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太
宰
治
『
駈
込
み
訴
へ
』
の
表
現

│
人
物
呼
称
と
評
価
語
彙
「
美
し
い
」
を
中
心
に
│

増
　
田
　
正
　
子

一
、
は
じ
め
に

太
宰
治
の
小
説
に
は
、「
語
り
」
と
り
わ
け
「
一
人
称
独
白
体
」
の
形
式
を
持
つ
も
の
が
一
定
数
あ
る
。
か
つ
て
、
太
宰
治
の
『
駈
込
み
訴
へ
』
に
つ
い
て
拙
稿
「
太

宰
治
の
表
現
│『
駈
込
み
訴
へ
』
に
お
け
る
独
白
体
│
」
で
分
析
を
試
み
た）

1
（

。
そ
の
後
、
国
語
教
育
に
携
わ
り
つ
つ
も
、
表
現
論
へ
の
関
心
は
続
い
て
い
る
。
拙
稿
の

冒
頭
に
も
引
用
し
た
吉
本
隆
明
の
言
葉
〈
こ
の
時
期
の
話
体
の
作
家
の
う
ち
《
私
》
意
識
の
解
体
と
劃か
く
い
つ
か

一
化
と
い
う
契
機
を
崩
壊
と
か
風
化
で
は
な
く
、
積
極
的
な
意

味
で
構
成
的
な
話
体
の
意
識
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
太
宰
治
だ
け
だ
っ
た）

2
（

〉
を
起
点
と
し
て
、
再
度
問
い
返
す
べ
く
、
新
た
な
論
を
試
み
た
。

拙
稿
の
発
表
か
ら
数
十
年
間
、
太
宰
文
学
の
研
究
は
様
々
な
領
域
で
進
ん
で
い
る
が
、
表
現
論
や
「
語
り
」
の
研
究
に
関
し
て
は
い
ま
だ
解
明
す
べ
き
課
題
は
残
し

一
、
は
じ
め
に

二
、
先
行
研
究
の
ま
と
め

三
、
人
物
呼
称
の
数
と
場
面
、
意
味
づ
け

四
、
評
価
語
彙
「
美
し
い
」
を
中
心
に

五
、
お
わ
り
に

二
五
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て
い
る
。
拙
稿
「
太
宰
治
の
表
現
│『
駈
込
み
訴
へ
』
に
お
け
る
独
白
体
│
」
で
は
、
場
面
構
成
に
よ
る
分
析
、
語
り
の
場
（
物
語
言
説
）
と
物
語
の
場
（
物
語
内
容
）

の
ず
れ
を
問
題
と
し
独
白
体
の
表
現
構
造
を
中
心
に
論
じ
た
が
、
枠
組
み
の
提
示
に
留
ま
っ
て
い
た
。

本
稿
の
目
的
は
、
人
物
呼
称
を
中
心
と
し
た
分
析
に
よ
り
、「
語
り
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
行
文
献
に
知
見
を
得
つ
つ
、
呼
称
の
あ
ら
わ
れ

方
と
表
現
の
場
面
、
ま
た
ユ
ダ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
感
情
の
変
化
と
の
関
係
、
さ
ら
に
「
聞
き
手
」
意
識
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
。
ま
た
、
人
物
呼
称
と
関
連
し
、
キ
リ

ス
ト
に
対
す
る
評
価
語
と
し
て
の
「
美
し
い
」
他
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

二
、
先
行
研
究
の
ま
と
め

『
駈
込
み
訴
へ
』
は
昭
和
十
五
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
中
編
小
説
で
あ
る
。
太
宰
が
盃
を
含
み
な
が
ら
憑
依
し
た
か
の
よ
う
に
一
晩
で
一
気
に
語
り
、
そ
れ
を
口
述

筆
記
さ
せ
、
そ
の
後
の
改
変
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
も
有
名
で
あ
る
。

「
駈
込
み
」
訴
え
る
と
い
う
語
り
の
ス
タ
イ
ル
で
、「
聖
書
」
の
ユ
ダ
の
裏
切
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
現
実
家
」
の
ユ
ダ
は
弟
子
の
一
人
と
し
て
つ
き
従
っ

て
い
る
が
、「
人
の
子
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
を
愛
し
、
同
じ
人
間
と
し
て
「
寂
し
さ
」
を
通
わ
せ
あ
え
る
こ
と
を
切
望
し
た
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
同
じ
男
性
で

同
年
齢
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
「
対
等
意
識
」
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
を
「
美
し
い
人
」「
正
し
い
人
」「
優
美
な
人
」
と
呼
ぶ
ユ
ダ
は
「
精
神
家
」
と
し
て
崇
敬
と
愛

を
抱
く
が
、
最
後
の
晩
餐
で
「
潔き
よ

く
な
い
」
と
自
身
を
否
定
さ
れ
復
讐
を
決
意
す
る
。
そ
し
て
「
金
」
で
の
裏
切
り
と
キ
リ
ス
ト
か
ら
疎
ま
れ
て
い
た
商
人
と
し
て
の

名
乗
り
を
あ
げ
「
訴
へ
」
を
完
遂
さ
せ
る
。
聞
き
手
で
あ
る
「
旦
那
さ
ま
」
へ
の
一
方
向
の
訴
え
で
あ
り
、「
駈
込
み
」
と
い
う
肉
体
化
さ
れ
た
リ
ズ
ム
で
一
気
に
語

ら
れ
る
が
、
文
体
は
丁
寧
体
・
常
体
が
混
在
し
、
感
嘆
符
や
短
文
が
あ
る
一
方
、
四
字
熟
語
を
含
む
講
談
調
の
調
子
の
よ
い
語
り
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
信
じ
な
い
」

「
わ
か
ら
な
い
」「
い
や
」「
違
う
」「
け
れ
ど
も
」
等
の
否
定
形
、
と
り
わ
け
前
言
を
撤
回
す
る
表
現
が
頻
出
す
る
。
終
結
部
で
ユ
ダ
が
「
金
が
欲
し
く
て
訴
え
出
た
の

で
は
な
い
」
と
い
う
発
言
を
撤
回
し
、
一
転
「
金
」
を
受
け
取
る
意
思
を
示
し
、「
ち
っ
と
も
愛
し
て
は
い
な
か
っ
た
」「
嘘
ば
か
り
申
し
上
げ
ま
し
た
」
と
語
る
が
、

逆
に
ユ
ダ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
が
「
真
実
」
で
あ
る
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。

作
品
の
発
表
以
来
、
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
語
り
」
及
び
表
現
論
を
中
心
に
と
り
あ
げ
る
。
磯
貝
英
夫
氏
は
〈
精
神
的
な
も
の
へ
の
無
償
の
純

粋
な
愛
を
持
つ
俗
人
・
現
実
家
と
い
う
矛
盾
し
た
人
格
設
定
が
そ
こ
に
現
れ
る
〉
と
し
〈
ユ
ダ
の
、
イ
エ
ス
に
対
す
る
、
愛
と
憎
、
牽
引
と
軽
蔑
、
情
念
と
認
識
な
ど
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の
間
で
揺
れ
動
く
心
情
〉
や
〈
同
年
の
男
と
し
て
の
ジ
ェ
ラ
シ
イ
〉
に
マ
リ
ヤ
も
加
わ
り
〈
一
人
の
人
物
の
内
部
葛
藤
を
多
面
化
〉
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
〈
独
白
的
告
白
と
い
う
表
現
手
段
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
し
ゃ
べ
り
芸
と
い
う
作
者
の
得
意
芸
を
十
分
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
刻
々
に
ゆ
れ
動
き
、
ま
た
、

う
ち
重
な
る
矛
盾
的
な
心
理
の
す
べ
て
に
、
論
理
性
や
客
観
性
な
ど
に
つ
い
て
の
わ
ず
ら
い
は
最
小
限
に
し
て
、
こ
と
ば
を
あ
た
え
る
こ
と
に
、
成
功
し
た
の
で
あ

る
〉
と
評
価
す
る）

3
（

。

ま
た
森
厚
子
氏
は
〈《
回
想
の
中
の
ユ
ダ
》
と
《
語
り
つ
つ
あ
る
現
在
の
ユ
ダ
》
が
そ
の
独
白
に
お
い
て
は
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
〉
と
分
析
さ
れ
、
語
り
の
中
で
、

ユ
ダ
が
〈
あ
の
人
を
私
が
殺
す
〉
と
い
う
行
為
の
必
然
性
は
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
至
る
二
つ
の
道
筋
を
指
摘
さ
れ
る
。

森
氏
の
分
析
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
ユ
ダ
の
訴
え
の
理
由
は
〈
美
し
か
っ
た
あ
の
人
が
醜
態
を
演
じ
た
↓
他
人
の
手
で
殺
さ
せ
る
位
な
ら
私
が
殺
そ
う
〉
と
〈
あ
の

人
は
私
を
憎
み
軽
蔑
し
て
い
る
↓
生
か
し
て
お
け
な
い
〉
の
二
つ
で
あ
り
、
前
者
は
〈
愛
の
行
為
〉、
後
者
は
〈
憎
し
み
（
復
讐
）〉
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
愛
の
行
為
と

復
讐
と
い
う
相
反
す
る
命
名
〉
が
〈《
私
が
あ
の
人
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
一
つ
の
決
意
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
〉
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
〈
愛
と

憎
の
轉
化
〉
が
あ
り
、
そ
の
軸
と
し
て
「
わ
か
る
」「
知
る
」
と
い
う
表
現
を
指
摘
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
「
わ
か
る
」「
わ
か
っ
て
ほ
し
い
」
ユ
ダ
と
「
知
ら
な
い
」「
わ

か
ら
な
い
」
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
「
永
遠
に
解
け
あ
う
こ
と
が
な
い
」「
火
と
水
の
関
係
」
と
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
わ
か
り
あ
え
な
い
」
断
絶
に
つ
い
て
、

「
口
惜
し
い
」
思
い
を
抱
き
つ
つ
、
最
後
ま
で
〈
愛
し
憎
む
の
か
、
何
故
殺
し
自
分
も
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
〉
は
解
決
で
き
ず
〈
ど
こ
ま
で
も
虚
像
で
し
か

な
い
言
葉
の
中
に
唯
一
つ
の
真
実
を
模
索
し
続
け
混
乱
す
る
し
か
な
い
〉
と
さ
れ
る
。
商
人
と
し
て
金
で
売
る
と
い
う
結
末
は
、〈
語
る
こ
と
に
よ
る
模
索
を
放
棄
し

た
結
果
得
ら
れ
た
も
の
〉
と
い
う
解
釈
で
あ
る）

4
（

。

木
村
小
夜
氏
は
森
氏
の
〈
ど
こ
ま
で
も
虚
像
で
し
か
な
い
言
葉
の
中
に
唯
一
つ
の
真
実
を
模
索
し
続
け
混
乱
す
る
し
か
な
い
〉
語
り
に
関
し
て
、〈
自
ら
を
回
想
す

る
告
白
と
は
、
所
詮
は
一
方
向
に
収
斂
し
な
い
過
去
を
あ
え
て
現
在
に
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
語
り
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
と

述
べ
ら
れ
る）

5
（

。

こ
の
よ
う
に
「
語
り
」
や
表
現
論
の
焦
点
は
、
語
り
の
場
（
現
在
）
と
語
ら
れ
る
（
過
去
）
と
の
重
な
り
、
語
る
過
程
で
の
認
識
の
変
化
や
訴
え
の
完
遂
と
語
り
の

関
係
で
あ
る
よ
う
だ
。

人
物
呼
称
に
つ
い
て
は
野
松
循
子
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
る）

6
（

。
語
彙
の
数
量
的
な
調
査
を
基
に
、〈
こ
う
し
た
叙
述
法
の
上
に
、『
駈
込
み
訴
へ
』
が
訴
え
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
対
イ
エ
ス
と
い
う
対
立
図
式
で
は
な
く
、
太
宰
的
滅
び
の
美
学
で
祭
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
を
、
ユ
ダ
の
側
の
激
し
い
愛
慕
に
委
ね
て
、
逆
照
射

す
る
表
現
形
式
で
そ
れ
を
よ
り
強
調
し
よ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
〉
と
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
〈
読
み
手
の
わ
れ
わ
れ
も
知
ら
ず
知
ら
ず
に
味
わ
わ
さ
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れ
、
同
化
を
強
い
ら
れ
て
く
る
と
い
う
巧
み
さ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
〉
と
し
て
〈
ユ
ダ
の
語
り
か
ら
激
し
く
突
き
上
げ
、
噴
出
さ
れ
て
い
る
「
あ
の
人
」
キ
リ
ス
ト

へ
の
あ
つ
い
思
い
に
〈
憑
依
〉
し
た
思
い
を
鑑
み
る
と
き
、
逆
説
的
に
仮
託
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
へ
の
「
愛
」
が
主
旋
律
と
し
て
訴
え
か
け
て
こ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
〉
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

木
村
小
夜
氏
の
研
究
展
望
を
参
考
に
挙
げ
る
。

〈
ユ
ダ
に
よ
る
内
的
彷
徨
の
吐
露
は
そ
れ
自
体
、
矛
盾
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
が
、
一
つ
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
常
に
も
う
一
方
の
こ
と
が
取
り
落
と

さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
な
か
で
、
そ
こ
に
あ
る
恣
意
的
な
文
脈
で
自
他
を
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
や
言
葉
に
よ
る
事
実
の
《
合
理
化
》
も
生
じ
て
く
る
。
ユ
ダ
の
語
り

は
そ
の
よ
う
な
《
思
惟
が
言
葉
を
置
き
去
り
に
し
て
走
》
っ
た
（「
風
の
便
り
」
昭
和
十
六
年
十
二
月
）
結
果
の
饒
舌
と
は
い
え
ま
い
か
。
二
項
対
立
を
越
え
た
新
た

な
視
点
か
ら
の
、
イ
エ
ス
と
ユ
ダ
の
関
係
解
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る）

7
（

〉

以
上
の
先
行
文
献
に
知
見
を
得
つ
つ
、
本
稿
で
は
人
物
呼
称
と
「
美
し
い
」
の
評
価
語
を
中
心
に
分
析
・
考
察
を
行
う
。

三
、
人
物
呼
称
の
数
と
場
面
、
意
味
づ
け

テ
ク
ス
ト
の
人
物
呼
称
の
出
現
傾
向
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
ユ
ダ
は
キ
リ
ス
ト
を
基
本
的
に
は
「
あ
の
人
」
と
呼
び
全
文
中
で
計
132
回
、
そ
れ
に
対
し
て
「
私
」（
ユ

ダ
に
関
わ
る
一
人
称
）
は
188
回
で
あ
る
。
遠
称
「
あ
の
人
」
の
多
用
に
よ
り
「
キ
リ
ス
ト
」
と
の
一
定
の
距
離
を
示
す
が
、
回
想
②
の
二
人
だ
け
の
春
の
海
辺
の
会
話

の
場
面
で
は
「
あ
な
た
」（
8
回
）
と
呼
び
か
け
る
。
し
か
し
、「
私
」
の
求
愛
と
も
い
え
る
申
し
出
は
「
あ
の
人
」
か
ら
他
の
弟
子
た
ち
の
事
情
を
理
由
に
拒
絶
さ
れ

る
。
さ
ら
に
回
想
③
6
日
前
の
マ
リ
ヤ
の
油
壷
事
件
で
は
、「
あ
の
人
」
の
マ
リ
ヤ
に
対
す
る
様
子
に
ジ
ェ
ラ
シ
イ
を
感
じ
「
口
惜
し
い
」（
3
回
）
と
語
る
。（「
口
惜

し
い
」「
寂
し
い
」
等
の
ユ
ダ
の
心
情
に
つ
い
て
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
表
に
記
載
し
て
い
な
い
）
次
の
回
想
④
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
の
場
面
で
は
、
キ
リ
ス
ト
の
姿

に
対
し
て
近
称
「
こ
の
人
」
が
2
回
使
用
さ
れ
、
醜
態
・
憐
憫
と
い
っ
た
感
情
を
表
出
す
る
。
さ
ら
に
回
想
⑤
最
後
の
晩
餐
の
場
面
で
は
、
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
自
分

と
同
じ
く
「
寂
し
い
」
と
と
ら
え
「
あ
な
た
」
の
二
人
称
が
10
回
出
現
し
、
再
び
強
い
「
愛
」
を
示
す
。
し
か
し
、
最
後
の
晩
餐
の
洗
足
の
場
面
で
は
、
他
の
弟
子
た

ち
の
前
で
キ
リ
ス
ト
に
「
潔
く
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
、
先
に
よ
み
が
え
っ
た
強
い
「
愛
」
は
「
憎
」
に
振
れ
、「
復
讐
の
鬼
」
と
化
す
。
つ
い
に
は
キ
リ
ス
ト
を
「
あ

い
つ
」（
計
4
回　

回
想
⑤
2
回　

結
尾
部
2
回
）「
あ
れ
」（
1
回
）
と
呼
び
、
小
鳥
の
囀
り
へ
の
言
及
な
ど
に
み
ら
れ
る
混
乱
は
あ
り
な
が
ら
、
疎
ま
れ
て
い
た
商

二
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人
を
初
め
て
名
乗
り
訴
え
を
完
遂
す
る
。

改
行
が
極
め
て
少
な
い
本
文
の
た
め
便
宜
上
、
場
面
分
け
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
各
場
面
の
冒
頭
と
結
末
の
文
章
、
総
文
字
数
、
文
数
、
呼
称
の
頻
度
と
し
て
使
用

回
数
を
挙
げ
て
い
る
。

全
体
と
し
て
、
冒
頭
部
Ａ
と
結
尾
部
Ｂ
が
語
り
の
現
在
で
あ
り
、
そ
の
中
に
回
想
が
①
〜
⑤
と
時
系
列
（
古
い
も
の
か
ら
）
で
並
べ
ら
れ
る
。

一
文
の
平
均
文
字
数
は
、
Ａ
と
Ｂ
は
（
Ａ　

5･

81
、
Ｂ　

18･

1
）
と
他
の
場
面
に
比
べ
て
短
文
化
が
顕
著
で
あ
る
。「
駈
込
み
」「
訴
へ
」
て
い
る
様
子
で
、
興

奮
し
た
性
急
な
口
調
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
旦
那
さ
ま
」
と
い
う
語
が
、
最
後
の
場
面
Ｂ
に
5
回
と
多
い
こ
と
は
、
訴
え
の
完
遂
と
し
て
訴
え
の
相
手
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。「
旦
那
さ
ま
」
は
回
想
①
②
⑤
で
は
出
現
し
な
い
。
こ
れ
は
、
聞
き
手
意
識
が
減
衰
し
て
、
物
語
場
面
に
没
入
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
あ
の
人
」
は
132
回
、
様
々
な
感
情
を
含
み
こ
む
呼
称
で
全
体
に
渡
る
。「
あ
」
系
の
呼
称
は
遠
称
で
あ
り
、
対
象
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
持
ち
な
が
ら
、
読
者
の

想
定
内
の
人
物
を
示
す
が
、
明
示
さ
れ
ず
読
者
を
宙
づ
り
状
態
に
す
る
。
ち
な
み
に
遠
藤
周
作
の
小
説
『
沈
黙
』
で
同
じ
く
キ
リ
ス
ト
に
対
し
て
「
あ
の
人
」
と
い
う

呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る）

8
（

。
本
テ
ク
ス
ト
で
は
「
あ
の
人
」
の
呼
称
に
込
め
ら
れ
た
感
情
は
変
化
し
、
時
に
は
他
の
呼
称
に
変
化
し
て
い
く
。

一
人
称
の
「
私
」
が
188
回
と
多
い
の
は
「
あ
の
人
」
と
向
き
合
う
「
私
」
の
自
意
識
の
表
れ
で
あ
り
「
対
等
意
識
」
と
繋
が
る
。

各
場
面
の
語
り
の
最
後
に
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
強
い
負
（
怒
り
・
憎
し
み
等
）
の
感
情
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
分
析
の
た
め
の
場
面
分
け
で
あ
る
が
、
回
想
場
面
の

最
後
に
強
い
負
（
怒
り
・
憎
し
み
等
）
の
感
情
が
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
次
の
場
面
の
正
負
の
振
幅
が
大
き
く
な
る
可
能
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
場
面
の
文
例
に
即
し
て
考
察
を
試
み
る
。

申
し
上
げ
ま
す
。
旦
那
さ
ま
。
あ
の
人
は
、
酷
い
。
酷
い
。
は
い
。
厭
な
奴
で
す
。
悪
い
人
で
す
。
あ
あ
。
我
慢
な
ら
な
い
。
生
か
し
て
置
け
ね
え
。

冒
頭
部
は
「
駈
込
み
」「
訴
へ
」
る
と
い
う
切
迫
感
と
躍
動
感
に
満
ち
た
表
現
で
あ
る
。「
旦
那
さ
ま
」（
役
人
）
へ
の
相
手
意
識
に
よ
り
「
申
し
上
げ
ま
す
」
と
謙

譲
語
で
始
ま
る
が
、
興
奮
状
態
の
た
め
か
「
あ
の
人
は
、
酷
い
」
と
常
体
か
つ
短
文
で
あ
り
、「
酷
い
」
が
反
復
さ
れ
る
。
ま
た
、
す
ぐ
に
「
は
い
」
と
訴
え
の
場
面

に
引
き
戻
さ
れ
「
厭
な
奴
で
す
」
と
敬
体
に
な
る
。
し
か
し
、
再
び
「
あ
あ
。
我
慢
な
ら
な
い
。
生
か
し
て
置
け
ね
え
」
と
怒
り
が
露
わ
に
な
り
自
己
の
感
情
に
没
入

し
た
表
現
と
な
る
。
そ
の
後
「
旦
那
さ
ま
」
の
呼
び
か
け
に
呼
応
す
る
よ
う
に
「
は
い
。
は
い
。
落
ち
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
の
人
を
、
生
か

二
九
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表　各場面における文の長さ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼称・評価語・始めと結びの表現

種類 具体的項目 冒頭部A
駆け込み訴える場面

回想①
今までの事

回想②
春の海辺

回想③
マリヤの油壷事件
（6日前）

回想④
エルサレム入城
（あくる日）

回想⑤
最後の晩餐
（きのう）

結尾部B
回想後に訴える場面 計

文の長さ 総文字数 64 1693 1907 2622 2524 3459 1267
文数 11 55 63 88 57 94 70
１文の平均文字数 5.81 30.78 30.26 29.79 44.28 36.79 18.1

呼称
（人称）

旦那さま 1 2 1 5 9
あの人 1 23 25 31 15 26 11 132
私 28 31 36 14 55 24 188
あなた 8 1 10 19
この人 2 2
あいつ 2 2 4
あれ 1 1
奴 1 1 2

キリストに対
する評価語
（抜粋）
愛・尊敬

美しい（美を含むもの） 2 4 1（美しく） 1（美しかった） 8
優美 1 1
優しい 1 1 1 1 4
愛している ( 愛） 7 2 8 2（否定形） 19

キリストに対
する評価語
（抜粋）
憎・軽蔑

酷い 2 1（ひどい） 3
厭な 1 1（いやな） 2
悪い 1 1 2
傲慢 1 1 2
自惚れ屋 1 1 2
嘘つき 1 1 2
出鱈目 1 1 2
だらしない 1 1
ヤキがまわった 2 2
見込みがない 1 1
凡夫 1 1
ただの人だ 1 1
落ち目 1 1
薄汚くさえ思う 1 1
狂った 1 1

本文 各場面の
始めの表現

申し上げます。旦那
さま。あの人は酷
い。酷い。はい。厭
な奴です。悪い人で
す。ああ、我慢なら
ない。生かして置け
ねえ。

はい、はい、落ち着
いて申し上げます。
あの人を、生かして
置いてはなりませ
ん。世の中の仇で
す。はい。何もか
も、すっかり、全
部、申し上げます。

一度、あの人が、春
の海辺をぶらぶら歩
きながら、ふと、私
の名を呼び、「おま
えにも、お世話にな
るね。おまえの寂し
さは、わかってい
る。

旦那さま。私はあの
人の居所を知ってお
ります。ご案内申し
上げます。

旦那さま　泣いたり
してお恥ずかしゅう
思います。はい。も
う泣きませぬ。はい
はい。落ちついて申
し上げます。そのあ
くる日、私たちは
愈々あこがれのエル
サレムに向ひ、出発
いたしました。

祭司長や民の長老た
ちが、大祭司カヤパ
の中庭にこっそり集
まって、あの人を殺
すことを決議したと
か、きのう町の物売
りから聞きました。

旦那さま、あいつは
私に、おまえのなす
べきことを速やかに
為せといいました。
私はすぐに料亭から
走り出て、夕闇の道
をひた走りに走り、
ただいまここに参り
ました。そうして急
ぎ、このとおり訴え
申し上げました。

本文 各場面の
結びの表現

あの人は、いつも私
に意地悪くしむける
のです。

あの人は、私の無報
酬の、純粋の愛情
を、どうして受け
取ってくださらぬの
か。ああ、あの人を
殺してください。

他人の手で殺させた
くない。あの人を殺
して私も死ぬ。

いい気なもんだ。も
はや、あの人の罪は
まぬかれぬ。必ず十
字架。それに決まっ
た。

それがあいつのせめ
てもの腹いせだった
のか。ははん。ばか
な奴だ。

はい、はい。申しお
くれました。私の名
は、 商 人 の ユ ダ。
へっへ。イスカリオ
テのユダ。

三
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表　各場面における文の長さ・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼称・評価語・始めと結びの表現

種類 具体的項目 冒頭部A
駆け込み訴える場面

回想①
今までの事

回想②
春の海辺

回想③
マリヤの油壷事件
（6日前）

回想④
エルサレム入城
（あくる日）

回想⑤
最後の晩餐
（きのう）

結尾部B
回想後に訴える場面 計

文の長さ 総文字数 64 1693 1907 2622 2524 3459 1267
文数 11 55 63 88 57 94 70
１文の平均文字数 5.81 30.78 30.26 29.79 44.28 36.79 18.1

呼称
（人称）

旦那さま 1 2 1 5 9
あの人 1 23 25 31 15 26 11 132
私 28 31 36 14 55 24 188
あなた 8 1 10 19
この人 2 2
あいつ 2 2 4
あれ 1 1
奴 1 1 2

キリストに対
する評価語
（抜粋）
愛・尊敬

美しい（美を含むもの） 2 4 1（美しく） 1（美しかった） 8
優美 1 1
優しい 1 1 1 1 4
愛している ( 愛） 7 2 8 2（否定形） 19

キリストに対
する評価語
（抜粋）
憎・軽蔑

酷い 2 1（ひどい） 3
厭な 1 1（いやな） 2
悪い 1 1 2
傲慢 1 1 2
自惚れ屋 1 1 2
嘘つき 1 1 2
出鱈目 1 1 2
だらしない 1 1
ヤキがまわった 2 2
見込みがない 1 1
凡夫 1 1
ただの人だ 1 1
落ち目 1 1
薄汚くさえ思う 1 1
狂った 1 1

本文 各場面の
始めの表現

申し上げます。旦那
さま。あの人は酷
い。酷い。はい。厭
な奴です。悪い人で
す。ああ、我慢なら
ない。生かして置け
ねえ。

はい、はい、落ち着
いて申し上げます。
あの人を、生かして
置いてはなりませ
ん。世の中の仇で
す。はい。何もか
も、すっかり、全
部、申し上げます。

一度、あの人が、春
の海辺をぶらぶら歩
きながら、ふと、私
の名を呼び、「おま
えにも、お世話にな
るね。おまえの寂し
さは、わかってい
る。

旦那さま。私はあの
人の居所を知ってお
ります。ご案内申し
上げます。

旦那さま　泣いたり
してお恥ずかしゅう
思います。はい。も
う泣きませぬ。はい
はい。落ちついて申
し上げます。そのあ
くる日、私たちは
愈々あこがれのエル
サレムに向ひ、出発
いたしました。

祭司長や民の長老た
ちが、大祭司カヤパ
の中庭にこっそり集
まって、あの人を殺
すことを決議したと
か、きのう町の物売
りから聞きました。

旦那さま、あいつは
私に、おまえのなす
べきことを速やかに
為せといいました。
私はすぐに料亭から
走り出て、夕闇の道
をひた走りに走り、
ただいまここに参り
ました。そうして急
ぎ、このとおり訴え
申し上げました。

本文 各場面の
結びの表現

あの人は、いつも私
に意地悪くしむける
のです。

あの人は、私の無報
酬の、純粋の愛情
を、どうして受け
取ってくださらぬの
か。ああ、あの人を
殺してください。

他人の手で殺させた
くない。あの人を殺
して私も死ぬ。

いい気なもんだ。も
はや、あの人の罪は
まぬかれぬ。必ず十
字架。それに決まっ
た。

それがあいつのせめ
てもの腹いせだった
のか。ははん。ばか
な奴だ。

はい、はい。申しお
くれました。私の名
は、 商 人 の ユ ダ。
へっへ。イスカリオ
テのユダ。

三
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し
て
置
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
」
と
続
く
。
こ
の
よ
う
に
、「
訴
へ
」
は
愛
と
憎
、
尊
敬
と
軽
蔑
の
両
極
に
わ
た
り
、
評
価
も
「
傲
慢
」「
自
惚
れ
や
」
か
ら
「
美
し
い
人
」

と
大
き
く
振
れ
る
。

「
あ
な
た
」
は
19
回
で
あ
る
。
回
想
場
面
②
海
辺
の
場
面
と
最
後
の
晩
餐
の
場
面
⑤
に
多
く
見
ら
れ
る
。
②
春
の
海
辺
の
場
面
は
ユ
ダ
に
と
っ
て
は
最
も
幸
せ
な
記

憶
と
し
て
、
他
者
を
介
在
さ
せ
ず
キ
リ
ス
ト
に
直
接
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
聞
き
手
（
旦
那
さ
ま
）
は
消
去
さ
れ
、「
あ
な
た
」
は
尊
敬
・
愛
を
強
く
含
む
呼
称

と
な
る
。
し
か
し
、
最
後
に
は
「
あ
な
た
」
か
ら
の
拒
絶
に
よ
る
「
私
」
の
落
胆
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
な
た
お
一
人
さ
え
わ
か
っ
て
い
て
下
さ
っ
た
ら
、
そ
れ
で
も
う
よ
い
の
で
す
。
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
ま
す
。
私
は
あ
な
た
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
」
の
表
現
は
、
回
想
場
面
に
入
り
込
ん
で
い
る
が
「
よ
い
奥
さ
ま
を
お
も
ら
い
な
さ
い
ま
し
。
私
が
そ
う
言
っ
た
ら
、
あ
の
人
は
、
薄
く
お
笑
い
に
な
り
（
略
）」

と
回
想
を
語
る
場
面
と
な
り
呼
称
も
「
あ
な
た
」
か
ら
「
あ
の
人
」
に
変
化
す
る
。

回
想
⑤
最
後
の
晩
餐
の
場
面
で
は
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
の
高
ま
り
を
見
せ
る
が
、
そ
の
後
の
「
潔
く
な
い
」
と
い
う
指
摘
で
「
憎
し
み
」
に
大
き
く
振
れ
る
。「
そ

の
卑
屈
の
反
省
が
、
醜
く
、
黒
く
ふ
く
れ
あ
が
り
私
の
五
臓
六
腑
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
、
逆
に
む
ら
む
ら
憤
怒
の
念
が
炎
を
挙
げ
て
噴
出
し
た
の
だ
」
と
あ
る
。「
愛
憎
」

の
振
幅
が
最
も
大
き
い
箇
所
と
い
え
る
。

「
こ
の
人
」
は
、
2
回
と
少
な
い
。
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
は
あ
り
な
が
ら
、
軽
蔑
を
含
む
「
憐
憫
的
」
感
情
の
表
現
で
あ
る
。

あ
の
人
の
一
生
の
念
願
と
し
た
晴
れ
の
姿
は
、
こ
の
老
い
ぼ
れ
た
驢
馬
に
ま
た
が
り
、
と
ぼ
と
ぼ
進
む
あ
わ
れ
な
景
観
で
あ
っ
た
の
か
。
私
に
は
、
も
は
や
、
憐

憫
以
外
の
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
実
に
悲
惨
な
、
愚
か
し
い
茶
番
狂
言
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
あ
あ
、
も
う
、
こ
の
人
も
落
ち
目
だ
。

こ
の
よ
う
に
「
あ
の
人
」
で
始
ま
っ
た
表
現
が
「
憐
憫
」
を
経
て
「
あ
あ
」
と
い
う
嘆
き
と
と
も
に
「
こ
の
人
」
も
「
落
ち
目
だ
」
と
な
る
。
も
う
一
つ
の
例
が
「
こ

の
人
は
駄
目
な
の
で
す
」
で
あ
り
「
こ
の
」
と
い
う
近
称
は
心
理
的
接
近
に
よ
り
母
性
愛
的
（
保
護
者
的
）
な
気
持
ち
を
含
む
「
幻
滅
」
と
い
え
る
感
情
で
あ
る
と
い

え
る
。
キ
リ
ス
ト
の
行
動
や
姿
か
ら
「
美
し
さ
」
を
見
出
せ
ず
、
幻
想
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
れ
は
ユ
ダ
の
「
対
等
意
識
」
に
も
関
係
す
る
。
ち
な
み
に
キ
リ

ス
ト
が
マ
リ
ヤ
を
「
こ
の
女
」
と
呼
ん
で
い
る）

9
（

。
こ
系
の
指
示
語
が
示
す
心
理
的
距
離
の
接
近
が
「
愛
」
に
結
び
つ
く
可
能
性
も
あ
り
な
が
ら
、「
私
」
の
場
合
は
憐
憫
・

軽
蔑
に
向
か
う
。

「
あ
い
つ
」
の
呼
称
は
⑤
最
後
の
晩
餐
の
場
面
２
回
、
Ｂ
最
後
の
訴
え
の
場
面
２
回
、
計
４
回
で
あ
る
。
強
い
「
愛
」
が
「
憎
」
に
振
れ
た
呼
称
で
、
ユ
ダ
は
感
情
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の
抑
制
が
出
来
ず
聞
き
手
意
識
も
見
ら
れ
な
い
常
体
表
現
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
弟
子
た
ち
皆
の
前
で
公
然
と
私
を
辱
め
る
の
が
、
あ
の
人
の
こ
れ
ま
で
の
仕
来
り
な
の
だ
。
火
と
水
と
。
永
遠
に
解
け
合
う
事
の
な
い
宿
命
が
、
私

と
あ
い
つ
と
の
間
に
在
る
の
だ
。

ユ
ダ
が
強
い
憎
悪
に
転
じ
る
の
は
、
他
の
弟
子
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
ユ
ダ
の
自
尊
心
や
自
負
心
、
競
争
心
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
他
の

弟
子
た
ち
と
自
分
は
異
な
る
と
い
う
自
意
識
の
強
さ
も
加
わ
り
負
の
感
情
が
増
幅
さ
れ
る
。
②
春
の
海
辺
の
場
面
で
キ
リ
ス
ト
へ
の
求
愛
が
、
他
の
弟
子
た
ち
の
事
情

を
挙
げ
て
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
、
⑤
最
後
の
晩
餐
の
場
面
も
弟
子
た
ち
の
前
で
の
指
摘
（「
潔
く
な
い
」）
が
強
い
憎
悪
を
呼
び
こ
む
。
そ
の
後
、「
あ
い
つ
」（
2
回
）
の

後
、「
あ
の
人
」「
あ
れ
」「
あ
の
人
」
と
変
化
し
な
が
ら
、
最
終
場
面
に
続
く
。

火
と
水
と
。
永
遠
に
解
け
合
う
事
の
な
い
宿
命
が
、
私
と
あ
い
つ
と
の
間
に
あ
る
の
だ
。
犬
か
猫
に
与
え
る
よ
う
に
、
一
つ
ま
み
の
パ
ン
く
ず
を
私
の
口
に
押
し

入
れ
て
、
そ
れ
が
あ
い
つ
の
せ
め
て
も
の
腹
い
せ
だ
っ
た
の
か
。
は
は
ん
。
ば
か
な
奴
だ
。
旦
那
さ
ま
。
あ
い
つ
は
私
に
、
お
ま
え
の
為
す
こ
と
を
速
や
か
に
為

せ
と
言
い
ま
し
た
。

　
　
（
略
）

ざ
ま
あ
み
ろ
！　

銀
三
十
で
、
あ
い
つ
は
売
ら
れ
る
。

短
文
、
常
体
の
連
続
に
よ
り
感
情
の
激
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
火
と
水
」「
私
と
あ
い
つ
」
の
語
順
や
比
喩
は
、「
犬
か
猫
に
与
え
る
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
も
含

め
て
ユ
ダ
の
心
理
の
反
映
で
あ
る
。「
は
は
ん
。
ば
か
な
奴
だ
」
は
ま
さ
に
肉
声
の
響
き
が
あ
る
が
、
そ
の
直
後
に
、「
旦
那
さ
ま
」
と
呼
び
か
け
る
。
終
結
部
は
「
あ

の
人
」
か
ら
「
卑
し
め
ら
れ
て
き
た
」
商
人
ユ
ダ
と
し
て
、
最
も
汚
い
「
お
金
」
と
手
段
「
売
る
」
で
の
完
遂
に
疾
走
す
る
が
如
く
向
か
う
。

「
あ
れ
」
は
一
箇
所
の
み
で
「
も
う
私
は
我
慢
な
ら
な
い
。
あ
れ
は
、
い
や
な
奴
で
す
。
ひ
ど
い
人
だ
。
私
を
い
ま
ま
で
、
あ
ん
な
に
い
じ
め
た
」
と
「
我
慢
な
ら

な
い
」「
ひ
ど
い
」「
い
じ
め
た
」
と
被
害
感
情
が
強
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
直
後
の
「
小
鳥
が
啼
い
て
う
る
さ
く
耳
に
つ
く
」
は
精
神
的
に
錯
乱
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
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夜
に
囀
る
小
鳥
は
め
ず
ら
し
い
。
私
は
子
供
の
よ
う
な
好
奇
心
で
も
っ
て
、
そ
の
小
鳥
の
正
体
を
一
目
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
（
略
）

あ
の
人
を
怖
れ
る
こ
と
は
無
い
の
だ
。
卑
下
す
る
こ
と
は
無
い
ん
だ
。
私
は
あ
の
人
と
同
じ
年
だ
。
同
じ
、
す
ぐ
れ
た
若
者
だ
。
あ
あ
、
小
鳥
の
声
が
、
う
る
さ

い
。
耳
に
つ
い
て
う
る
さ
い
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
に
小
鳥
が
騒
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ピ
イ
チ
ク
ピ
イ
チ
ク
、
何
を
騒
い
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
お

や
、
そ
の
金
は
？

小
鳥
の
囀
り
の
内
実
は
、
キ
リ
ス
ト
を
売
る
と
い
う
行
為
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
自
意
識
、
内
心
の
嘆
き
、
内
な
る
呼
び
声
と
し
て
の
良
心
を
表
し
た
も

の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
売
る
」
行
為
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
ユ
ダ
」
の
葛
藤
の
表
れ
で
あ
ろ
う
が
、「
ず
っ
と
囀
っ
て
い
た
」
小
鳥
の
声
と

し
て
最
後
に
言
及
し
て
い
る
。

ユ
ダ
の
「
語
り
」
は
既
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
語
り
の
現
在
で
「
旦
那
さ
ま
」
に
訴
え
て
い
る
今
と
、
イ
エ
ス
と
共
に
あ
っ
た
時
が
重
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

森
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
二
つ
の
相
反
す
る
理
由
が
呼
称
の
「
こ
の
人
」
と
「
あ
な
た
」
に
関
わ
る
と
し
、
呼
称
や
評
価
語
、
結
び
の
表
現
を
検
討
す
る
。

「
醜
態
を
演
じ
た
の
で
人
の
手
で
は
な
く
自
分
の
手
で
殺
す
」
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
③
マ
リ
ヤ
の
油
壺
事
件
と
④
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
が
中
心
で
あ
る
。
前

者
で
は
、
呼
称
は
「
あ
の
人
」
で
あ
る
が
「
嘘
つ
き
だ
」「
だ
ら
し
な
い
」「
ヤ
キ
が
ま
わ
っ
た
」「
見
込
み
が
な
い
」「
凡
夫
だ
」「
た
だ
の
人
」
と
幻
滅
と
い
う
心
理

的
な
近
さ
が
み
ら
れ
る
。
同
じ
く
こ
の
場
面
に
は
「
口
惜
し
い
」（
3
回
）
が
あ
り
、
最
後
に
は
「
他
人
の
手
で
殺
さ
せ
た
く
な
い
。
あ
の
人
を
殺
し
て
私
も
死
ぬ
」

と
あ
る
。

ま
た
後
者
の
④
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
で
は
、
近
称
で
あ
る
「
こ
の
人
」
が
2
回
使
用
さ
れ
、「
落
ち
目
」「
薄
汚
く
さ
え
思
う
」「
狂
っ
た
」
と
い
う
具
体
的
な
表
現
と

な
る
。
最
後
の
表
現
は
「
い
い
気
な
も
ん
だ
。
も
は
や
、
あ
の
人
の
罪
は
ま
ぬ
か
れ
ぬ
。
必
ず
十
字
架
。
そ
れ
に
決
ま
っ
た
」
で
あ
る
。「
あ
の
人
」
と
呼
び
な
が
ら

も
決
断
を
示
し
て
い
る
。

「
あ
の
人
は
私
を
憎
み
軽
蔑
し
て
い
る
の
で
殺
す
」
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
、
Ａ
冒
頭
の
場
面
、
②
春
の
海
辺
の
場
面
、
⑤
最
後
の
晩
餐
の
場
面
で
あ
る
。
呼
称
と

し
て
「
あ
の
人
」
が
多
用
さ
れ
る
中
で
、「
あ
な
た
」
の
使
用
が
特
徴
的
で
あ
る
。
正
の
評
価
は
「
愛
し
て
い
る
」（
7
回
）「
美
し
い
」（
4
回
）、
負
の
評
価
と
し
て

は
「
自
惚
れ
屋
」「
嘘
つ
き
」「
出
鱈
目
」
と
両
極
に
揺
れ
、
②
春
の
海
辺
の
場
面
の
最
後
は
こ
う
結
ば
れ
て
い
る
。「
あ
の
人
は
、
私
の
無
報
酬
の
、
純
粋
の
愛
情
を
、

ど
う
し
て
受
け
取
っ
て
下
さ
ら
ぬ
か
。
あ
あ
、
あ
の
人
を
殺
し
て
く
だ
さ
い
」
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⑤
最
後
の
晩
餐
で
は
、「
あ
な
た
「（
10
回
）「
あ
い
つ
」（
2
回
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
愛
と
尊
敬
が
、「
優
し
い
」（
1
回
）「
美
し
か
っ
た
」（
1
回
）「
ま
さ
し

く
神
の
子
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
「
寂
し
い
」
が
特
徴
的
で
あ
る
。
最
後
は
、「
火
と
水
と
。
永
遠
に
溶
け
合
う
事
の
な
い
宿
命
が
私
と
あ
い
つ
と
の
間
に
あ
る
の
だ
。

そ
れ
が
あ
い
つ
の
せ
め
て
も
の
腹
い
せ
だ
っ
た
の
か
。
は
は
ん
。
ば
か
な
奴
だ
」
と
強
い
「
憎
」
に
向
か
う
。

分
析
の
結
果
、「
醜
態
を
演
じ
た
の
で
自
分
の
手
で
殺
す
」（
愛
）
の
流
れ
は
心
理
的
な
近
さ
を
表
す
「
こ
の
人
」
の
呼
称
と
つ
な
が
り
、「
あ
の
人
に
嫌
わ
れ
憎
ま
れ

た
か
ら
殺
す
」
は
「
復
讐
」
で
あ
る
が
「
愛
憎
」
の
轉
化
に
よ
る
も
の
で
、
直
接
に
向
き
合
う
「
あ
な
た
」
の
呼
称
と
関
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
前
者
は
「
こ

の
人
」
の
近
称
が
示
す
よ
う
に
「
愛
」
か
ら
く
る
「
殺
す
」
意
識
で
あ
り
、
後
者
は
「
あ
な
た
」
の
使
用
に
み
ら
れ
る
二
人
だ
け
の
世
界
で
の
求
愛
と
そ
の
拒
絶
か
ら

く
る
「
憎
」
で
あ
る
。
ま
た
他
の
弟
子
た
ち
と
の
関
係
で
強
く
な
る
「
弱
い
卑
屈
な
心
」「
潔
く
な
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
弱
く
肯
定
す
る
僻
ん
だ
気

持
ち
」
も
「
憎
」
を
強
く
す
る
。「
美
し
い
」
存
在
と
崇
敬
し
憧
憬
の
対
象
と
し
て
「
二
人
の
世
界
」
を
夢
見
た
も
の
の
、
そ
れ
が
完
全
に
拒
絶
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二
つ
の
相
反
す
る
感
情
（
愛
と
復
讐
）
と
「
な
ぜ
自
分
が
キ
リ
ス
ト
を
殺
す
」
行
動
が
結
び
つ
く
の
か
「
わ
か
ら
な
い
」
ユ
ダ
は
、
問
い
続
け
錯
乱
す
る
。

四
、
評
価
語
彙
「
美
し
い
」
を
中
心
に

語
る
こ
と
は
、
自
覚
し
て
い
な
い
「
自
己
」
と
出
会
う
行
為
だ
と
も
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
物
語
る
行
為
は
時
に
は
自
己
救
済
の
装
置
と
も
な
り
う
る
。
先
に
森
鴎

外
『
高
瀬
舟
』
の
語
り
に
つ
い
て
拙
稿
で
論
じ
た）

10
（

。
よ
き
聞
き
手
と
し
て
の
庄
兵
衛
の
存
在
と
高
瀬
舟
と
い
う
時
空
間
に
よ
り
、
喜
助
は
弟
殺
し
を
理
路
整
然
と
語
り

「
晴
れ
晴
れ
と
し
た
顔
」
で
島
に
向
か
う
。
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
語
り
が
『
駈
込
み
訴
へ
』
で
あ
る
。

『
高
瀬
舟
』
に
対
し
て
本
テ
ク
ス
ト
は
「
駈
込
み
」「
訴
へ
」
と
動
的
で
あ
り
進
行
中
で
あ
る
。
つ
ま
り
語
る
時
点
で
、
す
で
に
「
裁
き
」（
結
果
）
が
あ
っ
た
も
の
と
、

「
今
」
ま
さ
に
「
訴
へ
」
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
異
な
る
。

『
駈
込
み
訴
へ
』
に
つ
い
て
人
物
呼
称
と
の
関
わ
り
で
、「
こ
の
人
」「
あ
な
た
」
の
呼
称
が
語
り
の
方
向
性
に
関
わ
る
と
述
べ
た
。「
寂
し
さ
」
を
共
有
し
た
い
愛
が
、

「
火
と
水
」
の
よ
う
に
理
解
し
合
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
わ
か
っ
て
ほ
し
い
」
が
「
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
い
憎
悪
に
転
ず
る
こ
と
、「
あ
の
人
」

と
対
等
に
な
れ
る
と
い
う
願
望
が
な
い
ま
ぜ
に
な
り
追
い
つ
め
ら
れ
「
裏
切
り
」
と
い
う
禁
断
の
手
段
に
よ
っ
て
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
ユ
ダ
の
自
己
内
の
劇
、
つ
ま
り
一
人
芝
居
で
あ
る
。
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聞
き
手
で
あ
る
「
旦
那
さ
ま
」
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
論
考
が
あ
る）

11
（

。
読
者
は
「
語
ら
れ
て
い
る
」
相
手
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
「
旦
那
さ
ま
」
に
同
化
し
う
る

表
現
の
シ
ス
テ
ム
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
私
」
に
同
化
す
る
可
能
性
が
高
い
と
も
思
わ
れ
る
。
肉
体
化
さ
れ
た
文
体
の
リ
ズ
ム
に
乗

り
、「
憑
依
」
す
る
が
ご
と
く
「
私
」
に
同
化
し
う
る
仕
組
み
が
あ
る
。

次
に
「
私
」
が
「
あ
の
人
」
を
評
価
ま
た
は
規
定
す
る
表
現
を
考
え
る
。「
私
」
は
「
あ
の
人
は
美
し
い
」
と
繰
り
返
し
述
べ
、「
金
銭
ゆ
え
に
、
優
美
な
あ
の
人
か

ら
い
つ
も
軽
蔑
さ
れ
て
来
た
の
だ
っ
け
」
と
語
る
。

前
掲
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、「
美
し
い
」
は
8
回
、「
優
美
」
は
１
回
で
あ
る
。「
美
し
い
」
は
す
べ
て
「
あ
の
人
」
の
呼
称
に
つ
な
が
り
、
冒
頭
の
Ａ
、
回
想
①
に

多
く
見
ら
れ
る
。「
わ
た
し
は
あ
の
人
を
、
美
し
い
人
だ
と
思
っ
て
い
る
。
あ
の
人
は
美
し
い
人
な
の
だ
」
と
春
の
海
辺
の
回
想
で
繰
り
返
す
。
次
に
「
美
し
い
」
が

使
わ
れ
る
の
は
、
回
想
の
後
半
で
「
あ
の
人
は
嘘
つ
き
、
出
鱈
目
」
と
あ
り
、「
私
は
て
ん
で
信
じ
て
い
な
い
」
と
続
き
「
け
れ
ど
も
私
は
、
あ
の
人
の
美
し
さ
だ
け

は
信
じ
て
い
る
」
と
あ
る
。
神
の
御
子
と
し
て
は
「
信
じ
て
い
な
い
」
が
、「
美
し
さ
だ
け
は
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

次
に
出
て
く
る
の
は
最
後
の
晩
餐
の
場
面
で
あ
る
。

あ
な
た
は
、
い
つ
で
も
優
し
か
っ
た
。
あ
な
た
は
、
い
つ
で
も
正
し
か
っ
た
。
あ
な
た
は
い
つ
で
も
貧
し
い
者
の
味
方
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
あ
な
た
は
、
い
つ
も

光
る
ば
か
り
に
美
し
か
っ
た
。
あ
な
た
は
、
ま
さ
し
く
神
の
御
子
だ
。

こ
れ
は
「
私
」
が
「
キ
リ
ス
ト
」
へ
の
愛
を
過
去
形
で
語
っ
た
場
面
で
あ
る
。「
嘘
つ
き
」「
凡
夫
」「
薄
汚
い
」「
神
の
子
な
ど
信
じ
な
い
」
と
い
う
前
言
を
す
べ
て

撤
回
し
た
が
、
訴
え
の
完
遂
に
向
か
い
ユ
ダ
は
「
優
し
か
っ
た
」「
正
し
か
っ
た
」
と
過
去
形
で
語
る
。

野
松
氏
は
前
掲
の
論
文
で
、
太
宰
文
学
全
体
の
「
美
し
い
」
を
調
査
し
て
い
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
「
美
し
い
」
が
使
用
さ
れ
る
場
合
は
「
な
ん
ら
か
の
欠
落
や

喪
失
や
滅
び
、
犠
牲
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。　

太
宰
の
「
美
し
い
」
が
「
欠
落
」「
喪
失
」「
滅
び
」「
犠
牲
」
を
含
む
こ
と
は
、
本
テ
ク
ス
ト
で
も
「
花
は
、
し
ぼ
ま
ぬ
う
ち
こ
そ
、
花
で
あ
る
。
美
し
い
間
に
剪

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
に
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
剪
り
と
る
役
目
」
を
「
私
」
が
担
う
と
い
う
決
意
に
繋
が
っ
て
い
た
。
ま
た
、「
聖
書
」
の
引
用
と
し
て
の
「
外

は
美
し
く
見
ゆ
れ
ど
も
、
内
は
死
人
の
骨
と
さ
ま
ざ
ま
な
穢
れ
と
に
満
つ
。（
以
下
略
）」
も
、「
美
し
い
」
が
「
欠
落
」「
喪
失
」「
滅
び
」
と
繋
が
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ユ
ダ
の
決
断
の
決
定
的
な
引
き
金
と
な
っ
た
の
は「
潔
く
な
い
」と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
で
あ
る
。「
美
し
い
」は
キ
リ
ス
ト
へ
の
評
価
語
で
あ
る
が
、「
同
じ
」「
人

三
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の
子
」
の
意
識
か
ら
、「
キ
リ
ス
ト
」
的
な
る
も
の
に
近
づ
き
た
い
「
私
」
の
目
標
と
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。「
美
し
い
」
と
表
さ
れ
る
世
界
へ
の
同
化
願
望
で
あ
る
。「
精

神
家
」
に
近
い
と
い
え
る
が
「
精
神
家
」
の
内
実
が
不
明
瞭
で
漠
然
と
し
て
い
る
よ
う
に
「
美
し
い
」
も
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
す
べ
て
「
ユ
ダ
」
自
身
が
作
り
出

し
た
「
幻
想
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ユ
ダ
は
「
自
己
内
の
劇
」
に
お
い
て
一
人
で
格
闘
し
、
そ
の
結
果
自
滅
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
を
述
べ
た
の
が
『
駈
込

み
訴
へ
』
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
駈
込
み
訴
へ
』
の
語
彙
「
美
し
い
」
は
滅
び
や
犠
牲
を
含
み
こ
み
な
が
ら
、
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
私
」
は
「
現
実
家
」
で
具
体
・
現
実
の

世
界
を
生
き
る
存
在
で
、
憧
れ
な
が
ら
も
「
精
神
家
」「
趣
味
家
」
に
は
な
り
き
れ
な
か
っ
た
。「
美
し
い
」
に
代
表
さ
れ
る
正
の
評
価
語
が
「
優
美
」「
正
し
い
」
あ

る
い
は
「
愛
し
て
い
る
」
と
抽
象
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
負
の
評
価
語
が
、
具
体
性
を
持
ち
多
種
多
様
で
あ
る
。「
傲
慢
・
自
惚
れ
屋
・
嘘
つ
き
・
出
鱈
目
・
だ
ら

し
な
い
・
ヤ
キ
が
ま
わ
っ
た
・
見
込
み
が
な
い
・
凡
夫
だ
・
た
だ
の
人
だ
・
落
ち
目
・
薄
汚
く
さ
え
思
う
・
狂
っ
た
」
の
語
は
、
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
「
人
の
子
」
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

五
、
お
わ
り
に

人
物
呼
称
と
「
私
」
の
感
情
の
変
化
の
関
連
を
捉
え
た
。

語
ら
れ
た
言
説
か
ら
「
私
」
の
感
情
を
読
み
解
く
こ
と
の
不
可
能
性
を
痛
感
し
な
が
ら
、
人
物
呼
称
に
焦
点
を
置
い
て
考
察
を
試
み
た
。
結
果
と
し
て
は
森
厚
子
氏

と
野
松
循
子
氏
の
先
行
研
究
を
つ
な
ぐ
形
と
な
っ
た
が
、
基
礎
資
料
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

発
表
直
後
の
文
芸
時
評
（『
文
学
界
』
昭
和
十
五
年
三
月
）
で
「『
駈
込
み
訴
へ
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
で
も
キ
リ
ス
ト
で
も
な
い
。
太
宰
治
自
身
の

姿
」
と
林
房
雄
が
評
し
て
い
る
。
作
家
論
の
立
場
で
は
な
い
が
、
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
人
間
の
奥
深
く
に
抱
え
て
い
る
矛
盾
、
愛
と
憎
し
み
、
信
頼
と

裏
切
り
、
正
常
と
狂
気
、
自
意
識
、
競
争
心
、
嫉
妬
な
ど
が
凝
縮
さ
れ
た
類
ま
れ
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。

　

本
文
は
数
量
的
な
デ
ー
タ
収
集
の
た
め
に
青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
か
ら
引
用
し
た
。

　

底
本
：「
走
れ
メ
ロ
ス
」
新
潮
文
庫
、
新
潮
社　

一
九
九
九
年
二
月
二
十
四
日
公
開　

二
〇
〇
八
年
十
月
三
日
修
正

三
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注（
1
）
拙
稿
「
太
宰
治
の
表
現
│
『
駈
込
み
訴
へ
』
に
お
け
る
独
白
体
に
つ
い
て
│
」（『
国
語
表
現
研
究
』
第
十
二
号　

一
九
九
九
年
三
月
）

（
2
）
吉
本
隆
明
『
定
本
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』（
角
川
学
芸
出
版　

二
〇
〇
一
年
九
月
、
三
二
〇
頁
）

　
　
　
『
定
本
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』（
角
川
選
書　

一
九
九
〇
年
八
月
）
を
文
庫
化
し
た
も
の
よ
り
引
用
し
て
い
る
。

（
3
）
磯
貝
英
夫
「
饒
舌
│
両
極
思
考
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
九
年
七
月
）

（
4
）
森
厚
子
「
太
宰
治
『
駈
込
み
訴
へ
』
に
つ
い
て
│
語
り
の
構
造
に
関
す
る
試
論
」（『
解
釈
』
一
九
七
九
年
二
月
）

（
5
）
木
村
小
夜
『
太
宰
治
の
虚
構
』（
近
代
文
学
研
究
叢
刊
55　

和
泉
書
院　

二
〇
一
五
年
二
月
、
一
八
三
頁
）

（
6
）
野
松
循
子
「
文
体
・
表
現
か
ら
見
た
『
駈
込
み
訴
へ
』（『
新
編
太
宰
治
研
究
叢
書　

2
』（
近
代
文
藝
社　

一
九
九
三
年
四
月
、
一
三
一
頁
）

（
7
）
木
村
小
夜
『
太
宰
治　

全
作
品
研
究
事
典
』（
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
編　

勉
誠
社　

一
九
九
六
年
十
一
月
、
六
一
頁
）

（
8
）
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』（
新
潮
社　

一
九
六
六
年
）

　
　
「
踏
絵
の
な
か
の
あ
の
人
は
多
く
の
人
間
に
踏
ま
れ
た
た
め
に
摩
滅
し
、
凹
ん
だ
ま
ま
司
祭
を
悲
し
げ
な
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
て
い
る
。（
略
）
そ
の
時
、
踏
む
が
い
い
と
銅
版

の
あ
の
人
は
司
祭
に
む
か
っ
て
言
っ
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。『
沈
黙
』
の
中
で
の
「
あ
の
人
」
の
呼
称
に
つ
い
て
、
熊
倉
千
之
氏
が
『
日
本
人
の
表
現
力
と
個
性
』（
中
央

公
論
社　

一
九
九
〇
年
）
で
「
不
即
不
離
の
立
場
で
司
祭
を
描
写
で
き
る
立
場
で
、「
あ
の
人
」
と
い
う
表
現
に
は
距
離
感
が
あ
る
」
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

（
9
）
マ
リ
ヤ
の
油
壷
事
件
で
、
油
を
「
あ
の
人
」
に
注
い
だ
マ
リ
ヤ
を
怒
鳴
っ
た
「
私
」
に
対
し
て
「
あ
の
人
」
は
、「
こ
の
女
を
叱
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
の
女
の
人
は
、
大

変
い
い
こ
と
を
し
て
く
れ
た
の
だ
」（
略
）
こ
の
女
の
人
だ
け
は
知
っ
て
い
る
。
こ
の
女
が
私
の
体
に
香
油
を
注
い
だ
の
は
、
私
の
葬
い
の
備
え
を
し
て
く
れ
た
の
だ
」
と
マ

リ
ヤ
を
「
こ
の
女
」
と
呼
ん
で
い
る
。

（
10
）
拙
稿
「
教
材
『
高
瀬
舟
』（
森
鴎
外
）
を
読
む
│
そ
の
空
間
性
と
「
語
り
」
に
着
目
し
て
│
」（『
国
語
と
教
育
』
第
四
十
号　

二
〇
一
五
年
三
月
）

（
11
）
高
塚
雅
「
太
宰
治
「
駈
込
み
訴
へ
」
試
論
│
旦
那
さ
ま
の
不
在
│
」（『
太
宰
治
〈
語
り
の
場
〉
と
い
う
装
置
』（
双
文
社
出
版　

二
〇
一
一
年
十
一
月
、
一
三
一
頁
）
で
「
旦

那
さ
ま
が
ユ
ダ
の
愚
痴
を
無
言
で
聞
い
て
い
る
の
は
や
は
り
不
自
然
」
と
し
て
「
旦
那
さ
ま
」
の
不
在
と
結
論
づ
け
る
。「
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ユ
ダ
の
意
識
の
内
部
で
シ
ミ
ュ

レ
ー
ト
と
さ
れ
た
訴
え
（
思
考
）
を
文
字
化
し
た
も
の
で
、
テ
ク
ス
ト
上
で
の
こ
と
は
、
実
演
さ
れ
て
い
な
い
架
空
の
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
、

ユ
ダ
の
〈
多
声
〉
の
説
明
が
つ
く
」
と
論
じ
る
。
ユ
ダ
の
〈
多
声
〉
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
興
味
深
く
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
本
稿
で
は
「
旦
那
さ
ま
」
は
無
言
の
「
聞

き
手
」
と
い
う
捉
え
方
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

三
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〔
お
詫
び
と
訂
正
〕

　

大
阪
商
業
大
学
論
集
（
二
〇
六
号
）
掲
載
の
「
吉
行
淳
之
介
『
驟
雨
』
の
一
考
察
│
空
間
に
関
わ
る
表
現
を
中
心
に
│
」
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

二
九
頁　

六
行
目　
『
驟
雨
』
お
け
る
↓
『
驟
雨
』
に
お
け
る

　
　

二
四
頁　

二
行
目　

中
三
階
↓
中
二
階

　
　

二
一
頁　

三
行
目　

二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
り
方
↓
二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方

　
　
　

以
上　

三
箇
所
の
誤
植
に
つ
い
て
、
お
詫
び
し
て
訂
正
致
し
ま
す
。

三
九
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