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語文112（2019・6　大阪大学国語国文学会）

志
賀
直
哉
「
襖
」
の
表
現
構
造

尹　
　
　
　
　

美　
　

羅

一　

問
題
の
所
在

「
襖
」
は
明
治
四
四
年
八
月
に
執
筆
さ
れ
、
同
年
十
月
の
雑
誌
『
白
樺
』
に

発
表
さ
れ
た
志
賀
直
哉
の
短
篇
小
説
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
小
涌
谷
の
温
泉

宿
で
「
私
」
が
「
友
」
の
話
を
聞
く
枠
小
説
の
形
式
を
取
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
「
友
」
は
「
僕
」
と
し
て
「
恋
さ
れ
た
話
」
と
い
う
過
去
の
出
来
事
を
語

る
。「

襖
」
に
関
す
る
同
時
代
評
に
は
、
当
時
『
白
樺
』
に
ほ
ぼ
毎
月
作
品
を
出

し
て
い
た
志
賀
だ
け
に
、
前
後
の
作
品
と
の
比
較
が
目
立
つ
。「
兎
に
角『
襖
』

や
『
不
幸
な
る
恋
の
話
』
等
の
近
作
に
比
べ
る
と
ず
つ
と
見
直
し
て
来
て
ゐ

る
）
1
（

」
の
よ
う
に
否
定
的
な
指
摘
が
あ
る
一
方
、「
氏
の
作
と
し
て
は
矢
張
り

『
襖
』
と
云
つ
た
も
の
の
方
が
エ
フ
エ
ク
ト
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る）
2
（

」
の
よ

う
に
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘

は
あ
く
ま
で
印
象
に
留
ま
り
、
具
体
性
を
欠
く
う
ら
み
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
宮
本
和
吉
は
、「
襖
」
を
「
纏
つ
た
い
い
作
」
と
し
な
が
ら

も
、
作
品
後
半
の
祖
父
が
聞
か
せ
る
白
隠
禅
師
の
逸
話
で
「
僕
」
が
納
得
し
、

気
分
を
直
し
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
呈
し
て
い
る）
3
（

。
臼
川
も
、「
瀟
洒
た
る
小

品
を
な
し
て
い
る
」、「
話
は
な
だ
ら
か
に
手
ぎ
は
よ
く
運
ば
れ
て
あ
る
」
な

ど
と
評
価
す
る
一
方
、
現
在
の
「
僕
」
に
よ
る
弁
護
が
蛇
足
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る）
4
（

。
こ
れ
ら
は
共
に
作
品
内
容
に
主
眼
を
置
い
て
「
襖
」
を
評

価
し
な
が
ら
も
、「
僕
」
の
話
が
鈴
と
の
恋
を
扱
っ
た
も
の
な
の
に
も
関
わ
ら

ず
、
作
品
後
半
に
お
い
て
「
僕
」
と
い
う
存
在
が
浮
き
彫
り
に
な
る
一
方
的

な
語
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
興
味
深
い
。
本

論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
踏
ま
え
て
、「
僕
」
の
語
り
を
中
心
に
「
襖
」

の
表
現
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

次
に
、
同
時
代
評
の
「
十
月
の
小
説
と
劇）
5
（

」
に
は
、「
取
材
も
描
写
も
手
に

入
つ
た
も
の
だ
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
志
賀
に
よ
る
題
材
の
着
眼
点
に
つ
い

て
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
「
襖
」
を
含
め
た
志
賀
の

初
期
作
品
全
般
に
よ
く
見
ら
れ
、
先
行
研
究
に
お
い
て
、
吉
田
精
一
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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と
り
わ
け
て
こ
の
初
期
の
み
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
イ
ラ
イ
ラ
と
し

た
病
的
な
神
経
の
ど
ぎ
つ
い
鋭
さ
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
先
ず
題
材
の

選
択
自
体
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
外
面
的
に
は
た
と
へ
ば
片
仮
名
の
多
用

と
か
、
こ
と
ば
の
右
側
に
附
し
た
圏
点
な
ど
に
よ
っ
て
、
出
来
る
だ
け

印
象
を
強
め
よ
う
と
す
る
態
度
に
う
か
が
わ
れ
る

こ
の
よ
う
に
吉
田
は
、「
白
樺
に
於
け
る
志
賀
直
哉）
6
（

」
に
お
い
て
、
志
賀
の
初

期
作
品
に
見
ら
れ
る
題
材
の
選
択
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
神
経
の
鋭

さ
か
ら
来
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

一
方
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
志
賀
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
様
々
な
作
品

形
式
や
構
成
の
試
み
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
高
田
瑞
穂
は
志
賀
の
初
期
作
品
に

つ
い
て
、「
鮮
明
な
形
象
の
な
か
に
、
個
性
的
な
強
い
主
観
を
盛
る
自
己
の
文

体
を
す
で
に
完
成
し
、
短
編
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
を
試
み
」
た
時
期
で
あ
る

と
述
べ
て
お
り）
7
（

、
江
頭
彦
造
も
、「
大
体
に
初
期
ほ
ど
構
成
を
考
え
虚
構
が
巧

み
に
配
置
さ
れ
て
、
話
の
筋
も
劇
的
に
な
っ
て
い
る）
8
（

．」と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
志
賀
直
哉
の
い
わ
ゆ
る
初
期
作
品
群
が
中
期
以
降
の

も
の
に
比
べ
て
、
形
式
や
構
成
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

示
唆
す
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、「
襖
」
も
ま
た
現
在
の
「
僕
」
と
「
私
」
と
の
会
話
に
、

「
僕
」
の
語
り
に
よ
る
過
去
の
出
来
事
を
挟
む
枠
小
説
と
し
て
、「
私
」
と

「
僕
」
と
い
う
二
人
の
語
り
手
を
設
け
て
い
る
点
、「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
が

物
語
内
物
語
と
し
て
存
在
す
る
点
な
ど
、
小
品
な
が
ら
入
り
組
ん
だ
構
成
を

備
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
、「
襖
」
が
同
時
代
評
で
は
題
材
や
構
成
の
面
で
注
目
さ
れ
、
評

価
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
以
後
の
先
行
研
究
で
は
「
青
春
時
代
の
甘
酸
っ

ぱ
い
思
い
出
話
の
域
を
出
な
い）
9
（

」
と
い
う
作
家
像
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た

読
み
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
読
み
直
す
。

具
体
的
に
は
、
語
ら
れ
る
内
容
と
は
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
る
「
僕
」
の
自

己
中
心
的
な
態
度
に
注
目
し
、「〈
襖
〉
の
向
こ
う
に
隠
さ
れ
た
一
人
の
男
性

の
内
面
」
と
い
う
読
み
を
提
示
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
を
可
能
と
す
る
も
の

と
し
て
、
空
間
的
装
置
、
人
物
関
係
、
語
り
、
作
品
形
式
な
ど
の
様
々
な
レ

ベ
ル
に
お
け
る
〈
対
照
性
〉
に
焦
点
を
当
て
て
論
を
進
め
た
い
。

二　

空
間
的
装
置
を
媒
介
と
し
た
〈
対
照
性
〉

二
．
一　

物
語
空
間
に
お
け
る
〈
襖
〉
の
効
果

「
襖
」
と
い
う
小
説
を
読
む
と
き
、
読
者
は
ま
ず
、「
襖
」
と
い
う
作
品
名

を
目
に
し
て
か
ら
、
作
品
の
冒
頭
部
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
本
作
品
の
冒
頭

部
は
前
述
し
た
よ
う
に
、「
僕
」
と
「
私
」
が
登
場
す
る
枠
外
の
部
分
に
当
た

る
。
こ
の
冒
頭
部
が
、
作
品
背
景
を
説
明
す
る
短
い
書
出
し
の
文
章
を
除
け

ば
、
全
て
会
話
文
だ
け
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。

「
襖
」は
大
部
分
が
地
の
文
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
二

箇
所
だ
け
会
話
文
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
冒
頭
部
と
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
と
も
い
え
る
両
家
族
が
襖
を
間
に
口
論
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
作
品
後
半

の
口
論
の
場
面
は
、
視
覚
的
に
は
遮
ら
れ
て
い
る
が
聴
覚
的
に
は
開
か
れ
て

い
る
と
い
う
〈
襖
〉
の
境
界
性
の
曖
昧
さ
を
利
用
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の

空
間
的
装
置
の
効
果
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
会
話
文
続
き
の
場
面

が
〈
襖
〉
の
聴
覚
に
頼
っ
た
効
果
を
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
冒
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頭
部
で
も
そ
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で
き
よ
う
。「
襖
」
と
い
う
作
品
名
の
次

に
会
話
文
の
羅
列
を
目
に
す
る
読
者
は
、
冒
頭
部
の
会
話
場
面
を「
眺
め
る
」

の
で
は
な
く
、
襖
越
し
に
「
聞
こ
え
る
」
場
面
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
作
品
名
の
「
襖
」
越
し
に
い
る
二

人
の
男
性
の
会
話
と
い
う
想
定
の
も
と
、
読
み
進
め
て
い
け
る
よ
う
な
仕
掛

け
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
際
、
読
者
は
「
私
」
が
「
僕
」
の
語
る
枠
内
の
内
容
を
「
聞
か
さ
れ

る
」
の
に
似
通
っ
た
立
場
で
あ
り
、
読
者
は
「
私
」
に
よ
り
近
い
立
場
か
ら
、

「
僕
」
の
話
に
付
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
枠
内
に
お
け
る
「
隣
部
屋

―
〈
襖
〉
―
「
僕
」
の
部
屋
」
と
類
似
し
た
効
果
が
、「
枠
内
の
物
語
空
間

（「
僕
」
の
語
り
）
―
〈
襖
〉
―
枠
外
の
物
語
空
間
（「
私
」
と
「
僕
」
の
会

話
）
―
「
襖
」
―
読
者
」
と
い
う
形
で
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
「
襖
」
は
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
る
襖
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、

本
作
品
に
お
け
る
空
間
的
装
置
の
利
用
は
、
襖
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。

二
．
二　
〈
襖
〉
と
〈
縁
側
〉〈
出
ッ
ぱ
り
〉〈
玄
関
〉
と
の
関
係

本
作
品
の
中
軸
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
部
屋
は
、
基
本
的
に
襖
で
視
覚
的

に
遮
ら
れ
て
い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
互
い
に
聴
覚
に
よ
っ
て
隣
部
屋
の

微
妙
な
様
子
の
違
い
が
分
か
り
、
襖
越
し
に
会
話
が
成
り
立
つ
な
ど
、
襖
の

構
造
が
対
立
を
助
長
し
、
最
終
的
に
両
家
族
の
決
裂
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
襖
の
境
界
性
の
曖
昧
さ
を
意
識
的
に
使
う
人
物
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
が
、
隣
の
母
で
あ
る
。

八
時
半
頃
か
ら
女
按
摩
を
呼
ん
で
治
療
を
さ
せ
て
ゐ
た
か
ら
、
僕
の
祖

父
は
女
中
を
呼
ん
で
、「
御
隣
が
済
ん
だ
ら
来
る
様
に
」
と
按
摩
に
伝
へ

さ
し
た
。
此
方
の
言
葉
も
聞
え
た
ら
う
し
、
女
中
が
按
摩
に
伝
へ
た
の

も
聞
い
て
ゐ
た
か
ら
、
先
方
の
母
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
筈
は
な
い
の

だ
。（
中
略
）
さ
う
し
て
、
十
一
時
頃
ま
で
揉
ま
し
て
其
男
の
方
の
済
ん

だ
時
の
云
ひ
草
が
「
私
の
か
ら
見
る
と
大
変
は
し
よ
つ
た
や
う
だ
ね
」

と
か
う
だ
。

こ
の
場
面
に
お
け
る
隣
の
母
の
、
襖
越
し
に
聞
こ
え
た
は
ず
の
話
を
聞
こ
え

て
い
な
い
ふ
り
を
す
る
姿
か
ら
は
、
隣
の
家
族
へ
の
配
慮
や
思
い
や
り
は
見

受
け
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
わ
ざ
と
言
わ
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
口
に
し
て
隣

部
屋
を
挑
発
す
る
よ
う
な
態
度
さ
え
見
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
口
論
の
場
面
で
は
積
極
的
に
襖
を
間
に
し
た
会
話
を
主
導
し
て
い

く
。
こ
の
よ
う
な
隣
の
母
の
襖
を
利
用
し
、
こ
ち
ら
を
敵
対
視
す
る
よ
う
な

態
度
に
「
僕
」
も
ま
た
反
感
を
持
つ
の
で
あ
り
、
本
作
品
に
お
け
る
両
部
屋

の
対
立
は
主
に
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
二
人
の
関
係
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
〈
襖
〉
と
他
の
空
間
的
装

置
の
対
照
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、〈
縁
側
〉
と
〈
出
ッ
ぱ
り
〉
は
襖
に
隣
接
す
る
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、

襖
が
空
間
を
両
断
し
、
対
立
関
係
を
作
り
出
す
の
と
は
対
照
的
に
、
二
つ
の

家
族
が
親
し
く
す
る
空
間
的
装
置
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
僕
」
の
妹
が

〈
縁
側
〉
へ
出
て
、「
後
手
に
欄
干
に
倚
り
か
か
つ
て
、
背
を
す
り
な
が
ら
静

か
に
横
あ
る
き
を
し
て
隣
を
覗
き
に
行
つ
た
」
り
、
そ
の
妹
と
隣
の
ミ
ノ
リ

さ
ん
が
〈
出
ッ
ぱ
り
〉
の
上
に
玩
具
を
運
ん
で
遊
ぶ
場
面
な
ど
、
子
供
で
あ

る
「
僕
」
の
妹
と
ミ
ノ
リ
さ
ん
が
こ
れ
ら
の
共
有
空
間
を
使
う
主
体
と
な
る
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こ
と
も
ま
た
示
唆
的
で
あ
る
。
鈴
を
除
い
て
は
、
子
供
た
ち
や
守
の
花
は

「
僕
」
の
「
恋
さ
れ
た
話
」
や
襖
の
事
件
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
人
物
で
あ
る

が
、
作
品
の
髄
所
に
お
い
て
、
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
襖
」
自
体
、

小
品
に
近
い
短
い
作
品
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
作
品
の
本
筋
に
関
わ

ら
な
い
人
物
に
、
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
見
逃
せ

な
い
。
こ
れ
は
前
述
し
た
、
隣
の
母
に
代
表
さ
れ
る
大
人
た
ち
の
襖
を
間
に

し
た
対
立
と
は
対
照
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
大
人
同
士
の
対
立
を
よ
り
浮
き

彫
り
に
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
。

一
方
、〈
玄
関
〉
と
い
う
場
所
は
、〈
縁
側
〉
や
〈
出
ッ
ぱ
り
〉
の
よ
う
に

襖
に
隣
接
し
て
い
る
空
間
と
し
て
の
〈
対
照
性
〉
が
明
確
に
浮
か
び
上
が
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
家
族
が
対
立
し
た
ま
ま
物
語
が
終
え
ら
れ
る

中
、
そ
の
物
語
の
大
筋
に
相
反
す
る
よ
う
な
親
し
い
花
と
鈴
の
二
人
の
姿
は
、

〈
襖
〉
と
他
の
空
間
的
装
置
が
成
す
対
照
関
係
を
媒
介
と
す
る
大
人
と
子
供

と
い
う
対
照
的
な
人
間
関
係
以
外
で
は
説
明
さ
れ
が
た
い
場
面
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
、「
花
だ
け
が
玄
関
ま
で
送
つ
て
行
」
く
こ
の
場
面
で
、
鈴
に

近
づ
く
花
と
は
対
照
的
に
、「
僕
」
は
「
急
に
可
哀
想
に
な
つ
て
何
か
云
つ
て

や
り
た
い
や
う
な
気
も
し
た
が
、
何
に
も
云
」
わ
な
い
ま
ま
、
た
だ
そ
の
二

人
を
眺
め
る
だ
け
で
あ
り
、
近
づ
く
こ
と
は
な
い
。

二
．
三　

語
り
の
中
で
相
対
化
さ
れ
る
「
僕
」
の
自
己
評
価

こ
こ
で
、
大
人
と
子
供
と
い
う
二
分
さ
れ
る
立
場
に
対
す
る
「
僕
」
の
態

度
を
見
て
み
よ
う
。「
僕
」
は
十
九
と
い
う
年
齢
で
あ
り
な
が
ら
、
子
供
同
士

を
一
つ
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
、
自
分
と
そ
の
間
に
は
線
を
引
く
こ
と
で
、
大

人
の
立
場
を
取
っ
て
「
吾
々
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
論
じ

て
き
た
大
人
同
士
の
対
立
と
、
そ
れ
に
対
照
さ
れ
る
子
供
同
士
の
親
し
い
関

係
性
は
、「
僕
」
が
自
分
を
「
大
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
自
己
評
価
に
起
因

す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
作
品
に
表
わ
れ
る
人
間
関
係
に
お

け
る
〈
対
照
性
〉
は
、「
僕
」
の
主
観
的
な
語
り
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
自
己
評
価
は
周
り
の
人
の
「
僕
」
に
対

す
る
評
価
と
は
相
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

此
辺
で
隣
の
家
族
の
事
を
少
し
話
す
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
細
君

は
大
変
い
い
人
だ
。
僕
は
大
好
き
だ
つ
た
。
亭
主
は
い
や
な
奴
で
、
嫌

ひ
だ
つ
た
。
生
白
い
に
や
け
た
男
で
赤
い
口
髭
が
房
々
と
の
び
て
ゐ
る
。

母
は
鼻
の
尖
つ
た
瘠
せ
た
人
で
黒
い
豊
か
な
切
下
げ
の
髪
を
ひ
つ
つ
め

て
結
ん
で
い
た
。
随
分
癇
の
強
い
我
儘
な
女
で
、
或
晩
の
事
、
こ
ん
な

事
が
あ
つ
た
。

ま
ず
、
引
用
部
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
僕
」
に
と
っ
て
、
隣
の
家
族
に
含

ま
れ
る
人
物
と
し
て
言
及
す
る
に
足
る
人
物
は
隣
の
母
、
細
君
、
弁
護
士
に

限
ら
れ
て
い
る
。「
子
供
」
の
ミ
ノ
リ
さ
ん
や
鈴
は
こ
こ
に
含
ま
れ
な
い
の
で

あ
る
。
殊
に
、「
僕
」
の
反
感
が
、〈
出
ッ
ぱ
り
〉
な
ど
の
空
間
で
「
僕
」
の

家
族
と
交
流
が
あ
っ
た
細
君
を
除
い
て
、
相
対
的
に
〈
襖
〉
越
し
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
弁
護
士
と
隣
の
母
に
対
し
て
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

「
僕
」
は
、
弁
護
士
に
つ
い
て
は
反
感
を
覚
え
「
亭
主
は
い
や
な
奴
で
、
嫌

ひ
だ
つ
た
」
と
い
い
、
反
対
に
細
君
に
つ
い
て
は
「
大
変
い
い
人
だ
。
僕
は
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大
好
き
だ
つ
た
」と
い
う
対
照
的
な
描
写
を
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、弁

護
士
の
「
僕
」
に
対
す
る
認
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
内

に
お
い
て
、
弁
護
士
が
「
僕
」
に
対
し
て
直
接
言
及
し
て
い
る
場
面
は
見
当

た
ら
な
い
。
ま
た
、
両
家
族
の
全
員
か
ら
「
僕
」
が
襖
を
開
け
た
犯
人
と
さ

れ
る
中
で
、
事
件
と
し
て
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
隣
の
母
と
は
異
な
り
、
弁

護
士
は
た
だ
笑
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
大
し
た
出
来
事
と
考
え
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
る
。「
僕
」
を
一
人
の
男
性
と
し
て
認
め
る
な
ら
、
隣
の
母
の

「
鈴
だ
つ
て
こ
れ
か
ら
お
嫁
に
行
く
児
で
す
よ
」と
い
う
、
同
じ
部
屋
に
は
鈴

と
い
う
若
い
女
の
子
が
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
発
言
に
も
っ
と
真
剣
に
対
応

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
弁
護
士
は
「
僕
」
を
男
性
と
し
て

見
ず
、
子
供
扱
い
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
隣
の
母
の
「
僕
」
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
確
か
に
、

按
摩
を
頼
む
場
面
に
お
い
て
、
隣
の
母
が
襖
越
し
の
話
が
聞
こ
え
て
い
な
い

ふ
り
を
し
、
聞
こ
え
よ
が
し
に
「
私
の
か
ら
見
る
と
大
変
は
し
よ
つ
た
や
う

だ
ね
」
と
話
し
た
の
は
、
隣
部
屋
に
対
す
る
挑
発
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
挑
発
的
な
態
度
は
、
あ
く
ま
で
隣
部
屋
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、「
僕
」
個
人
に
限
る
挑
発
と
は
言
い
難
い
。「
僕
」
個
人
に
対
す
る
態
度

は
口
論
の
場
面
に
お
い
て
初
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
隣
の
母
は
誰

が
襖
を
開
け
た
犯
人
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
言
わ
な
い
が
、「
こ
れ

か
ら
お
嫁
に
行
く
」
年
頃
で
あ
る
鈴
の
存
在
を
考
え
る
と
、
襖
が
開
け
ら
れ

た
の
は
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
僕
」
を
対
等
な
一
人
前
の
大
人
の
相
手
と
し
て
認
め
る
と
い
う
よ
り
、

少
女
の
相
手
に
恋
心
を
抱
き
、
そ
の
感
情
を
抑
制
で
き
ず
襖
を
開
け
て
し
ま

う
ほ
ど
、
自
己
抑
制
の
効
か
な
い
男
の
子
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。「
僕
」
が
隣
の
母
の
「
お
隣
の
若
さ
ん
」
と
い
う
呼
称
に
「
甚
く
厭
味
」

を
覚
え
、「
腹
が
立
」
つ
の
も
、
自
分
を
そ
の
よ
う
に
子
供
扱
い
し
て
い
る
相

手
の
態
度
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
周
り
の
大
人
の
「
僕
」

に
対
す
る
扱
い
は
、「
僕
」
が
〈
襖
〉
を
超
え
、〈
縁
側
〉
と
〈
出
ッ
ぱ
り
〉、

〈
玄
関
〉な
ど
の
場
所
で
仲
良
く
過
ご
す
子
供
た
ち
の
姿
を
通
し
て
、
自
分
と

は
一
線
を
画
す
存
在
と
し
て
語
る
こ
と
を
相
対
化
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
え

よ
う
。

以
上
、「
僕
」
の
自
己
評
価
は
他
者
の
「
僕
」
に
対
す
る
評
価
と
は
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
こ
の
評
価
の
齟
齬
は
、
何

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
本
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　

語
ら
れ
る
内
容
と
対
照
さ
れ
る
「
僕
」
の
内
面

三
．
一　

逆
転
す
る
鈴
と
の
関
係
性

「
襖
」
に
お
け
る
「
僕
」
の
語
り
に
は
、
鈴
に
対
し
て
「
僕
は
隣
の
守
も
直

ぐ
好
き
に
な
つ
た
」「
如
何
に
も
無
邪
気
に
可
愛
か
つ
た
」「
段
々
に
は
僕
も

鈴
が
つ
い
て
来
な
い
と
寂
し
い
や
う
な
気
が
し
て
」
な
ど
と
「
僕
」
が
恋
し

た
こ
と
を
語
る
場
面
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
僕
」
は
「
私
」
に
対
し
て

こ
れ
を
「
恋
さ
れ
た
話
」
と
し
て
紹
介
し
て
お
り
、「
僕
」
の
語
り
内
に
お
い

て
も
、
む
し
ろ
鈴
か
ら
恋
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
物
語
を
押
し
通
し
て
い
る
こ

と
に
読
者
は
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
襖
」
の
表
現
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
は
、「
僕
」
の
「
恋
し
た
話
」
が
意
図
的
に
「
恋
さ
れ
た
話
」
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へ
と
転
換
さ
れ
た
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、

「
僕
」の
人
物
像
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
空
間
的
装
置
か

ら
派
生
し
た
〈
対
照
性
〉
が
ど
の
よ
う
に
「
僕
」
の
語
り
に
よ
る
物
語
内
容

と
か
み
合
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、「
僕
」
と
鈴
の
捻
じ
れ
た
関
係
性
は
次
に
引
用
す
る
「
僕
」
の
鈴
を

〈
見
る
〉
行
為
か
ら
始
ま
る
。

で
、
そ
の
代
り
に
と
云
つ
た
ら
妙
だ
が
、
兎
も
角
も
僕
は
時
々
鈴
の
顔

を
見
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
何
時
か
そ
れ
が
癖
に
な
つ
て
了
つ
た
。

（
中
略
）所
が
其
内
、
妙
な
事
が
起
つ
て
来
た
。
そ
れ
は
僕
が
鈴
の
顔
を

凝
つ
と
見
る
や
う
に
、
鈴
が
時
々
凝
つ
と
僕
の
顔
を
見
る
や
う
に
な
つ

た
事
だ
。

「
僕
」は
鈴
に
対
し
て
癖
に
な
る
ほ
ど
に
好
意
的
な
視
線
を
向
け
て
お
り
、
そ

れ
を
受
け
て
鈴
も
ま
た
「
僕
」
に
視
線
を
送
る
と
い
う
〈
見
る
―
見
ら
れ
る
〉

関
係
が
二
人
の
間
に
生
じ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ「
僕
」は
自
身
か
ら
始
ま
っ

た
は
ず
の
〈
見
る
〉
行
為
を
、
鈴
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
と
い
う
形
に
転
換
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

日
常
の
生
活
で
は
特
別
な
場
合
の
他
は
、
舞
台
の
人
を
見
る
時
と
か
、

写
真
の
顔
を
見
る
時
の
や
う
に
凝
つ
と
他
人
の
顔
を
見
る
事
は
な
い
。

だ
か
ら
見
ら
れ
る
方
の
事
に
し
た
ら
、
始
終
人
前
に
さ
ら
し
て
ゐ
る
も

の
で
も
、
見
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
特
別
に
感
じ
る
わ
け
だ
。
ま
し
て
癖

に
な
つ
た
程
に
見
ら
れ
た
の
だ
か
ら
幾
ら
暢
気
ら
し
い
鈴
で
も
多
少
は

拘
泥
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
ら
う
。

「
僕
」
は
こ
の
よ
う
に
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
で
感
じ
る
特
別
さ
に
つ
い
て
、
そ

れ
を
鈴
に
仮
託
す
る
形
で
、
他
者
に
当
て
は
ま
る
一
般
的
な
内
容
と
し
て

語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
僕
」
自
身
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
僕
」
は
他
者
か
ら
の
視
線
を
敏
感
に
感
じ
取
る
人
間
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
僕
」
は
鈴
が
見
て
ゐ
る
な
と
感
ず
る
事
が
よ
く
あ
つ

た
」
と
話
す
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
鈴
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
を

常
に
意
識
し
て
い
た
「
僕
」
の
証
と
な
る
。〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
へ
の
拘
り
に

よ
っ
て
、
他
者
の
視
線
を
意
識
し
、
そ
れ
に
拘
泥
す
る
「
僕
」
の
性
格
が
浮

か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
「
僕
」
が
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
へ
の
拘
り
を
見
せ

る
場
面
の
舞
台
が
〈
縁
側
〉
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
看
過
で
き
な
い
。〈
縁

側
〉
は
「
僕
」
の
語
り
の
中
で
、〈
襖
〉
に
隣
接
す
る
対
照
的
な
空
間
的
装
置

と
し
て
、
子
供
た
ち
が
〈
襖
〉
に
象
徴
さ
れ
る
両
家
族
間
の
対
立
に
制
限
さ

れ
ず
、「
直
ぐ
友
達
に
な
る
」
場
所
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り

手
の
「
僕
」
は
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
姿
を
「
後
ろ
手
に
欄
干
に
倚
り
か
か

つ
て
、
背
を
す
り
な
が
ら
静
か
に
横
あ
る
き
を
し
て
」、「
子
供
に
特
有
な
真

面
目
腐
つ
た
顔
を
し
て
」
な
ど
と
、
い
か
に
も
子
供
ら
し
い
姿
と
し
て
描
写

し
て
お
り
、
自
分
は
そ
れ
を
眺
め
る
側
の
人
間
と
し
て
子
供
と
の
間
に
一
線

を
画
す
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
僕
」
が

そ
の
〈
縁
側
〉
と
い
う
場
所
に
お
い
て
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
へ
の
拘
り
を
見

せ
る
こ
と
は
、「
僕
」
自
身
の
自
己
抑
制
に
関
わ
る
問
題
性
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
も
の
と
し
て
、「
僕
」
が
自
ら
を
大
人
の
立
場
と
し
た
こ
と
と
矛
盾
す
る

と
い
え
よ
う
。

次
に
、〈
見
る
―
見
ら
れ
る
〉
関
係
と
、〈
恋
す
る
―
恋
さ
れ
る
〉
こ
と
と
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の
関
係
性
つ
い
て
、「
僕
」
が
〈
見
る
〉
行
為
と
〈
恋
す
る
〉
こ
と
と
を
並
列

さ
せ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
引
用
部
か
ら
見
て
取
れ
る
。

―
後
で
こ
ん
な
事
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
つ
た
が
、
鈴
は
僕
が
い
や
に

顔
を
見
る
の
を
、
自
分
を
恋
し
て
る
ん
で
そ
ん
な
事
を
す
る
の
だ
と
解

し
て
、
其
処
で
私
も
お
前
を
恋
し
て
る
ぞ
、
と
い
ふ
事
を
見
せ
る
為
に
、

い
や
に
僕
の
顔
を
見
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
し
ら
。
そ
ん
な
事
か
も
知

れ
な
い
。
暢
気
な
若
い
田
舎
娘
の
考
と
し
て
は
あ
り
さ
う
な
事
と
思
ふ
。

（
中
略
）然
し
最
後
に
も
う
一
ㇳ
言
、
僕
を
恋
し
て
く
れ
た
鈴
の
為
に
弁

護
を
さ
し
て
貰
ふ
と
、
鈴
が
あ
の
時
襖
を
開
け
た
の
は
、
襖
を
開
け
て

ど
う
し
よ
う
と
云
ふ
、
所
謂
み
だ
ら
な
考
が
あ
つ
て
、
し
た
の
で
は
な

く
、
無
智
な
田
舎
娘
の
事
で
、
さ
う
す
れ
ば
、
丁
度
顔
を
見
詰
め
る
事

が
愛
情
を
表
す
手
段
で
あ
る
と
考
へ
た
や
う
に
、
そ
ん
な
事
を
し
て
、

愛
情
を
僕
に
み
せ
よ
う
と
し
た
に
相
違
な
か
つ
た
の
だ
。

「
僕
」
は
鈴
の
立
場
か
ら
、〈
見
る
〉
行
為
を
〈
恋
す
る
〉
こ
と
へ
と
置
き
換

え
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
特
別
さ
を
感

じ
る
「
僕
」
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
鈴
が
「
僕
」
に
恋
し
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
判
断
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
の〈
見
る
〉

行
為
が
物
事
の
発
端
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
自
然
と
他
者
の
も
の

と
し
て
語
り
、
一
方
的
に
「
恋
し
て
く
れ
た
」
話
と
し
て
断
定
す
る
「
僕
」

の
態
度
に
対
し
て
、
読
者
は
前
述
し
た
違
和
感
を
覚
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
で

は
、
こ
の
「
僕
」
と
鈴
と
の
間
の
〈
見
る
―
見
ら
れ
る
〉
関
係
か
ら
は
じ
ま
っ

た
〈
恋
す
る
―
恋
さ
れ
る
〉
関
係
の
転
換
及
び
逆
転
は
何
に
起
因
す
る
の
だ

ろ
う
か
。

「
僕
」
の
「
ま
し
て
癖
に
な
つ
た
程
に
見
ら
れ
た
の
だ
か
ら
幾
ら
暢
気
ら
し

い
鈴
で
も
多
少
は
拘
泥
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
ら
う
」
と
い
う
言
葉

か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、「
僕
」
は
自
分
か
ら
の
〈
見
る
〉
行
為
が
鈴
に
何
ら

か
の
反
応
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
自
覚
的
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、「
僕
に
は
鈴
が
何
故
そ
ん
な
に
自
分
の
顔
を
凝
つ
と
見
る

の
か
解
ら
な
か
つ
た
。
兎
に
角
僕
が
余
程
好
き
に
な
つ
た
に
は
相
違
な
い
が
、

好
き
に
な
つ
た
か
ら
と
云
つ
て
、
人
の
顔
を
凝
つ
と
見
つ
め
る
の
は
少
し
変

に
思
は
れ
た
」
と
い
う
部
分
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、「
僕
」
は
そ
の
よ
う
な

自
分
の
行
為
が
発
露
と
な
り
、
鈴
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
〈
見
る
〉
行
為
に
対

し
て
は
無
自
覚
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
鈴
に
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
対
し

て
は
「
兎
に
角
僕
が
余
程
好
き
に
な
つ
た
に
は
相
違
な
い
」
と
い
う
一
方
的

な
意
味
付
け
を
行
っ
て
お
り
、
鈴
の
行
為
だ
け
を
問
題
視
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
自
身
が
他
者
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
は
敏
感
で
あ
る
が
、
自
身
が

〈
見
る
〉
こ
と
が
及
ぼ
す
結
果
に
つ
い
て
は
鈍
感
な
「
僕
」
は
、
鈴
の
視
線
に

の
み
意
味
付
け
を
行
い
、
自
身
の
視
線
に
は
意
味
付
け
を
行
お
う
と
は
し
な

い
。一

方
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
は
〈
恋
さ
れ
た
話
〉
と
し
て

進
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、「
僕
」
の
鈴
に
対
す
る
好
意
は
否
定
で
き
な

い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
鈴
か
「
僕
」
の
ど
ち
ら
か
が
犯
人
と
さ
れ
る
状
況
で
、

た
だ
自
分
が
他
人
や
家
族
か
ら
犯
人
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な

い
が
た
め
に
、
自
身
が
犯
人
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
姿
な
ど
、
自

分
の
恋
す
る
相
手
で
あ
る
、
あ
る
い
は
自
分
を
恋
し
て
く
れ
た
と
い
う
鈴
に

対
す
る
「
僕
」
の
配
慮
は
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、「
弁
護
」
に
託
け
た
最
後
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の
配
慮
す
ら
非
常
に
自
己
中
心
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
夜
中
、
何

者
か
に
よ
っ
て
襖
が
開
き
、
そ
れ
に「
僕
」が
感
づ
く
場
面
に
お
い
て
、「
僕
」

は
自
分
と
鈴
と
の
〈
見
る
―
見
ら
れ
る
〉
関
係
の
中
で
、
前
述
し
た
自
己
中

心
的
な
態
度
に
基
づ
き
、
見
え
な
い
は
ず
の
襖
を
開
け
た
人
物
が
鈴
で
あ
る

と
確
信
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
鈴
と
の
関
係
性
に
お

け
る
「
僕
」
の
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
へ
の
過
剰
な
意
識
が
、
鈴
を
犯
人
と
断

定
す
る
に
至
ら
せ
た
と
い
え
よ
う
。
作
品
後
半
の
口
論
の
場
面
に
お
い
て
も
、

鈴
か
「
僕
」
の
ど
ち
ら
か
が
犯
人
と
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、「
僕
」
は
た
だ
自

分
が
他
人
や
家
族
か
ら
犯
人
と
し
て
疑
わ
れ
る
こ
と
が
耐
え
ら
れ
な
い
が
た

め
に
、
自
身
が
犯
人
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
。
こ
の
時
、「
僕
」
は

他
者
に
犯
人
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
お
り
、
好
感
を
持
つ
相

手
で
あ
る
鈴
へ
配
慮
す
る
精
神
的
余
裕
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

も
、「
僕
」
の
自
己
本
位
の
考
え
方
や
他
者
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
へ
の
拘

り
が
指
摘
で
き
る
。

作
中
に
お
い
て
「
僕
」
は
、
自
分
に
「
恋
し
て
く
れ
た
鈴
の
為
に
弁
護
を

さ
し
て
貰
」
う
と
い
う
形
で
話
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏

ま
え
る
と
、
そ
の
内
容
が
「
弁
護
」
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
。「
僕
」
の
語
る
、
襖
を
開
け
た
犯
人
と
し
て
の
鈴
も
、
自
分
を
恋
し

て
く
れ
た
鈴
も
、「
僕
」
の
主
観
的
な
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実

際
の
鈴
の
感
情
は
本
作
品
の
ど
こ
か
ら
も
読
み
取
れ
な
い
。

こ
こ
で
、「
僕
」
が
鈴
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
丑
之
助
に
つ
い

て
注
目
し
た
い
。「
襖
」
自
体
が
短
い
作
品
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
僕
」

の
発
話
の
中
で
合
計
十
回
も
「
丑
之
助
」
が
使
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
、「
僕
」
は

「
丑
之
助
の
代
わ
り
と
し
て
の
鈴
」を
強
調
し
、
そ
の
こ
と
に
異
常
に
拘
り
を

見
せ
て
い
る
。「
僕
」
は
丑
之
助
の
写
真
を
眺
め
る
こ
と
を
趣
味
と
し
て
い

る
。「
僕
」
が
鈴
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、〈
見
る
〉
行
為
を
〈
恋
す
る
〉
こ

と
に
一
致
さ
せ
た
の
は
、
こ
の
〈
写
真
を
眺
め
る
〉
と
い
う
行
為
に
起
因
す

る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、「
舞
台
の
人
を
見
る
」
こ
と
と
「
写
真
の
顔
を
見

る
」
こ
と
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
の
特
別
さ
へ
の
「
連
想
」
が
可
能
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
一
方
、「
僕
」
は
祖
父
母
の
前
で
は
〈
写
真
を
眺
め
る
〉
こ
と

が
出
来
な
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
「
僕
」
の
中
に
あ
る
〈
眺
め
る
〉

行
為
の
特
別
さ
を
匂
わ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
他
者
の
視
線
を
意

識
し
、
拘
泥
す
る
姿
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
と
な
る
が
、「
僕
」
は
、
自
分
が
鈴
に
〈
恋
し
た
〉
可
能
性
に
つ

い
て
自
覚
し
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
〈
恋
さ
れ
た
〉
と
い
う
こ
と
に

拘
り
を
見
せ
る
。
林
廣
親
の
論
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
拘
り
に
つ
い
て
、
三

十
に
近
い
現
在
の
「
僕
」
の
鈴
に
対
す
る
「
罪
の
意
識
」
か
ら
来
る
も
の
と

し
、「
僕
」
の
語
り
を
そ
の
「
告
白
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
僕
」

に
と
っ
て
こ
の
話
は
友
達
に
す
る
十
八
番
の
話
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

そ
こ
に
罪
の
意
識
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
。
む
し
ろ
、
鈴
と
出
会
っ
た
頃

か
ら
、
こ
の
〈
恋
さ
れ
た
〉
話
を
続
け
て
い
る
今
も
な
お
他
者
か
ら
の
視
線

を
異
常
に
意
識
し
て
お
り
、
主
観
的
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
自
己
抑
制
の
効
か
な
い
子
供
と
自
分
と
の
間
に
線
を
引
き
、
自
ら

を
大
人
の
立
場
に
置
い
て
対
照
的
な
関
係
性
を
作
り
出
し
た
こ
と
と
矛
盾
し
、

自
分
の
自
己
本
位
な
態
度
や
他
者
を
意
識
す
る
面
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
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三
．
二　

両
家
族
間
に
お
け
る
細
君
の
存
在

「
襖
」に
は
、
子
供
た
ち
に
つ
い
て
の
描
写
と
同
様
、
物
語
の
本
筋
に
は
深

く
関
わ
ら
な
い
細
君
に
対
す
る
言
及
が
目
立
つ
。
細
君
は
「
僕
」
と
一
年
後

の
慈
善
興
行
に
お
い
て
再
会
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
僕
」
の
〈
恋
す
る
〉
相

手
で
あ
っ
た
鈴
と
の
間
で
は
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
対
照
的
で

あ
る
。
こ
の
作
品
末
尾
の
意
味
を
踏
ま
え
る
と
、「
襖
」
に
お
け
る
細
君
の
存

在
は
、「
僕
」
の
語
り
や
「
僕
」
と
鈴
と
の
関
係
性
を
考
え
る
上
で
の
手
が
か

り
と
な
る
だ
ろ
う
。
細
君
は
鈴
を
除
い
て
は
、「
僕
」
が
唯
一
好
意
を
示
し
て

い
る
相
手
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
身
長
の
す
ら
り
と
高
い
、
か
ら
だ
ッ
つ

き
の
甚
く
い
き
な
人
」
と
い
う
外
見
に
お
け
る
好
意
的
な
評
価
で
あ
り
、
そ

の
亭
主
に
対
す
る
反
感
と
は
対
照
的
に
好
感
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、「
僕
」
の
細
君
に
対
す
る
感
情
は
、
相
手
に
対
す
る
極
く

個
人
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
に
対
し
、
細
君
の
「
僕
」
へ
の
感
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
細
君
が
「
僕
」
に
対
し
て
個
人
的
な
言
葉
を
発
す
る
場
面
は

見
当
た
ら
な
い
。
口
論
の
場
面
に
お
い
て
、「
僕
」
が
犯
人
と
さ
れ
た
際
に
、

事
件
を
大
事
に
し
た
が
ら
な
い
様
子
や
、
宿
を
離
れ
る
際
に
「
気
の
毒
さ
う

な
」
顔
を
し
て
挨
拶
に
来
て
い
る
場
面
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
僕
」

個
人
に
対
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
断
言
し
か
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
細
君
の
様
子
は
、
隣
の
母
に
よ
っ
て
加
熱
し
て
い
く
両
家
族
間
の
不

和
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
宿
を
離
れ
る
際
に
も
、
隣
の
部
屋

に
対
す
る
最
小
限
の
礼
儀
を
見
せ
る
た
め
に
訪
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
理
解

で
き
る
。
細
君
の
隣
の
家
族
に
対
す
る
建
前
を
重
要
視
す
る
と
も
い
え
る
態

度
は
、「
僕
」
の
細
君
に
対
す
る
個
人
的
な
好
感
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

細
君
の
両
家
族
間
に
お
け
る
一
種
の
〈
窓
口
〉
と
し
て
の
役
割
は
作
品
の

序
盤
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
僕
」
に
よ
っ
て
、
子
供
と
大
人
の

間
に
は
線
が
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
中
、
細
君
だ
け
は
子
供
と

交
流
し
、
隣
の
家
族
に
接
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
の

語
り
に
お
け
る
大
人
と
子
供
と
の
対
照
関
係
に
お
い
て
、
細
君
だ
け
は
特
別

な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
鈴
の
「
僕
」
の
語
り
に
お
け
る
位
置

に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
両
家
族
間
の
〈
窓
口
〉
の
役
割
を
果
た
す
細
君
の

発
言
を
、「
僕
」
は
次
の
よ
う
に
主
観
的
に
解
釈
す
る
。

「
お
母
さ
ん
、
も
う
、
い
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」と
又
細
君
が
情
な
い

と
云
ふ
調
子
で
云
ふ
。「
又
始
つ
た
」
と
い
ふ
や
う
に
僕
に
は
聴
き
な
さ

れ
た
。

細
君
の
隣
の
母
に
対
す
る
発
言
は
、
両
家
族
間
に
問
題
が
起
こ
ら
な
い
よ
う

に
収
め
よ
う
と
す
る
努
力
と
し
て
受
け
取
れ
る
が
、「
僕
」
は
こ
れ
に
自
分
の

隣
の
母
に
対
す
る
反
感
を
移
入
し
、
細
君
も
ま
た
隣
の
母
に
同
様
の
感
情
を

抱
い
て
い
る
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
。
細
君
の
意
図
が
ど
う
で
あ
る
か

に
は
関
わ
ら
な
い
「
僕
」
の
こ
の
よ
う
な
自
己
本
位
的
な
解
釈
は
、
鈴
と
の

関
係
性
に
お
い
て
、「
僕
」
が
恋
し
た
話
を
恋
さ
れ
た
話
と
転
換
し
た
こ
と
に

類
似
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
細
君
は
、
鈴
と
近
い
役
割
を
有
す
る
人
物
と

し
て
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

本
作
品
に
お
け
る
細
君
の
存
在
は
、「
僕
」
と
の
再
会
を
果
た
せ
て
い
る
点
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で
は
、
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
鈴
と
対
照
的
で
あ
る
が
、
作
品
内
の
対
立
す

る
関
係
性
の
中
で
特
別
な
位
置
を
占
め
て
い
る
点
や
、「
僕
」
の
語
り
を
相
対

化
す
る
役
割
を
果
た
す
点
で
、
鈴
に
類
似
し
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

三
．
三　
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
の
解
釈
の
齟
齬

祖
父
は
「
襖
」
に
お
い
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、

彼
の
聞
か
せ
る
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
は
本
作
品
に
お
い
て
大
き
な
意
味
合

い
を
持
っ
て
い
る
。

「
僕
」の
語
り
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
祖
父
が

「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」を
聞
か
せ
た
意
図
を
推
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
口

論
の
場
面
に
お
け
る
祖
父
の
「
僕
」
に
対
す
る
態
度
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ

も
ま
た
目
下
の
人
で
あ
る
「
僕
」
に
、
大
人
と
し
て
落
ち
着
い
た
対
応
を
促

す
保
護
者
と
し
て
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
節
で
は
、

逸
話
を
聞
か
せ
た
祖
父
の
意
図
を
探
る
よ
り
、
そ
の
逸
話
を
自
ら
要
約
し
、

そ
れ
を
「
適
切
な
話
」
と
し
て
解
釈
し
て
「
す
つ
か
り
気
分
を
直
し
て
」
し

ま
う
「
僕
」
の
意
識
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

ま
ず
、「
僕
」
は
祖
父
母
の
前
で
は
歌
舞
伎
俳
優
の
写
真
を
見
耽
ら
れ
な
い

で
い
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
に
と
っ
て
祖
父
と
祖
母
の
存
在
は
一
種
の
規
制
と

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ
の
規
制
は
祖
父
母
が

「
僕
」
に
課
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

祖
父
が
六
ヶ
敷
い
顔
を
し
て
ゐ
る
の
で
、
無
闇
と
口
出
し
も
な
ら
な
か

つ
た
。（
略
）
見
る
と
祖
母
は
こ
そ
〳
〵
と
黙
つ
て
食
事
を
し
て
ゐ
る
。

祖
母
も
僕
が
開
け
た
と
思
つ
て
る
に
相
違
な
い
と
思
ふ
と
益
々
腹
が
立

つ
。

「
僕
」
の
語
り
に
表
わ
れ
る
祖
父
と
祖
母
の
態
度
か
ら
は
、「
僕
」
を
規
制
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
二
人
の
様
子
を
窺
い
、
二
人
の

存
在
に
勝
手
な
自
己
規
制
を
し
て
い
る
の
は
「
僕
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

相
手
の
意
図
と
は
相
容
れ
な
い
「
僕
」
の
主
観
的
な
態
度
が
窺
え
る
。

一
方
、
口
論
の
場
面
に
お
い
て
「
僕
」
は
祖
父
母
を
含
む
周
り
か
ら
犯
人

と
さ
れ
て
い
る
と
思
い
込
み
、
自
分
の
潔
白
を
主
張
す
る
が
そ
れ
は
認
め
ら

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
僕
」
に
と
っ
て
、
祖
父
の
聞
か
せ
る
「
白
隠
禅
師

の
逸
話
」
は
、
白
隠
禅
師
が
子
供
の
親
で
な
か
っ
た
よ
う
に
、
自
分
も
犯
人

で
な
い
こ
と
を
祖
父
が
認
め
て
く
れ
た
と
受
け
取
ら
れ
、
そ
の
自
己
本
位
な

解
釈
に
よ
っ
て
「
僕
」
は
満
足
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
僕
」
は
他
者
か
ら
の
〈
見
ら
れ
方
〉
を
重

視
す
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
者
か
ら
の
〈
見
ら
れ
方
〉
は
、
多

分
に
主
観
的
な
基
準
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
祖
父
と
し
て
は
子
供
に
対
す
る
戒

め
と
し
て
聞
か
せ
た
逸
話
が
、
自
ら
を
大
人
と
し
て
扱
っ
て
ほ
し
い
「
僕
」

に
と
っ
て
は
信
頼
の
証
と
し
て
受
け
取
れ
ら
れ
る
と
い
う
、
意
図
と
そ
の
受

容
の
〈
対
照
性
〉
は
皮
肉
な
も
の
で
あ
り
、
読
者
に
は
齟
齬
が
感
じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
は
、
そ
の
後
の
「
僕
」
の
鈴
に
対
す
る
感
情
に
も
変

化
を
及
ぼ
し
て
い
る
。「
僕
」
は
口
論
の
場
面
で
、
自
己
弁
明
に
追
わ
れ
、
鈴

に
対
す
る
配
慮
は
少
し
も
見
せ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
逸
話
を
聞
い
た
直
後
に

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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丑
之
助
に
似
た
、
暢
気
ら
し
い
顔
の
鈴
は
す
つ
か
り
萎
れ
て
了
つ
た
。

ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
。
僕
は
急
に
可
哀
想
に
な
つ
て
何
か
云
つ
て
や
り

た
い
や
う
な
気
も
し
た
が
、
何
に
も
云
ひ
は
し
な
か
つ
た
。

鈴
が
本
当
に
「
萎
れ
て
」
し
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
僕
」

の
主
観
的
な
判
断
で
あ
り
、
信
憑
性
か
ら
し
て
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
問
題
性
は
差
し
置
い
て
も
、「
僕
」
が
鈴
を
「
急
に
可
哀
想
」
に
思
え
る

の
は
、
こ
の
引
用
部
の
す
ぐ
前
に
位
置
す
る
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
を
聞
い

て
祖
父
か
ら
の
信
頼
を
確
認
し
、
自
分
の
気
持
ち
を
落
ち
着
け
る
こ
と
が
で

き
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

急
に
気
分
を
変
え
、
鈴
を
可
哀
想
に
思
う
ま
で
の
変
貌
を
遂
げ
る
「
僕
」
の

姿
も
ま
た
祖
父
が
意
図
し
た
で
あ
ろ
う
大
人
と
し
て
の
対
応
と
は
程
遠
い
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
自
己
中
心
的
な
態
度
に
密
接
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鈴
と
の
関
係
に
お
け
る
快
不
快
と
細
君
に
対
す
る

好
悪
の
感
情
、
祖
父
と
の
関
係
に
お
け
る
快
不
快
と
も
分
け
ら
れ
る
「
僕
」

の
感
情
の
発
露
と
な
る
も
の
は
、
全
て
自
己
本
位
な
態
度
に
基
づ
く
他
者
へ

の
意
識
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
襖
」
に
見
ら
れ
る
「
僕
」
と
他
の
人
物
と
の

関
係
性
は
、「
僕
」
個
人
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
。
鈴
と
の
〈
恋
す
る
―
恋
さ

れ
る
〉
関
係
の
逆
転
、
祖
父
母
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
規
制
に
は
他
者
に

〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
拘
泥
す
る
「
僕
」
の
姿
が
、
ま
た
、
鈴
と
細
君
、
祖
父

母
と
の
関
係
性
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
は
「
僕
」
の
主
観
的
な
判
断
、
自

己
本
位
な
態
度
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
内
の
「
僕
」
の
語
り
に

お
け
る
問
題
性
か
ら
、「
僕
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
内
容
と
そ
こ
か
ら
読
み
取

れ
る
も
の
と
の
間
に
〈
対
照
性
〉
が
作
り
出
さ
れ
、「
襖
」
を
貫
く
も
の
と
し

て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
「
僕
」
の
語
り

か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
は
、「
僕
」
の
語
り
と
い
う
襖
越
し
に
あ
る
も
の
と
し

て
、
表
面
に
は
浮
か
び
上
が
っ
て
は
来
な
い
と
い
う
点
も
注
目
し
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。

四　

作
品
構
造
に
お
け
る
〈
対
照
性
〉

四
．
一
「
私
」
が
語
る
「
僕
」
の
話

本
作
品
の
枠
小
説
と
い
う
作
品
構
造
に
つ
い
て
宮
越
勉
は
、「
襖
」
が
「
一

人
称
の
物
語
」
で
な
く
、「〈
友
〉
が
語
る
と
い
う
形
式
」
を
取
る
こ
と
で
、

「
恋
さ
れ
た
話
」
の
「
嫌
味
を
巧
み
に
緩
和
さ
せ
る
操
作
と
し
て
効
を
奏
し
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る）
（1
（

。
枠
小
説
の
形
式
が
一
人
称
の
物
語
の
直
截
さ
を
補

う
と
い
う
指
摘
に
は
同
意
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
方
向
性
が
語
ら
れ
る
内

容
の
「
嫌
み
の
緩
和
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
指
摘
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
私
」
は
、「
僕
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
内
容
に
つ
い
て

何
の
同
調
も
見
せ
ず
、
傍
観
的
で
突
き
放
す
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
次
の
林
の
論
に
注
目
し
た
い
。

「
私
」
は
、
文
字
通
り
不
得
要
領
の
ま
ま
「
僕
が
恋
さ
れ
た
話
」
に
付
き

合
う
。
読
者
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
「
私
」
と
同
化
し
て
「
友
」
の
長
い

独
演
に
付
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
。（
略
）「
友
」
の
話
を
経
て
再
び
最

初
に
戻
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
こ
に
至
っ
て
も
、
聞
き
手
で
あ
り
仲
介

者
で
あ
る
「
私
」
は
、
物
語
の
物
語
ら
れ
る
に
足
る
価
値
に
つ
い
て
の

判
断
を
示
さ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
反
復
性
を
確
認
し
な
が
ら
、「
僕
が
恋

53



さ
れ
た
話
だ
よ
」
と
い
う
前
置
き
を
読
者
に
思
い
出
さ
せ
る
だ
け
で
あ

る
）
（（
（

。

林
の
、
作
品
前
半
（
以
下
、
枠
Ａ
）
に
お
い
て
、「
聞
き
手
で
あ
り
仲
介
者
で

あ
る
」「
私
」
と
読
者
が
抵
抗
な
く
「
僕
」
の
語
り
に
付
き
合
う
と
い
う
点
に

は
同
意
で
き
る
。
確
か
に
、
作
品
前
半
の
や
り
と
り
だ
け
で
は
、「
私
」
は

「
僕
」
の
話
に
何
ら
価
値
判
断
を
下
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
作
品
後
半
（
以

下
、
枠
Ｂ
）
に
お
け
る
「
私
」
の
態
度
に
は
、
価
値
判
断
は
見
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
枠
Ａ
に
お
い
て
、「
私
」
と
同
じ
立
場
で
聞
き
手
と
な
る
読
者
は
、

枠
Ｂ
の
一
文
に
よ
り
、
は
じ
め
て
「
私
」
の
示
す
「
僕
」
の
語
り
に
対
す
る

価
値
判
断
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
Ａ
と
枠
Ｂ

に
お
け
る
「
私
」
の
態
度
の
違
い
は
本
作
品
の
読
み
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
通
り
、
読
者
は
、「
僕
」
の
語
る
内
容
の
信
憑
性
を
疑
う
余
裕
も

な
く
、「
僕
」
の
語
り
に
付
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
枠
内
の
物
語
は
、

「
僕
」
の
主
観
的
な
態
度
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
恋
さ

れ
た
話
」
に
読
者
は
ど
こ
か
腑
に
落
ち
な
い
違
和
感
を
覚
え
な
が
ら
、
作
品

末
尾
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
枠
Ｂ
に
お
い
て
「
私
」
が
「
僕
」
の
語
る
内
容
に

は
同
調
を
見
せ
ず
、
む
し
ろ
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
よ
う
に
作
為
的
な「
僕
」

の
語
り
に
、
突
き
放
す
と
も
い
え
る
態
度
を
取
る
こ
と
で
、
読
者
に
こ
れ
ま

で
の
枠
内
の
物
語
が
信
頼
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
読
者
が
抱
い
て
い
た
疑
問
は
補
強
さ
れ
、
そ
の
問
題

は
「
僕
」
の
語
り
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
私
」
は
、
短
い
枠
外
の
中
で
、
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
態
度
に

よ
っ
て
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
。「
私
」
の
態
度
は
、
枠
内
の
物
語
が
あ
く

ま
で
「
僕
」
の
側
か
ら
語
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

読
者
が
枠
内
の
物
語
を
相
対
化
し
や
す
い
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
私
」
の
語
り
が
傍
観
的
で
突
き
放
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
で
「
僕
」
の
「
恋
さ
れ
た
話
」
に
対
す
る
熱
烈
さ
と
対
照
を

成
す
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
人
の
間
に
見
ら
れ
る
温
度

差
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
、
相
手
の
意
図
を
考
慮
す
る
こ
と
の
な
い

「
僕
」
の
自
己
本
位
な
態
度
を
浮
き
彫
り
に
す
る
材
料
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
枠
外
の
場
面
が
男
友
達
同
士
の
二

人
の
間
で
行
わ
れ
る
会
話
で
あ
る
点
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で

の
考
察
を
通
し
て
、「
僕
」
は
他
者
の
視
線
を
異
常
に
気
に
す
る
人
物
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
他
者
へ
の
意
識
は
「
私
」
と

の
間
に
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。「
僕
」
は
枠
内
の
語
り
に
お
い

て
明
確
に
聞
き
手
で
あ
る
「
私
」
を
想
定
し
た
話
し
方
を
し
て
お
り
、
自
分

の
話
が
あ
く
ま
で
も
「
恋
さ
れ
た
話
」
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
言
い
訳
を

何
回
も
繰
り
返
し
、
最
後
は
そ
れ
を
確
か
な
事
実
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
話
が
男
友
達
同
士
の
会
話
で
、「
私
」
と
い
う
友
達
を
意
識
し

た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
僕
」
の
物
語
は
「
恋
さ
れ
た
話
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

四
．
二　
「
襖
」
の
枠
組
み
と
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」

「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
は
、「
襖
」
の
作
品
構
造
か
ら
考
え
る
と
、
物
語
内

物
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
本
作
品
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
入
れ
子
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構
造
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
う
と
、

「
私
」
の
語
る
「
僕
」
の
話
と
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
は
、
相
似
形
を
成
し
て

い
る
と
考
え
る
。

祖
父
と
「
僕
」
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
祖
父
は
直
接
的
に
「
僕
」
の
潔

白
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
祖
父
が
「
僕
」
の
無

実
を
信
じ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
祖
父
の
語
る
「
白
隠
禅
師
の
逸

話
」
の
教
訓
性
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、「
白
隠
禅
師

の
逸
話
」を
聞
か
せ
る
行
為
を
通
し
て
、細
君
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、隣

部
屋
と
の
口
論
を
終
わ
ら
せ
た
い
、「
僕
」
の
興
奮
を
落
ち
つ
か
せ
た
い
と
い

う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
を
聞
い
て
、「
兎
に
角
適
切

な
話
」
と
解
釈
し
、「
す
つ
か
り
気
分
を
直
し
て
」、
鈴
を
「
急
に
可
哀
想
に
」

思
う
ま
で
の
変
貌
を
遂
げ
る
の
は「
僕
」の
方
の
一
方
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
祖
父
と
「
僕
」
の
間
に
温
度
差
が
あ
る
。

一
方
、「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
と
は
異
な
り
、「
私
」
と
「
僕
」
の
関
係
性

で
は
、「
僕
」
が
語
り
手
に
回
っ
て
い
る
。
語
り
手
の
「
僕
」
は
、
自
分
の

「
恋
さ
れ
た
話
」
を
「
私
」
に
聞
か
せ
る
が
、
そ
れ
を
聞
く
「
私
」
は
そ
の
話

に
興
味
や
同
意
の
意
を
全
く
示
し
て
お
ら
ず
、
語
り
の
中
で
傍
観
的
で
突
き

放
す
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
そ
の
よ
う
な
相
手
の
反
応
に
は

構
わ
ず
、
た
だ
自
分
が
伝
え
た
い
内
容
を「
ち
や
ん
と
ま
と
ま
り
を
つ
け
て
」

語
り
終
わ
ら
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
祖
父
と
の
関
係
性
と
は
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
、「
僕
」
と
「
私
」
と
の
間
に
温
度
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。「
僕
」
は
聞
き
手
の
場
合
に
お
い
て
も
、
語
り
手
の
場
合
に
お
い
て
も
相

手
の
意
図
に
は
鈍
感
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
僕
」
は
、
相
手
か
ら
の
〈
視
線
〉〈
見
ら
れ

方
〉
に
異
常
に
拘
る
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
自
己
本
位
的
な
態
度
や
主

観
的
な
解
釈
を
見
せ
る
矛
盾
を
孕
む
人
物
で
あ
っ
た
。「
襖
」に
お
け
る「
私
」

の
語
り
と
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」
は
、「
僕
」
と
い
う
人
物
を
中
心
に
、
語
り

手
と
聞
き
手
と
の
間
に
流
れ
る
温
度
差
を
通
し
て
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
す
る

「
僕
」
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
と
め
る
と
、「
襖
」
に
お
け
る
入
れ
子
構
造
は
、「
僕
」
が
語
り
手
と
な

る
枠
外
と
「
僕
」
が
聞
き
手
と
な
る
物
語
内
物
語
の
「
白
隠
禅
師
の
逸
話
」

を
お
互
い
に
相
対
化
す
る
機
能
を
有
し
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
構
成
に
よ
り

枠
内
の
「
僕
」
の
語
り
自
体
を
も
相
対
化
し
得
る
材
料
と
し
て
受
け
取
れ
る

の
で
あ
る
。
林
は
、「
襖
」
の
作
品
構
造
に
つ
い
て
「
当
時
の
小
説
と
し
て
は

や
や
古
風
な
語
り
の
形
式
に
よ
っ
て
い
る）
（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
は
枠
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、
枠
内
の
「
僕
」
の
語

り
を
前
後
に
、
枠
外
に
お
け
る
語
り
手「
私
」の
態
度
に
変
化
が
見
ら
れ
、
こ

の
態
度
の
変
化
こ
そ
が
枠
内
の
読
み
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ

た
。
単
純
な
枠
小
説
で
は
な
く
、
入
れ
子
構
造
と
い
う
二
重
の
構
成
に
よ
る

効
果
を
も
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
襖
」
は
、「
や
や
古
風
な
語
り
の

形
式
」
の
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
複
雑
な
構
造
を
持
つ

と
い
え
よ
う
。

※ 

本
文
の
引
用
は
、『
志
賀
直
哉
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
～
一
九
九

九
年
）
に
拠
っ
た
。
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注（1
）　

し
げ
し
「
十
一
月
の
小
説
と
戯
曲
」（「
三
田
文
学
」
一
九
一
一
年
一
二
月
）

（
2
）　

白
石
実
三
「
雑
誌
月
評
」（「
文
章
世
界
」
一
九
一
一
年
一
二
月
）

（
3
）　

宮
本
和
吉
「
十
月
の
小
説
」（「
新
小
説
」
一
九
一
一
年
十
一
月
）

（
4
）　

臼
川
「
青
鉛
筆
―
十
月
の
文
藝
―
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
一
一
年
十
一

月
）

（
5
）　

無
記
名
（「
三
田
文
学
」
一
九
一
一
年
十
一
月
）

（
6
）　

吉
田
精
一
「
白
樺
に
於
け
る
志
賀
直
哉
」（『
志
賀
直
哉
』
日
本
文
学
研
究
資

料
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
）

（
7
）　

高
田
瑞
穂
「
解
説
」（『
暗
夜
行
路
』
旺
文
社
、
一
九
六
五
年
）

（
8
）　

江
頭
彦
造
「
志
賀
直
哉
研
究
序
説
」（『
日
本
文
学
研
究
大
成
・
志
賀
直
哉
』

日
本
文
学
研
究
大
成
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）

（
9
）　

林
廣
親
「『
襖
』
の
モ
チ
ー
フ
と
方
法
―
志
賀
直
哉
の
〈
文
学
〉
覚
え
書
き
」

（「
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
三
九
号
、
二
〇
〇
六
年
）

（
10
）　

宮
越
勉「
初
期
作
品
・
未
定
稿
の
問
題
―
小
説
作
法
を
中
心
に
―
」（『
志
賀

直
哉
』
武
蔵
野
書
房
、
一
九
九
一
年
）

（
11
）　

林
前
掲
論

（
12
）　

林
前
掲
論

（
ゆ
ん
・
み
ら　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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