
中
洋
之

七



だ
が
、
そ
の
よ
う
な
構
造
論
と
は
別
に
、
作
中
の
溝
口
の
心
情
に
即
し
た

「
生
き
よ
う
」
と
い
う
文
言
の
も
つ
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
も
、
本
作
を
読

み
解
く
上
で
重
要
な
考
察
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

何
故
な
ら
ば
、
こ
の
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
社
会
的
に
は
糾
弾

さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
行
為
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
孤
独
の
中
か
ら
常
に
思
考
し

続
け
、
最
後
に
国
宝
放
火
と
い
う
罪
を
犯
し
た
人
間
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
自
己
を
対
象
化
し
た
「
語
り
の
現
在
」
に

お
け
る
最
も
新
し
い
時
間
に
記
さ
れ
た
文
言
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

竹
原
崇
雄
は
、
溝
口
の
心
境
に
即
し
た
「
生
き
よ
う
」
の
意
味
を
、
次
の

よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
暗
黒
の
世
界
」
か
ら
離
脱
し
、
新
し
い
世
界
の
入
り

口
に
立
っ
て
、
生
命
の
意
欲
を
感
じ
な
が
ら
、
自
然
な
形
で
「
生
き
よ

う
と
私
は
思
っ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
意
欲
は
、
こ
と
さ
ら
に
構
え
て

意
識
し
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
自
然
に
、
ご
く
自
然
に
、

コ
ト
仕
事
終
へ
て
一
服
し
て
ゐ
る
人
が
よ
く
さ
う
思
う
や
う
に
、
生

き
よ
う
」
と
思
う
の
で
あ
る
。

金
閣
が
「
私
」
に
課
し
た
「
仕
事
」
は
金
閣
の
観
念
の
美
の
創
造
で

あ
っ
た
。
今
、
「
私
」
は
、
そ
の
依
頼
主
の
前
で
そ
の
「
仕
事
」
を
完

成
さ
せ
た
。
そ
の
時
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
大
工
の
棟
梁
が
、
棟
上
げ

を
終
え
た
後
、
ま
た
は
完
成
し
た
家
を
前
に
、
満
足
の
煙
草
を
．
服

し
て
ゐ
る
」
時
思
う
よ
う
に
、
新
た
な
人
生
へ
向
け
て
「
生
き
よ
う
」

（
３
）

と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

竹
原
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
金
閣
の
放
火
を
遂
行
し
た
後
に
溝
口
が

覚
え
る
コ
ト
仕
事
終
へ
て
一
服
し
て
ゐ
る
人
が
よ
く
さ
う
や
う
に
、
生
き

よ
う
と
私
は
思
っ
た
」
と
い
う
感
慨
は
、
自
ら
〈
行
為
〉
を
成
し
遂
げ
た
こ

と
に
対
す
る
素
直
な
満
足
と
、
そ
の
後
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
〈
新
た
な
生
〉

へ
の
第
一
歩
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
作
中
の
最
後
の

文
言
と
し
て
溝
口
に
「
生
き
よ
う
」
と
語
ら
せ
た
作
者
・
三
島
の
意
図
で
あ

る
。

（
４
）

西
本
匡
克
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
の
「
金
閣
寺
放
火
事
件
」

（
昭
和
二
十
五
年
七
月
二
日
未
明
）
の
六
年
後
に
本
作
を
執
筆
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ス
性
自
体
は
す
で
に
古
び
て
い
る
と
い
う
点
や
、
あ
る
い

は
ま
た
、
物
語
の
最
終
的
顛
末
は
読
者
が
読
む
前
か
ら
知
っ
て
い
る
、
と
い

っ
た
こ
と
か
ら
も
、
小
説
を
執
筆
す
る
時
期
と
し
て
は
明
ら
か
に
不
利
な
状

況
下
で
書
か
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
本
作
に
お
い
て
、
敢
え
て
溝
口
に
語
ら
せ
た
「
生
き
よ
う
」
と

い
う
文
言
に
込
め
ら
れ
た
、
三
島
の
意
図
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
導
き
出
せ

る
文
学
観
と
い
っ
た
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

中
野
裕
子
は
、
こ
の
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
文
言
を
二
つ
の
意
味
か
ら
捉

え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

放
火
後
の
溝
口
に
つ
い
て
最
後
の
問
題
は
、
次
の
一
文
に
か
か
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
溝
口
が
何
故
、
放
火
の
後
に
及
ん
で
生
き
よ

う
と
思
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
（
中
略
）
行
為
に
よ
っ
て
溝

口
の
こ
の
生
を
見
る
場
合
、
二
つ
の
見
方
が
可
能
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、

行
為
自
体
の
意
味
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
生
」
を
見
る

八



場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
最
初
か
ら
〃
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ

た
と
い
う
結
末
に
焦
点
を
当
て
て
、
逆
算
し
、
行
為
の
意
味
を
考
え

〃
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
Ｃ
（
中
略
）
溝
口
の
「
折
り
〈
返
〉
え
し
」
の

生
は
、
こ
こ
で
三
島
の
逆
算
の
生
に
よ
り
決
定
づ
け
ら
れ
た
。
現
実
と

の
一
体
化
、
美
と
の
一
体
化
を
望
み
な
が
ら
も
、
な
お
疎
外
者
の
ま
ま

生
き
て
い
く
、
作
家
三
島
由
紀
夫
の
覚
悟
が
、
そ
の
死
ぬ
と
も
生
き
る

と
も
取
れ
る
暖
昧
な
煙
草
の
「
一
服
」
と
共
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
。

中
野
の
言
を
借
り
れ
ば
、
最
後
の
文
言
で
あ
る
「
生
き
よ
う
」
に
は
、
意

味
の
二
重
性
が
み
て
と
れ
る
。
一
つ
は
、
作
中
の
溝
口
の
心
情
に
即
し
た
意

味
で
の
「
生
き
よ
う
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
作
者
・
三
島
に
よ

っ
て
意
図
さ
れ
た
意
味
で
の
「
生
き
よ
う
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
多
重
性
を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
、
三
島
は
本
作
に
ど
の
よ
う
な
意
図
、
あ
る
い
は
彼
独
自

の
文
学
観
と
い
っ
た
も
の
を
込
め
よ
う
と
し
た
の
か
。

そ
こ
で
次
節
か
ら
は
、
中
野
の
優
れ
た
見
解
を
踏
ま
え
た
上
で
、
放
火
後
、

い
っ
た
ん
は
死
へ
の
誘
い
か
ら
、
究
寛
頂
の
扉
を
叩
く
場
面
を
援
用
し
な
が

ら
、
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
文
言
の
も
つ
二
つ
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
論
考

を
す
す
め
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
本
作
の
背
景
に
あ
る
三
島
の
文
学
観
に
焦

点
を
あ
て
る
と
共
に
、
三
島
文
学
の
中
で
の
「
金
閣
寺
」
の
位
置
づ
け
に
つ

い
て
も
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
い
。

私
は
力
の
限
り
叩
い
た
。
手
で
は
足
り
な
く
な
っ
て
、
ぢ
か
に
体
を

｜
、
「
究
寛
頂
」
の
扉
が
意
味
す
る
も
の

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

ぶ
つ
け
た
。
扉
は
開
か
な
い
。
（
中
略
）
あ
る
瞬
間
、
拒
ま
れ
て
ゐ
る

と
い
う
確
実
な
意
識
が
私
に
生
ま
れ
た
と
き
、
私
は
た
め
ら
は
な
か
っ

た
。
身
を
翻
へ
し
て
階
を
駆
け
下
り
た
。
（
第
十
章
）

溝
口
は
放
火
後
、
い
っ
た
ん
は
「
究
寛
頂
で
死
な
う
」
と
い
う
考
え
に
囚

わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
拒
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
確
実
な
意
識
」
の
獲
得
に
よ

り
、
「
身
を
翻
し
て
階
を
駆
け
下
り
た
」
の
で
あ
る
。

そ
の
後
に
最
後
の
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
文
言
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
を

考
え
る
と
、
「
生
き
よ
う
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、

「
究
寛
頂
の
扉
」
が
象
徴
す
る
も
の
、
お
よ
び
、
そ
の
扉
を
叩
い
て
拒
ま
れ

た
と
い
う
意
識
に
苛
ま
れ
た
時
の
溝
口
の
心
情
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

三
好
行
雄
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
私
の
生
は
そ
の
彼
方
に
確
乎
と
定
め
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
の
私
の
行

為
は
陰
惨
な
手
続
き
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
〉

有
為
子
は
不
在
で
あ
る
。
彼
女
は
〈
そ
の
彼
方
に
〉
、
比
嶮
と
し
て

い
え
ば
、
金
閣
の
第
三
層
、
究
寛
頂
に
い
る
。
（
中
略
）
最
後
の
あ

の
〈
拒
ま
れ
て
ゐ
る
〉
と
い
う
意
識
に
は
行
為
の
明
白
な
挫
折
が
あ
っ

た
は
ず
で
、
か
れ
は
い
ぜ
ん
と
し
て
、
内
界
と
外
界
を
閉
ざ
す
錆
ぴ
っ

（
６
）

い
た
扉
の
鍵
を
手
に
入
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
三
好
の
言
説
に
よ
れ
ば
、
溝
口
の
初
恋
の
女
性
で
、
す
で
に
こ
の
世

に
い
な
い
有
為
子
を
〈
究
寛
頂
〉
の
象
徴
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
〈
究

寛
頂
〉
を
「
生
」
の
場
所
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
で
溝

口
の
「
拒
ま
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
意
識
を
、
行
為
の
「
挫
折
」
と
読
み
取
っ

九



て
い
る
。

右
の
見
解
に
対
し
て
、
佐
藤
秀
明
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

三
好
行
雄
は
、
究
寛
頂
の
場
面
に
「
行
為
の
明
白
な
挫
折
」
を
読
む

の
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
誰
か
が
究
寛
頂
の
内
部
か
ら

あ
け
て
く
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
」
と
「
私
」
は
言
う
が
、
三
好
は
、

そ
れ
を
有
為
子
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
想
像
が
的
確
な
像
を
結
ん
で
し

ま
う
の
は
、
五
番
町
の
遊
郭
で
は
有
為
子
は
「
留
守
」
で
、
「
二
重
の

世
界
を
自
由
に
出
入
り
し
て
ゐ
た
や
う
に
思
は
れ
る
」
彼
女
な
ら
ば
、

究
寛
頂
は
そ
の
居
場
所
と
し
て
こ
の
上
な
く
相
応
し
い
と
思
え
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
他
界
の
掌
」
を
伸
ば
し
て
「
私
」
を
守
ろ
う
と

し
た
父
親
を
こ
こ
に
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
究
寛

頂
は
「
私
」
の
「
死
場
所
」
、
死
の
世
界
以
外
に
な
い
。
と
こ
ろ
が
三

好
行
雄
は
、
「
私
の
生
は
そ
の
彼
方
に
確
固
と
定
め
ら
れ
」
云
々
と
い

う
本
文
を
引
用
し
た
上
で
、
有
為
子
は
「
〈
そ
の
彼
方
に
〉
、
比
嶬
と
し

て
い
え
ば
（
略
）
究
寛
頂
に
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、

究
寛
頂
を
「
生
」
の
場
所
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た

が
っ
て
「
拒
ま
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

行
為
の
「
挫
折
」
が
読
み
取
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か

な
誤
読
で
は
な
い
の
か
。
死
の
世
界
で
あ
る
究
寛
頂
か
ら
「
拒
ま
れ
」

た
こ
と
で
外
へ
飛
び
出
し
、
「
生
き
よ
う
」
と
思
う
。
作
品
の
記
述
は

（
７
）

こ
う
運
ば
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

多
分
に
引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
佐
藤
は
〈
究
寛
頂
〉
が
象
徴
す
る
も
の

を
、
溝
口
が
母
の
不
倫
を
目
撃
す
る
と
こ
ろ
を
、
掌
で
覆
い
隠
し
て
く
れ
た

父
親
と
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
、
〈
究
寛
頂
〉
を
あ
く
ま

で
も
死
の
世
界
と
捉
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
拒
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う

意
識
を
行
為
の
「
挫
折
」
と
読
み
取
る
の
で
は
な
く
、
「
生
き
よ
う
」
と
い

う
意
志
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
い
る
。

両
者
の
見
解
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
ど
う
解
釈
を
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
も
う
一
度
、
第
一
章
で
記
さ
れ
て
い
る
溝
口
の
人
物
形
象
に
い
っ

た
ん
立
ち
帰
っ
て
お
き
た
い
。
溝
口
は
、
自
分
の
口
か
ら
言
葉
が
自
在
に
出

な
い
こ
と
に
対
す
る
精
神
的
苦
痛
を
物
語
内
の
読
者
に
次
の
よ
う
に
訴
え
か

け
て
い
る
。一

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

外
界
と
の
間
の
戸
を
開
け
っ
ぱ
な
し
に
し
て
、
風
と
ほ
し
を
よ
く
し
て

お
く
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
私
に
は
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
。
（
第
一
章
）

右
の
よ
う
に
溝
口
は
吃
音
で
あ
る
が
故
に
、
外
界
と
の
接
触
が
容
易
で
は

な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
表
現
か
ら
、
溝
口
の
焦
燥
感
を
も
含
め
て
、
外
界
と

の
間
を
閉
ざ
さ
れ
た
孤
立
し
た
状
態
が
読
み
取
れ
る
。

言
語
障
害
の
溝
口
に
は
さ
ら
に
、
「
金
閣
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
地
上
に
は

な
」
い
、
と
い
う
父
の
言
葉
が
既
成
概
念
と
し
て
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ

も
そ
も
本
作
は
「
幼
時
か
ら
父
は
、
私
に
よ
く
、
金
閣
の
こ
と
を
語
っ
た
。
」

と
い
う
一
行
だ
て
の
文
章
で
始
ま
る
。
実
物
の
金
閣
を
見
る
以
前
、
溝
口
は

「
叔
父
の
家
の
二
階
の
勉
強
部
屋
か
ら
」
、
「
若
葉
の
山
北
が
西
日
を
受
け
て
、

野
の
只
中
に
、
金
屏
風
を
建
て
た
や
う
に
見
え
る
」
様
子
に
、
「
金
閣
を
想

四
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像
し
た
。
」
そ
し
て
、
「
写
真
や
教
科
書
で
、
現
実
の
金
閣
を
た
び
た
び
見
な

が
ら
」
、
彼
の
心
の
中
で
は
、
「
父
の
語
っ
た
金
閣
の
幻
の
ほ
う
が
勝
を
制
し

た
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
金
閣
と
い
ふ
そ
の
字
面
、
そ
の
音
韻
か

ら
」
触
発
さ
れ
た
彼
の
想
像
は
「
途
方
も
な
い
も
の
」
に
成
長
し
て
し
ま
い
、

現
実
の
金
閣
を
見
て
も
「
何
の
感
動
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
父
か
ら
金
閣
に
対
す
る
〈
言
葉
〉
の
規
定
を
受
け
た
溝
口
は
、

さ
ら
に
そ
れ
を
吃
音
に
よ
る
疎
外
感
と
重
ね
合
わ
せ
る
形
で
、
自
分
の
内
面

を
次
第
に
肥
大
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
溝
口
の
人
物
形
象
を
合
わ
せ
て
、
先
程
の
〈
究
寛
頂
〉
の

問
題
を
再
考
す
る
と
、
扉
が
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
が
父
で
あ
れ

有
為
子
で
あ
れ
（
共
に
他
界
し
て
い
る
の
で
な
お
さ
ら
で
あ
る
が
）
、
溝
口
に

と
っ
て
の
そ
れ
は
、
現
実
世
界
で
の
「
生
」
や
「
死
」
を
さ
し
示
す
と
い
っ

た
実
体
的
な
空
間
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
内
的
世
界
の
中
で
肥
大

化
さ
れ
た
、
い
わ
ば
虚
構
の
世
界
に
お
け
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
「
拒
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
自
体
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
肥

大
化
さ
れ
た
自
己
の
内
的
世
界
に
対
す
る
訣
別
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
し
た
中
野
裕
子
は
、
こ
の
究
寛
頂
の
場
面
を
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

開
か
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
究
寛
頂
の
扉
を
何
故
叩
い
た
か
。
「
牢

（
８
）屋

」
の
生
を
耐
え
る
溝
口
に
は
、
牢
屋
に
入
る
た
め
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
行
為
に
よ
っ
て
変
貌
し
な
か
っ
た
生
は
、
牢
屋
に

入
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
疎
外
者
と
い
う
名
を
与
え
た
。
言
い
換
え
れ

ば
病
名
宣
告
が
、
患
者
に
与
え
る
精
神
的
処
方
菱
で
あ
る
よ
う
に
、
三

島
に
と
っ
て
行
為
で
得
た
疎
外
者
の
レ
ッ
テ
ル
は
、
彼
が
疎
外
者
の
ま

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

前
述
し
た
よ
う
に
「
金
閣
寺
」
の
語
り
が
終
っ
た
後
、
溝
口
が
ど
の
よ
う

に
「
生
き
た
」
の
か
、
「
生
き
よ
う
」
と
し
た
の
か
は
語
ら
れ
な
い
。
し
か

し
、
金
閣
に
放
火
し
、
溝
口
即
ち
、
現
在
の
「
私
」
に
と
っ
て
全
て
の
出
来

事
が
終
了
し
た
後
に
こ
の
手
記
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と

も
、
こ
の
手
記
の
最
後
の
文
章
を
書
き
終
え
る
ま
で
、
「
私
」
は
生
き
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
「
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ
た
」
で
欄
筆
し
た
人
間
が
す
ぐ

さ
ま
死
を
選
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。

で
は
果
た
し
て
、
こ
の
「
生
き
よ
う
」
と
は
何
時
の
時
点
で
の
「
生
き
よ

う
」
な
の
か
。
そ
し
て
、
「
生
き
よ
う
」
と
は
、
ど
ん
な
心
境
で
語
る
、
い

か
な
る
意
味
の
「
生
き
よ
う
」
で
あ
る
の
か
。

作
中
の
溝
口
の
心
情
を
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
放
火
直
後
の
意
識
と
し

ま
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
決
意
を
支
え
る
最
高
の
処
方
菱
で
は
な

か
っ
た
か
。
そ
の
決
意
は
同
時
に
彼
の
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実

を
規
定
し
、
彼
の
芸
術
的
側
面
で
あ
る
小
説
世
界
も
あ
る
意
味
で
切
り

離
し
た
と
い
え
る
。
現
実
を
修
正
す
る
芸
術
、
芸
術
を
修
正
す
る
現
実

（
９
）

と
い
う
夢
想
と
の
訣
別
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
中
野
が
指
摘
し
て
い
る
〈
牢
屋
〉
、
あ
る
い
は
、
三
島
に
と
っ
て

の
〈
強
い
決
意
〉
と
は
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
次
節
の

「
生
き
よ
う
」
と
い
う
文
言
の
二
重
性
に
つ
い
て
の
考
察
と
合
わ
せ
て
考
え

て
み
た
い
。

二
、
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
言
葉
の
二
重
性

四
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て
は
、
あ
る
種
の
満
足
感
を
持
っ
た
上
で
、
外
界
通
路
を
押
し
広
げ
、
今
後

の
〈
生
〉
を
「
生
き
よ
う
」
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
溝

口
は
金
閣
放
火
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
彼
は
犯
罪
者

で
あ
り
、
社
会
的
疎
外
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
ま
ま
生
き
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
徒
爾
で
あ
る
か
ら
、
私
は
や
る
べ
き
で

あ
っ
た
」
と
、
そ
れ
ま
で
踏
み
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
〈
人
生
〉
に

〈
行
為
〉
に
よ
っ
て
参
加
し
た
意
味
は
、
溝
口
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

吃
音
の
た
め
外
界
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
包
み
込
ま
れ
、

尚
か
つ
、
リ
ア
ル
な
〈
生
〉
を
行
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
は

な
い
、
経
験
す
る
前
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
金
閣
ほ
ど
美
し
い
も
の
は

こ
の
世
に
な
い
」
と
い
う
、
父
の
言
葉
か
ら
「
す
で
に
壮
麗
な
夕
焼
け
を
見

て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
美
の
認
識
に
冒
さ
れ
て
い
た
「
私
」
は
、
す
で
に
物

語
の
時
間
に
お
い
て
、
リ
ア
ル
な
現
実
を
実
感
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
為
、
「
徒
爾
」
で
あ
る
〈
行
為
〉
を
あ
え
て
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

己
を
縛
り
付
け
る
「
心
象
の
金
閣
」
を
破
壊
し
、
外
界
へ
、
リ
ア
ル
な
現
実

へ
と
敢
然
と
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
心
象
の
金
閣
」
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
外
界
と
の
扉
を
開
く

た
め
に
放
火
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
物
語
内
の
「
生
き
よ
う
」
、
つ
ま
り
溝

口
の
心
情
に
即
し
た
意
味
で
の
「
生
き
よ
う
」
と
は
、
〈
行
為
〉
に
よ
っ
て

外
界
の
扉
を
開
け
、
外
界
と
の
交
通
を
ス
ム
ー
ス
に
行
お
う
、
あ
る
い
は
、

行
え
る
よ
う
に
努
力
し
よ
う
、
と
い
う
意
志
表
示
で
あ
る
と
推
し
量
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

そ
の
一
方
で
、
一
人
称
小
説
の
体
裁
を
な
す
こ
の
作
品
は
、
自
分
の
体
験

し
た
出
来
事
を
語
り
直
す
さ
い
、
〈
体
験
し
た
私
〉
の
そ
の
と
き
の
思
い
を

〈
物
語
る
私
〉
の
現
在
の
思
い
で
改
変
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
考

え
る
と
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
思
い
は
、
〈
物
語
る
私
〉
の
い
わ
ば
”
後
知

恵
“
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
〈
体
験
し
た

私
〉
の
思
い
と
し
て
の
「
生
き
よ
う
」
（
物
語
内
に
お
け
る
溝
口
の
心
情
）

と
〈
物
語
る
私
〉
の
思
い
と
し
て
の
「
生
き
よ
う
」
（
作
者
・
三
島
の
意
図

お
よ
び
文
学
観
）
と
い
う
二
つ
の
「
生
き
よ
う
」
に
は
、
明
ら
か
に
異
な
る

位
相
を
み
て
と
れ
る
。

こ
の
〈
物
語
る
私
〉
の
〈
生
き
よ
う
〉
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
”
後
知

恵
“
と
い
う
側
面
で
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
最
初
に
「
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ

た
」
と
い
う
文
言
あ
り
き
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
は
、
「
生
き
よ

う
」
と
い
う
最
後
の
文
言
に
焦
点
を
当
て
て
、
逆
算
し
行
為
の
意
味
を
考
え

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
溝
口
の
放
火
後
の
回
想
に
よ
る
独
白
体
は
、
〈
物

語
る
私
〉
の
”
後
知
恵
“
、
即
ち
三
島
自
体
が
作
中
に
自
ら
の
哲
学
や
思

想
を
織
り
込
ん
で
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
も
指

（
ぬ
）

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
難
解
な
哲
学
や
思
想
を
語
る
作
中
の
溝
口
に
は
人
物

形
象
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
う
し
た
溝
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
最
後
の
文
言
と
な
る
「
生
き
よ
う
」
に
、

作
者
・
三
島
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
た
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
こ
で
、

先
述
し
た
中
野
の
論
文
か
ら
抽
出
し
た
く
牢
屋
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も

つ
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
三
島
が
「
生
き
よ
う
」
に
込
め
た
意

図
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
て
み
た
い
。

四
二



こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
田
中
実
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

三
島
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
人
間
が
こ
れ
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る

と
き
牢
屋
し
か
な
ど
と
い
う
命
題
を
こ
の
〈
語
り
手
〉
は
抱
え
込
ん

で
い
る
。
「
牢
屋
」
か
ら
脱
し
た
は
ず
の
も
の
が
新
た
な
「
牢
屋
」
に

（
Ⅱ
）

陥
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。

溝
口
は
外
界
と
の
通
路
を
開
く
た
め
に
金
閣
を
焼
き
、
外
界
と
の
通
路
を

模
索
す
る
た
め
に
こ
の
〈
手
記
〉
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
溝

口
が
物
語
内
で
の
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
言
葉
に
出
会
っ
た
時
、
既
に
溝
口

自
身
が
自
由
を
失
う
立
場
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
界
と

の
通
路
を
開
く
た
め
の
放
火
と
い
う
〈
行
為
〉
が
、
逆
に
物
理
的
に
は
外
界

と
の
扉
を
閉
ざ
す
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

溝
口
は
金
閣
に
火
を
放
ち
、
そ
し
て
「
生
き
よ
う
」
と
思
っ
た
後
、
こ
の

〈
手
記
〉
を
綴
り
は
じ
め
る
わ
け
だ
が
、
客
観
的
事
実
と
し
て
、
彼
は
「
金

閣
」
と
い
う
国
宝
を
灰
に
し
て
し
ま
っ
た
、
つ
ま
り
は
犯
罪
者
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
溝
口
は
「
外
界
」
と
の
扉
を
開
く
た
め
に
、
つ
ま
り

は
く
他
者
〉
と
の
相
互
関
係
を
築
く
た
め
に
放
火
し
、
「
現
実
の
金
閣
」
を

焼
く
こ
と
で
、
「
心
象
の
金
閣
」
を
焼
き
尽
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
た
め
に
犯
罪
者
に
な
る
と
い
う
結
果
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
扉
を
開

く
た
め
に
行
っ
た
行
為
が
、
皮
肉
に
も
新
た
な
る
扉
を
生
み
出
す
要
因
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

で
は
、
犯
罪
者
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
の
か
。
放
火
犯
と
し
て
拘
束

さ
れ
牢
屋
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
権
力
か
ら
逃
げ
続
け
た
と
し
て
も
、

行
為
後
の
溝
口
が
い
る
場
所
は
、
〈
他
者
〉
と
の
関
係
性
の
自
由
を
奪
わ
れ
た

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

閉
塞
空
間
で
あ
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
人
に
理
解
さ
れ
な
い
と
い
ふ
こ

と
が
唯
一
の
潜
り
」
と
考
え
、
「
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
」
溝
口
が
、
生
き
る
為
に
語
り
始
め
た
場
が
、

皮
肉
な
こ
と
に
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
空
間
、
〈
嶮
〉
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
観

念
と
し
て
の
〈
牢
屋
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま

さ
に
そ
れ
は
、
溝
口
自
身
が
招
い
た
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
三
島
に

よ
っ
て
意
図
さ
れ
、
溝
口
に
対
し
て
投
げ
与
え
た
イ
ロ
ニ
ー
で
も
あ
る
の
だ
。

で
は
、
そ
う
い
っ
た
閉
塞
的
な
空
間
Ⅱ
〈
牢
屋
〉
を
意
図
し
た
、
そ
の
背

景
に
あ
る
三
島
の
文
学
観
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

「
金
閣
寺
」
前
後
の
三
島
文
学
の
推
移
に
つ
い
て
、
高
橋
和
幸
は
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

三
島
文
学
の
初
期
か
ら
中
期
へ
の
移
行
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
そ
の
も

（
胆
）

の
の
幸
福
か
ら
、
詩
と
詩
人
が
分
離
し
外
界
と
内
界
の
醜
悪
さ
や
不
完

全
性
、
不
足
を
批
判
攻
撃
す
る
こ
と
が
文
学
創
造
の
原
動
力
と
な
っ
て

（
Ｂ
）

い
た
。

ま
さ
に
三
島
文
学
初
期
の
文
学
観
は
、
「
詩
を
書
く
少
年
」
で
描
か
れ
た
、

内
面
的
世
界
に
留
ま
り
続
け
た
、
「
対
立
も
緊
張
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
」
幸

福
な
時
代
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
中
期
の
「
金
閣
寺
」
に

お
い
て
は
、
醜
悪
な
現
実
世
界
と
対
時
し
精
神
的
な
痛
み
や
苦
し
み
を
伴
い

つ
つ
も
、
そ
の
在
る
が
ま
ま
の
現
実
を
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
示

三
、
三
島
の
文
学
観
と
「
金
閣
寺
」
の
位
置

四



さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
従
え
ば
、
先
述
し
た
二
つ
目
の
問
い
Ⅱ
三
島
に
と
っ

て
の
〈
強
い
意
志
〉
と
は
、
『
仮
面
の
告
白
」
（
昭
二
十
四
・
七
・
五
）
に
お

い
て
描
か
れ
た
よ
う
な
、
「
私
」
が
抱
え
て
き
た
く
世
界
に
対
す
る
違
和
感
〉

を
、
ど
の
よ
う
に
乗
り
越
え
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
た
か
を
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
金
閣
寺
」
を
描
き
上
げ
る
こ
と
で
示
そ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
在
す
る
問
題
を

越
え
て
い
こ
う
と
す
る
作
者
・
三
島
自
身
の
、
〈
生
〉
に
対
す
る
姿
勢
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
〈
生
〉
に
対
す
る
姿
勢
こ
そ
、
内
的
世
界
か
ら
の
決
別
、
そ
し
て
現

実
の
醜
悪
で
不
完
全
な
世
界
と
の
対
時
を
決
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
後
の

「
生
き
よ
う
」
は
三
島
自
身
に
と
っ
て
の
、
痛
切
な
寂
し
さ
を
伴
っ
た
書
き

手
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
鏡
子
の
家
」
（
昭
三
十
四
・
九
・

（
Ｍ
）

二
十
）
で
の
戦
後
社
会
を
見
つ
め
る
ニ
ヒ
ル
な
眼
差
し
に
繋
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
、
「
金
閣
寺
」
は
、
数
多
い
三
島
文
学
の
中
で
も
、
内
容
の

面
で
き
わ
め
て
優
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
三
島
文
学
の
方
向
性

と
い
っ
た
側
面
に
お
い
て
も
、
必
然
的
に
中
核
を
な
す
作
品
と
し
て
位
置
づ

け
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
拙
論
に
お
い
て
は
、
「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
で
あ
る
溝

口
の
最
後
の
文
言
と
な
る
「
生
き
よ
う
」
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
に
込
め
ら

れ
た
溝
口
の
心
情
、
な
ら
び
に
そ
の
背
景
を
な
す
三
島
の
文
学
観
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
そ
の
た
め
の
補
助
線
と
し
て
、
究
寛
頂
の
扉
を
溝
口
が
叩
く
場

面
を
援
用
し
な
が
ら
論
及
を
す
す
め
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
結
語
に
、
〈
行
為
〉
に
よ
っ
て
〈
現
実

世
界
〉
へ
と
踏
み
出
し
た
こ
と
に
よ
る
、
あ
る
種
の
満
足
感
を
も
っ
た
溝
口

の
心
情
と
、
社
会
へ
の
扉
を
こ
じ
開
け
た
つ
も
り
が
、
犯
罪
者
（
社
会
的
疎

外
者
）
と
し
て
新
た
な
る
扉
の
前
に
立
ち
塞
が
れ
る
と
い
っ
た
イ
ロ
ニ
ー
に

み
ち
た
逆
説
的
空
間
に
溝
口
を
立
ち
至
ら
せ
た
作
者
・
三
島
の
意
図
と
い
う

異
な
る
位
相
を
読
み
と
っ
た
ｃ

そ
の
背
景
を
な
す
三
島
の
文
学
観
に
つ
い
て
は
、
「
詩
を
書
く
少
年
」
に

代
表
さ
れ
る
、
内
的
・
芸
術
的
世
界
に
留
ま
っ
て
い
た
作
中
の
主
人
公
が
、

そ
の
よ
う
な
〈
自
己
の
世
界
〉
か
ら
、
醜
悪
で
不
条
理
で
も
あ
る
く
現
実
世

界
〉
へ
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
推
移
を
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考

察
し
た
。
そ
う
い
っ
た
三
島
の
文
学
観
の
推
移
に
お
け
る
中
核
を
な
す
も
の

と
し
て
「
金
閣
寺
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
生
き
よ
う
」
と
い
う
最
後
の
文
言
に
お
け
る
二
重
性
の

問
題
を
通
じ
て
、
三
島
の
文
学
観
な
ら
び
に
「
金
閣
寺
」
の
位
置
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
作
に
つ
い
て
の
筆
者
の
今
後
の
研
究
課

題
と
し
て
は
、
放
火
に
至
る
ま
で
の
溝
口
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
の
再
考
を

お
わ
り
に

四
四



挙
げ
て
み
た
い
。
特
に
、
雪
の
中
で
溝
口
が
妊
婦
の
腹
を
踏
み
つ
け
る
場
面
、

あ
る
い
は
、
柏
木
や
老
師
の
存
在
に
よ
っ
て
溝
口
の
心
理
に
”
悪
の
意

識
“
が
膨
ら
ん
で
い
く
、
と
い
っ
た
描
写
場
面
を
、
人
間
に
と
っ
て
の
〈
性

悪
説
〉
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
論
考
し
て
い
く
こ
と
に
今
後
の
研
究

の
余
地
も
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注（
１
）
「
美
の
変
質
ｌ
「
金
閣
寺
」
論
序
説
」
『
新
潮
」
七
七
巻
三
号

昭
和
五
五
・
十
二
・
一
エ
ハ
七
頁

（
２
）
弓
金
閣
寺
」
の
一
人
称
告
白
体
」
『
近
代
文
学
試
論
」
二
七
号

平
成
元
．
十
二
・
二
五
二
九
頁

（
３
）
亀
三
島
由
紀
夫
金
閣
寺
の
世
界
」
風
景
書
房
平
成
十
二
・

二
・
十
五
二
四
二
頁

（
４
）
西
本
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
国
宝
を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
非
人
間
的
な
反
社
会
性

が
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
犯
人
に
対
し
て
の
同
情
の
余
地
が
な

い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を
主
人
公
と
し
て
扱
う
事
自
体
、
ス
ト
オ

リ
ー
の
上
で
の
制
約
が
強
く
、
大
き
な
冒
険
で
あ
る
だ
ろ
う
。
又
、

昭
和
二
十
五
年
に
起
っ
た
事
件
の
再
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以

後
六
年
も
経
過
し
た
時
点
で
は
ニ
ュ
ー
ス
、
ス
ト
オ
リ
ー
の
即
効

性
も
薄
く
、
新
鮮
な
興
味
の
対
象
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う

し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
作
者
に
と
っ
て
こ
の
素
材
は
、
あ
ま
り
に

も
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
ヨ
金
閣

三
島
由
紀
夫
「
金
閣
寺
」
の
位
置

寺
」
の
世
界
（
一
）
ｌ
文
芸
構
造
と
そ
の
主
題
ｌ
」
『
日
本
文
藝
研

究
』
三
十
六
巻
一
号
昭
和
五
九
・
三
・
五
六
九
頁

（
５
）
ヨ
金
閣
寺
』
試
論
ｌ
疎
外
の
鏡
ｌ
」
『
国
文
目
白
」
三
十
号
平

成
二
・
十
二
・
二
十
一
○
一
頁

（
６
）
「
美
と
人
生
」
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
四
二
・
六
・

一
一
四
一
、
一
四
三
頁

（
７
）
ヨ
金
閣
寺
」
観
念
構
造
の
崩
壊
」
『
椙
山
国
文
学
」
一
九
号
平

成
七
・
三
・
一
二
四
三
頁

（
８
）
三
島
が
小
林
秀
雄
と
の
対
談
の
中
で
「
人
間
が
こ
れ
か
ら
生
き

よ
う
と
す
る
と
き
牢
屋
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
、
ち
ょ
っ
と
狙

い
だ
っ
た
ん
で
す
。
」
と
発
言
し
て
い
る
。
「
対
談
・
美
の
か
た
ち

ｌ
『
金
閣
寺
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
『
文
芸
」
一
四
巻
一
号
昭
和
三

十
二
・
一
・
一
一
四
三
頁

（
９
）
前
掲
二
金
閣
寺
」
試
論
ｌ
疎
外
の
鏡
ｌ
」
一
○
一
頁

（
岨
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
金
閣
の
放
火
犯
が
そ
の
行
動
を
と
る
に
至
っ
た
裏
に
、
三
島
は

き
わ
め
て
複
雑
で
、
し
か
も
彼
を
駆
り
立
て
て
や
ま
な
い
動
機
を

与
え
た
。
舞
鶴
湾
を
望
む
田
舎
か
ら
来
た
吃
音
の
、
単
に
義
務
教

育
を
受
け
た
だ
け
の
主
人
公
が
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
哲
学
的
思
想

を
抱
懐
し
う
る
と
い
う
こ
と
の
非
現
実
性
は
、
ほ
と
ん
ど
顧
慮
し

て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
」
『
日
本
文
学
の
歴
史
焔
近
代
・
現

代
篇
６
』
中
央
公
論
社
平
成
八
・
九
・
十
二
六
八
頁

（
皿
）
二
金
閣
寺
」
の
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
ｌ
〈
作
家
へ
〉
」

四
五



追
記
本
文
の
引
用
は
、

新
潮
社
版
『
三
島
由
紀
夫
全
集
６
」
に
よ
っ
た
。

（
た
な
か
・
ひ
ろ
ゆ
き
本
学
卒
業
生
）

（
ｕ
）
「
金
閣
寺
」
連
載
開
始
よ
り
一
年
は
や
く
発
表
さ
れ
た
作
品
に

「
詩
を
書
く
少
年
」
（
昭
和
二
十
九
・
七
）
が
あ
る
。
主
人
公
は
、

「
詩
は
ま
つ
た
く
楽
に
、
次
か
ら
次
へ
と
す
ら
す
ら
出
来
」
る
天
才

を
自
認
す
る
少
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
妄
信
に
懸
か
れ

た
少
年
は
、
現
実
か
ら
こ
ぼ
れ
お
ち
る
、
言
葉
に
よ
っ
て
掬
い
取

り
き
れ
な
い
な
に
も
の
か
の
存
在
な
ど
信
じ
な
い
、
ま
だ
「
世
間

の
現
実
と
彼
の
内
的
世
界
と
の
間
に
は
、
対
立
も
緊
急
も
見
ら
れ

な
い
」
、
あ
る
意
味
で
幸
福
な
状
態
に
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
旧
）
「
三
島
由
紀
夫
の
初
期
世
界
の
考
察
」
『
私
学
研
修
」
一
五
一
・

一
五
二
号
平
成
十
一
・
二
一
二
一
頁

（
ｕ
）
許
昊
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
二
金
閣
寺
」
は
『
鏡
子

の
家
」
と
直
接
繋
が
る
作
品
で
あ
り
、
「
生
き
よ
う
と
私
は
思
っ
た
」

と
い
う
『
金
閣
寺
」
の
最
後
の
一
句
は
、
「
み
ん
な
欠
伸
を
し
て
い

た
。
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
こ
う
、
と
峻
吉
が
言
っ
た
」
と
い
う

「
鏡
子
の
家
」
の
書
き
出
し
の
文
と
絶
妙
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
。
」

「
「
金
閣
寺
」
論
ｌ
手
記
と
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
間
ｌ
」
『
稿
本
近
代
文
学
」

平
成
九
・
十
二
・
十
一
二
四
頁

頁 『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
二
四
号
平
成
十
・
十
一
・
二
一
十

四
六


