
堀
辰
雄
の
対
他
意
識
の
変
遷
に
つ
い
て
（
こ

｜

『
聖
家
族
』
を
中
心
に
ー

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
『
聖
家
族
』
は
昭
和
五
年
十
月
『
改
造
』
第
十
二
巻
第
十
一
号
に
発

表
さ
れ
、
昭
和
七
年
二
月
、
江
川
書
房
よ
り
発
行
さ
れ
た
、
堀
辰
雄
の

文
壇
出
世
作
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
横
光
利
一
の
序
（
注
一
）
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
心
理
小
説
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
、
ま
た
分
析
さ

れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
堀
辰
雄
の
芥
川
体
験
反
び
宗
瑛
と

の
恋
愛
体
験
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
実
生
活
と
の
関
わ

り
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
今
回
は
、
そ
こ
に
描
か

れ
た
登
場
人
物
の
他
者
に
対
す
る
意
識
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
み
た

い
。

　
こ
の
作
品
の
主
要
登
場
人
物
は
、
九
鬼
、
扁
理
、
柚
木
夫
人
、
そ
の

娘
絹
子
で
あ
り
、
こ
の
四
者
の
相
互
関
係
に
作
品
の
主
眼
が
あ
る
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
者
の
間
に
左
の
様
な
対
立

図
式
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
竹
内
済
己
、
中
島
昭
氏
ら
の
指
摘

が
あ
る
。
（
注
二
）

　
（
図
１
）

柏
木
央
人

－噺-－･-●･-

山
　
本
　
裕
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九
　
　
鬼
－
扁
　
理

　
図
式
の
ご
用
を
占
め
る
九
鬼
が
死
者
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
の
人
物

に
つ
い
て
の
分
析
は
望
む
べ
く
も
無
い
が
、
今
回
は
、
扁
理
と
絹
子
の

二
人
に
つ
い
て
、
こ
の
図
式
を
手
掛
か
り
に
順
に
論
じ
て
い
く
。

　
な
お
、
分
析
に
入
る
前
に
、
竹
内
清
己
氏
の
示
唆
に
富
む
指
摘
に
つ

い
て
見
て
お
き
た
い
。
氏
は
、
そ
の
論
考
「
『
聖
家
族
』
ｉ
‐
方
法
の

制
覇
－
」
の
中
で
、
こ
の
四
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
く
わ
し
く
分
析

し
、
次
の
様
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
ま
た
柏
木
夫
人
及
び
絹
子
が
、
九
鬼
及
び
扁
理
に
と
っ
て
△
苦

　
　
し
む
も
の
▽
の
対
象
で
あ
り
、
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
（
そ
の
裏
返
し
と
し

　
　
て
の
サ
デ
ィ
ズ
ム
）
的
感
性
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
△
苦
し
め
る
も

　
　
の
▽
と
も
な
っ
て
い
る
の
は
、
と
く
に
扁
理
に
と
っ
て
九
鬼
が
△
苦

　
　
し
む
も
の
∇
で
あ
っ
て
も
自
分
を
△
苦
し
め
る
も
の
∇
で
は
な
い



　
　
の
に
比
せ
ら
れ
、
堀
辰
雄
に
と
っ
て
父
性
は
、
同
化
感
性
（
た
と

　
　
え
ば
堀
辰
雄
に
と
っ
て
の
年
長
者
た
ち
に
あ
ま
ね
く
あ
て
は
ま
る
）

　
　
で
あ
っ
て
、
母
性
は
異
化
的
感
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ

　
　
う
に
思
わ
れ
る
。

　
竹
内
氏
は
、
『
聖
家
族
』
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
△
苦
し
め
あ

う
愛
▽
の
観
点
か
ら
、
堀
辰
雄
に
と
っ
て
父
性
は
同
化
の
対
象
で
あ
り
、

母
性
及
び
女
性
は
「
永
遠
に
女
性
的
な
る
も
の
」
「
の
り
こ
え
が
た
く
‘

君
臨
し
つ
づ
け
る
存
在
」
で
あ
っ
て
、
同
化
し
え
な
い
存
在
で
あ
る
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
限
定

す
れ
ば
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
野
を
堀
文
学
全
体
に
広
げ

た
場
合
、
そ
こ
に
、
い
さ
さ
か
遠
っ
た
解
釈
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
こ
の
他
者
と
の
同
化
・
異
化
と
い
う
意
識
は
、
様
々
な
形
で
堀
辰
雄

の
作
品
に
登
場
し
て
お
り
、
堀
文
学
の
一
つ
の
特
徴
を
醸
し
出
し
て
い

る
。
し
か
も
、
他
の
作
品
で
は
、
同
化
は
性
別
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
に
先
立
つ
作
品
で
あ
る
「
不
器
用
な
天
使
」

に
は
、
早
く
か
ら
中
村
真
一
郎
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
次
の
よ

う
な
描
写
（
注
三
）
が
あ
る
。

　
　
　
僕
の
槙
を
見
る
視
線
に
は
、
ど
う
し
て
も
彼
女
の
視
線
が
ま
じ

　
　
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
僕
は
彼
の
顔
に
う
つ
と
り
見
入
り
な
が
ら
、

　
　
そ
れ
を
強
く
妬
ま
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。

　
主
人
公
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
彼
が
つ
き
あ
っ
て
い
る
女
性
の
眼
を

通
し
て
友
人
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
こ
ば
め
な
い
。
こ
の
よ
う

な
感
覚
は
、
中
村
氏
の
言
う
よ
う
に
堀
の
「
生
来
の
繊
細
で
鋭
敏
な
気

質
」
が
実
際
の
交
友
関
係
・
恋
愛
の
中
か
ら
感
得
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
先
に
述
べ
た
他
者
へ
の
同
化
の
志
向
が
、
そ
の
視
線
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
異
性
に
対
し
て
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
に
は
、
他
に
も
主
人
公
の
友
人
槙
の
心
情
が

主
人
公
に
伝
染
し
た
り
浸
透
し
た
り
す
る
と
い
う
描
写
も
あ
る
。

　
　
　
そ
の
槙
の
苦
痛
が
僕
の
中
に
少
し
づ
つ
浸
透
す
る
。
そ
し
て
そ

　
　
の
中
で
、
僕
と
彼
と
彼
女
の
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
痛
が
Ｉ
し
よ
に
混
り

　
　
合
ふ
。

　
こ
こ
で
は
、
同
化
は
す
で
に
一
対
一
で
す
ら
な
く
、
三
人
の
間
で
の

感
情
の
共
有
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
堀
に
は
性
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
自
分
が
好
ん
で
い
る
他
者
と
の
同
調
や
精
神
の
共
有
を
志

向
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
挙
げ
る
『
風
立
ち
ぬ
』
（
昭
和
十
三
年
四
月
、
野
田
書
房
刊
）

の
例
な
ど
も
同
化
を
求
め
る
心
情
の
一
つ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
前
略
）
私
は
彼
女
と
心
臓
の
鼓
動
を
さ
へ
共
に
し
た
。
と
き
ど

　
　
き
軽
い
呼
吸
困
難
が
彼
女
を
襲
ふ
ら
し
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
手

　
　
を
す
こ
し
痙
撃
さ
せ
な
が
ら
咽
の
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
行
つ
て
そ

　
　
れ
を
抑
へ
る
や
う
な
手
つ
き
を
す
る
。
（
中
略
）
そ
ん
な
晩
な
ど
、

　
　
自
分
も
い
つ
ま
で
も
寝
つ
か
れ
ず
に
ゐ
る
や
う
な
こ
と
か
あ
る
と
、

　
　
私
は
そ
れ
が
癖
に
で
も
な
つ
た
や
う
に
、
自
分
で
も
知
ら
ず
に
、

　
　
手
を
咽
に
近
づ
け
な
が
ら
そ
れ
を
抑
へ
る
や
う
な
手
つ
き
を
真
似

　
　
た
り
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
あ
と
で
、
そ
れ
か

　
　
ら
や
っ
と
私
は
本
当
の
呼
吸
困
難
を
感
じ
た
り
す
る
。
が
、
そ
れ

　
　
は
私
に
は
む
し
ろ
快
い
も
の
で
さ
へ
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
先
立
つ
部
分
で
も
、
主
人
公
は
、
彼
女
の
呼
吸
の
変
化
を

「
苦
し
い
ほ
ど
は
つ
き
り
と
」
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
し
さ

と
弛
緩
と
を
彼
女
と
共
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
っ
た
夜
に
は
「
自
分
で
も
知
ら
ず
に
」
そ
れ
を

追
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
主
人
公
に
と
っ
て

「
癖
に
な
つ
た
や
う
に
」
自
然
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

同
化
の
志
向
の
強
さ
と
そ
の
必
要
性
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
連
の
経
験
は
、
主
人
公
の
心
身
を
苦
し
め
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
主
人
公
に
「
快
い
も
の
」
す
ら
感
じ
さ

せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
身
の
苦
し
さ
よ
り
、
婚
約
者
に
同
化
す
る
こ

と
の
喜
び
の
ほ
う
が
ま
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
当
の
呼
吸

困
難
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
無
意
識
の
行
為
で
あ
る
点
か
ら
も
、
そ

の
同
化
へ
の
志
向
が
ど
れ
だ
け
深
い
も
の
か
わ
か
ろ
う
。

　
以
上
、
二
作
品
合
計
二
例
の
み
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
志
向
は
他

の
重
要
な
作
品
に
も
数
例
が
見
ら
れ
る
。
い
く
っ
も
の
作
品
に
ま
た
が
っ

て
、
こ
の
様
な
現
象
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
者
へ
の
同
化
は
、
同

性
、
異
性
を
問
わ
ず
見
ら
れ
る
堀
文
学
の
特
徴
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
分
析
は
堀
文
学
の
本
質
を
論
じ
る
上
で
一
つ
の
鍵
で
あ

る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
右
の
２
例
や
『
聖
家
族
』
に
見
ら
れ
る
同
化
の
志
向
を
、

す
べ
て
同
種
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
一
考
を
要
す
る
。
結
論
か
ら

先
に
言
え
ば
、
他
者
へ
の
同
化
へ
の
志
向
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
間
に

は
微
妙
な
変
化
か
お
る
。
そ
れ
は
視
線
と
行
為
と
い
っ
た
形
式
面
の
違

い
で
は
な
い
。
『
風
立
ち
ぬ
』
に
も
視
線
の
同
化
は
描
か
れ
て
い
る
し
、

別
な
形
式
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
面

に
変
化
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
聖
家
族
』
以
前
の
も
の
は
「
無

意
識
」
の
同
化
で
あ
り
、
そ
れ
が
錯
覚
で
あ
る
こ
と
に
本
人
が
気
づ
こ

う
と
廿
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
耽
溺
し
て
い
る
。
『
風
立
ち
ぬ
』
の
も
の

は
や
は
り
「
無
意
識
」
の
同
化
で
は
あ
る
が
、
「
そ
ん
な
晩
」
に
決
ま
っ

て
起
こ
る
と
い
う
意
識
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
が
同
化
へ
の
志
向

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
本
人
が
気
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
『
菜
穂
子
』
以

降
で
は
、
同
化
の
志
向
よ
り
、
む
し
ろ
異
化
的
存
在
と
し
て
の
他
者
の

認
識
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
（
こ
の
よ
う
な
現
象
が
何
を
意
味
す
る
の

か
、
ま
た
何
故
起
き
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、
そ
れ

は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
）
今
回
は
、
①
竹
内
論
文
に
言
う
同
化
と

異
化
の
意
識
が
、
堀
作
品
の
特
徴
と
言
え
る
こ
と
、
②
そ
の
理
解
が
堀

文
学
の
理
解
に
際
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
事
に
注
意
を
喚
起
し
て
お

く
こ
と
に
と
ど
め
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
『
聖
家
族
』
を
論
じ
て
み
た

い
。

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
九
鬼
（
芥
川
）
の
死
か
ら
生
へ
の
回
復
、
扁

理
（
堀
）
と
絹
子
（
宗
瑛
）
の
開
の
愛
が
よ
く
問
題
に
さ
れ
る
。
し
か

叱
、
い
ず
れ
も
情
報
が
少
な
く
、
特
に
作
品
単
独
で
読
ん
で
行
く
場
合
、

そ
れ
ら
が
主
訴
と
は
考
え
に
く
い
（
堀
の
宗
瑛
の
愛
に
対
す
る
期
待
は

大
い
に
感
じ
取
れ
る
の
で
は
あ
る
が
）
。
私
は
、
登
場
人
物
に
見
ら
れ

る
他
者
へ
の
同
化
意
識
を
頭
に
お
い
て
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
時
、

他
者
へ
の
同
化
の
志
向
か
ら
、
自
ら
を
失
い
、
幻
影
の
中
に
生
き
て
い

る
男
女
の
、
自
我
を
回
復
し
て
行
く
姿
を
描
い
た
作
品
と
し
て
読
め
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
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行
く
。

　
　
二
　
真
理
に
つ
い
て

　
偏
理
は
、
九
鬼
の
名
刺
を
裏
返
し
に
し
て
自
分
の
名
を
書
く
エ
ピ
ソ
ー

ド
か
ら
、
絹
本
夫
人
に
「
ま
る
で
九
鬼
を
裏
が
へ
し
に
し
た
や
う
な
青

年
」
だ
と
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
事
は
次
節
に
お
い
て
作
家
の
立
場
か
ら

繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
九
鬼
と
対
照
的
な
偏
理
の
生
活
態
度
に
‘

つ
い
て
も
絹
か
く
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
を
考

え
あ
わ
せ
れ
ば
、
堀
が
あ
え
て
偏
理
と
九
鬼
を
「
対
照
的
な
態
度
・
容

貌
で
あ
り
な
が
ら
精
神
的
類
似
を
持
つ
も
の
」
と
し
て
読
者
に
認
識
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
偏
理
が
初
め
て
柏
木
家
を
訪
問
し
た
時
の
様
子
と
心
理
は
次
の
様
に

語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
と
き
ど
き
彼
が
船
輩
を
感
じ
て
ゐ
る
人
の
や
う
な
眼
ざ
し
を
夫

　
　
人
の
上
に
投
げ
る
の
に
注
意
す
る
が
い
い
。
／
だ
が
偏
理
の
心
理

　
　
を
そ
ん
な
に
不
安
に
さ
せ
て
ゐ
る
の
は
、
さ
う
い
ふ
環
境
の
た
め

　
　
ば
か
り
で
は
な
し
に
、
絹
木
夫
人
と
と
も
に
故
人
の
思
ひ
出
を
語

　
　
り
な
が
ら
、
た
え
ず
相
手
の
気
持
ち
に
つ
い
て
行
か
う
と
し
て
、

　
　
出
来
る
だ
け
自
分
の
年
齢
の
上
に
背
伸
び
を
し
て
ゐ
る
た
め
で
も

　
　
あ
つ
た
の
だ
。
／
－
こ
の
人
も
ま
た
九
鬼
を
愛
し
て
ゐ
た
の

　
　
に
ち
が
ひ
な
い
、
九
鬼
が
こ
の
人
を
愛
し
て
ゐ
た
や
う
に
。
と
偏

　
　
理
は
考
へ
た
。
し
か
し
こ
の
人
の
硬
い
心
は
彼
の
弱
い
心
を
傷
つ

　
　
け
ず
に
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
だ
。
（
後
略
）

　
偏
理
は
「
相
手
の
気
持
ち
に
つ
い
て
行
か
う
と
し
て
」
年
齢
不
相
当

の
背
伸
び
を
し
て
い
る
と
作
者
は
語
る
。
そ
し
て
そ
の
つ
い
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
相
手
の
気
持
ち
は
、
九
鬼
の
蔵
書
整
理
の
間
に
見
つ
け
た

「
ど
ち
ら
が
相
手
を
よ
り
多
く
苦
し
ま
す
こ
と
が
出
来
る
か
、
私
た
ち

は
試
し
て
見
ま
せ
う
」
と
い
う
手
紙
の
内
容
に
呼
応
す
る
内
容
で
あ
る
。

つ
ま
り
九
鬼
と
編
木
夫
人
の
開
に
生
じ
た
恋
愛
を
福
運
は
見
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
。
彼
は
手
紙
の
文
句
を
「
し
ば
ら
く
」
「
口
癖
の
や
う
に

繰
り
返
し
」
て
い
る
。
こ
の
辺
り
に
も
、
そ
の
世
界
へ
の
憧
憬
の
度
合

い
の
強
さ
は
想
像
で
き
よ
う
。
更
に
、
初
対
面
の
絹
子
が
気
に
入
ら
な

く
恵
え
た
の
は
母
に
似
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
彼
に
背
伸
び
を
さ
せ
て
い
る
の
は
、
九
鬼
と
柏
木
夫
人
の
作
り
出

す
世
界
、
恋
愛
へ
の
憧
憬
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
、
九
鬼
の
恋
愛

の
対
象
で
あ
っ
た
編
木
夫
人
と
の
出
会
い
の
た
め
に
、
九
鬼
を
強
く
意

識
す
る
よ
う
に
な
り
、
九
鬼
の
恋
愛
体
験
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
先
に
指
摘
し
た
精
神
的
類
似
の
強
調
は
、
こ
の
よ
う
に
偏
理
が
自

ら
を
憧
れ
の
九
鬼
の
位
置
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
然
な
も
の

と
し
て
感
じ
さ
せ
る
点
に
お
い
て
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
直
前
の
節
に
は
「
子
供
の
や
う
な
微
笑
」
と
「
何
も
彼

も
知
つ
て
ゐ
る
ん
だ
と
言
っ
た
風
な
」
「
老
人
の
や
う
な
微
笑
」
を
使

い
分
け
る
偏
理
が
描
か
れ
、
そ
の
区
別
は
「
他
人
に
向
つ
て
す
る
の
と

自
分
に
向
つ
て
す
る
」
区
別
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
偏
理
は
、
九

鬼
の
死
か
ら
「
気
弱
さ
を
出
来
る
だ
け
表
面
に
持
ち
出
そ
う
」
と
努
力

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
次
節
で
は
彼
が
「
無
邪
気
な
微
笑
」
を
浮
か
べ

「
子
供
ら
し
い
率
直
さ
」
を
見
せ
る
描
写
も
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
、
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「
老
人
の
や
う
な
」
微
笑
が
「
自
分
に
向
か
っ
て
す
る
」
微
笑
な
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
「
何
も
彼
も
知
つ
て
ゐ
る
ん
だ
」
と
い
っ
た
虚
勢
は
、

む
し
ろ
気
弱
さ
を
「
独
特
な
皮
肉
で
」
隠
し
て
い
た
九
鬼
に
こ
そ
ふ
さ

わ
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
微
笑
を
偏
埋
か
見
せ
る
、

し
か
も
他
人
に
向
け
る
の
で
な
く
、
自
分
自
身
に
向
け
る
と
す
れ
ば
、

そ
こ
に
無
意
識
の
内
に
九
鬼
に
同
化
し
つ
つ
あ
る
偏
埋
の
姿
を
見
て
よ

か
ろ
う
。
努
力
し
て
も
彼
は
九
鬼
の
思
念
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
出
来
ず

に
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
偏
理
自
身
の
持
つ
複
雑
さ
で
な
い
こ
と
は
、

直
後
の
「
彼
は
自
分
の
心
が
複
雑
な
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
た
」
と
い
う
表

現
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思

わ
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
み
る
と
物
語
序
盤
で
の
偏
埋
は
、
九
鬼
と
の

精
神
的
類
似
を
持
ち
、
九
鬼
と
の
同
化
の
欲
求
を
強
く
持
つ
存
在
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
絹
子
と
の
交
渉
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
偏
理
に
は
「
さ
う
い
う
愛
の
最

初
の
徴
候
」
が
現
れ
た
と
さ
れ
る
。
堀
は
そ
れ
を
絹
子
に
現
れ
た
も
の

と
同
種
の
も
の
と
し
て
推
測
さ
せ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
何
も
書
か
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
愛
が
芽
生
え
る
土
壌
と
な
る
べ
き
体
験
に
つ
い
て

も
ほ
と
ん
ど
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
彼
の
愛
が

形
而
上
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　
　
自
分
の
乱
雑
な
生
き
方
の
お
か
げ
て
、
偏
理
は
そ
の
徴
候
を
ば

　
　
単
な
る
倦
怠
の
そ
れ
と
間
違
へ
な
が
ら
、
そ
れ
を
女
た
ち
の
硬
い

　
　
性
質
と
自
分
の
弱
い
性
質
と
の
差
異
の
せ
ゐ
に
し
た
。
そ
し
て

　
　
「
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
硝
子
を
傷
け
る
」
と
い
ふ
原
理
を
思
ひ
出
し

　
　
て
、
自
分
も
ま
た
九
鬼
の
や
う
に
傷
つ
け
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
彼

　
　
女
だ
ち
か
ら
早
く
遠
ざ
か
つ
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
と
考
へ
た
。

　
　
（
後
略
）

　
偏
理
は
、
右
の
様
な
考
え
で
編
木
夫
人
と
絹
子
の
も
と
か
ら
離
れ
て

い
く
。
こ
れ
は
作
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
驚
く
ほ
ど
簡
単
な

考
へ
方
」
で
あ
ろ
う
し
、
「
何
の
考
へ
も
な
し
に
」
行
動
し
た
と
い
う

批
判
に
該
当
し
よ
う
。
実
際
に
「
傷
つ
け
ら
れ
」
だ
わ
け
で
は
な
い
。

扁
理
が
逃
げ
出
し
だ
の
は
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
、
自
分
自
身

の
作
り
出
し
た
「
原
理
」
か
ら
で
あ
り
、
九
鬼
の
破
滅
の
幻
影
か
ら
で

あ
る
。
「
女
た
ち
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

前
出
の
手
紙
の
文
面
や
偏
理
の
感
懐
で
は
傷
つ
け
る
対
象
は
あ
く
ま
で

恋
愛
対
象
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
偏
理
の
恋
愛
対
象

た
る
絹
子
だ
け
で
は
な
く
、
柏
木
夫
人
を
も
含
み
込
ん
だ
表
現
と
な
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
偏
理
は
九
鬼
に
同
化
し
、
そ
の
恋
愛
対
象
で
あ
っ
た

柏
木
夫
人
を
も
恋
愛
対
象
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
後
、
偏
埋
は
踊
り
子
と
つ
き
あ
う
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
あ

る
時
、
踊
り
子
を
待
つ
間
に
も
し
自
分
の
今
待
っ
て
い
る
の
が
絹
子
だ
っ

た
ら
と
空
想
す
る
。
こ
れ
を
堀
は
「
乱
雑
な
生
活
の
中
に
埋
も
れ
な
が

ら
、
な
ほ
絶
え
ず
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
一
つ
の
純
潔
な
愛
」
が
偏
理
自

身
も
気
づ
か
な
い
内
に
ひ
ょ
っ
く
り
顔
を
出
し
た
の
だ
と
述
べ
る
。
ま

た
、
柏
木
家
に
暇
乞
い
を
し
て
旅
に
出
た
偏
理
は
、
そ
の
途
上
で
「
ラ
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フ
ア
ェ
ロ
の
描
い
た
天
使
の
や
う
に
聖
ら
か
な
」
絹
子
の
神
秘
的
な
顔

を
次
第
に
大
き
く
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
「
お
れ
の
ほ
ん
と
う
に
愛
し

て
ゐ
る
の
は
こ
の
人
か
し
ら
？
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
堀
は

踊
り
子
と
の
事
が
「
何
の
考
へ
も
な
し
に
自
分
の
ほ
ん
た
う
に
愛
し
て

ゐ
る
も
の
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
別
の
女
と
生
き
よ
う
と
し
」
だ
行
為

と
述
べ
る
。
こ
の
二
つ
の
挿
話
で
堀
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
偏
理
の

絹
子
に
対
す
る
真
実
の
愛
の
存
在
で
あ
る
。
偏
理
の
愛
は
「
成
長
し
つ

っ
あ
っ
た
」
存
在
で
あ
り
、
そ
の
愛
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の

か
は
、
情
報
の
少
な
い
本
文
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
が
、
少
な
く
と

も
こ
こ
に
は
偏
理
が
九
鬼
ら
の
愛
の
幻
影
か
ら
自
由
に
な
る
萌
芽
が
見

え
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
物
語
半
ば
ま
で
の
偏
理
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、

偏
埋
か
九
鬼
と
柏
木
夫
人
の
間
に
見
て
取
っ
て
い
た
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」

の
幻
影
で
あ
る
。
偏
理
は
そ
れ
を
憧
憬
し
、
自
ら
を
そ
の
幻
影
の
中
の

九
鬼
の
位
置
に
お
か
ん
と
し
た
。
そ
し
て
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
て
、
そ

こ
か
ら
逃
避
し
た
。
（
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
偏
理
が
編
木
夫
人
を
愛

し
た
九
鬼
と
同
化
す
る
描
写
も
見
え
た
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
偏
埋
か

絹
子
を
「
ラ
フ
ア
エ
ロ
の
描
い
た
天
使
の
や
う
に
聖
ら
か
な
」
存
在
と

し
て
見
て
い
る
以
上
、
偏
理
と
絹
子
と
の
間
に
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の

成
立
は
考
え
に
く
い
。
も
し
そ
の
よ
う
な
愛
を
彼
が
心
の
中
で
望
ん
で

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
借
り
物
で
は
な
い
偏
理
自
身
の
愛
で
あ
る
。

そ
の
愛
の
成
立
は
即
ち
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の
幻
影
の
崩
壊
で
あ
ろ
う
。

　
　
三
　
絹
子
に
つ
い
て

　
偏
理
が
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の
幻
影
に
支
配
さ
れ
、
九
鬼
と
同
化
せ

ん
と
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
。
こ
れ
は
、

絹
子
に
お
い
て
、
よ
り
鮮
明
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
九
鬼
の
死
に
よ
っ
て
自
分
の
母
が
あ
ん
ま
り
悲
し

　
　
さ
う
に
し
て
ゐ
る
の
を
、
最
初
は
た
だ
思
ひ
が
け
な
く
思
つ
て
ゐ

　
　
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、
い
つ
か
そ
の
母
の
女
ら
し
い
感
情
が
彼

　
　
女
の
中
に
ま
だ
眠
つ
て
ゐ
た
或
る
層
を
目
ざ
め
さ
せ
た
。
（
中
略
）

　
　
／
そ
し
て
彼
女
は
い
つ
し
か
自
分
の
母
の
眼
を
通
し
て
偏
理
を
見

　
　
つ
め
出
し
た
。
も
つ
と
正
確
に
言
ふ
な
ら
ば
、
彼
の
中
に
母
が
見

　
　
て
ゐ
る
や
う
に
、
裏
が
へ
し
に
し
た
九
鬼
を
。

　
無
意
識
に
で
は
あ
る
が
、
絹
子
は
そ
の
母
細
木
夫
人
の
眼
を
通
し
て
、

（
裏
が
へ
し
に
し
た
）
九
鬼
を
見
て
い
る
。
偏
理
同
様
、
母
に
同
化
し
、

以
前
行
わ
れ
た
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の
幻
影
を
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
彼
女
は
偏
理
同
様
、
自
ら
の
心
の
変
化
に
気
づ
か
な
い
。

そ
れ
は
偏
理
と
の
同
席
か
ら
く
る
ぎ
ご
ち
な
さ
、
息
苦
し
さ
や
ア
ベ
。

ク
に
対
す
る
に
が
さ
の
感
情
、
偏
理
の
訪
問
を
待
つ
行
為
と
い
う
形
を

取
っ
て
無
意
識
の
内
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
見
て
分
か
る
よ
う
に

「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
と
は
別
種
の
淡
い
恋
心
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。

「
恋
」
以
前
の
感
情
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」

を
見
て
い
る
絹
子
に
は
、
そ
れ
が
偏
理
へ
の
恋
だ
と
わ
か
ら
な
い
の
で

あ
る
。
偏
理
の
暇
乞
い
の
訪
問
を
受
け
た
時
、
よ
う
や
く
彼
女
は
「
彼

女
自
身
の
た
め
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
青
年
の
痛
々
し
さ
だ
け
」
を
偏
理
に

見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
出
発
後
、
偏
理
へ
の
愛
を
告
白
す
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る
の
で
あ
る
。

　
　
　
何
故
私
は
あ
あ
だ
つ
た
の
か
し
ら
。
何
故
私
は
あ
の
人
の
前
で

　
　
意
地
の
わ
る
い
顔
ば
か
り
し
て
ゐ
た
の
か
し
ら
。
そ
れ
が
き
っ
と

　
　
あ
の
人
を
苦
し
め
て
ゐ
た
の
だ
わ
。
さ
う
し
て
こ
ん
な
風
に
私
だ

　
　
ち
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
つ
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
（
後
略
）

　
確
か
に
こ
こ
に
は
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
偏
理
の
為
に
苦
し
む
絹
子
の

姿
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
悔
は
絹
子
の
表
情
に
変
化
を
生
み
、
彼
女

は
「
に
が
に
か
し
げ
な
表
情
」
「
狂
暴
な
顔
」
「
苦
痛
を
帯
び
た
表
情
」

で
母
親
に
対
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
描
写
に
よ
っ
て
堀
は
絹

子
の
感
情
の
激
し
い
揺
れ
を
強
調
し
て
み
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
絹
子

が
見
せ
る
そ
の
激
し
さ
は
、
あ
く
ま
で
意
地
の
悪
い
顔
を
し
て
自
分
た

ち
の
前
か
ら
偏
理
を
遠
ざ
け
た
事
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
「
愛
を
自
白

し
た
」
と
は
書
か
れ
て
い
て
も
、
彼
女
の
感
懐
に
は
福
運
へ
の
愛
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
も
単
に
恋
心
を
「
傷
つ

け
あ
う
愛
」
に
ひ
き
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
し
、
思
春
期

特
有
の
自
己
陶
酔
と
見
え
な
く
も
な
い
。

　
絹
子
は
、
母
が
見
て
取
っ
た
よ
う
に
「
誰
か
を
愛
し
て
ゐ
る
」
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
と
は
別
種
の
恋
で
あ

る
。
偏
理
は
傷
つ
く
前
に
逃
げ
出
し
た
の
で
あ
る
し
、
絹
子
へ
の
思
い

は
い
ま
だ
形
を
な
し
て
い
な
い
。
絹
子
の
思
い
も
、
そ
の
激
し
さ
ゆ
え

に
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
愛
の
萌
芽
に
過
ぎ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
柏
木
夫
人
の
次
の
よ
う
な
感
懐
か
ら
見
て
取
れ
る
。

　
　
　
編
木
夫
人
は
そ
の
瞬
間
、
自
分
の
方
を
睨
ん
で
ゐ
る
、
Ｔ
人
の

　
　
見
知
ら
ぬ
少
女
の
、
そ
ん
な
に
も
恐
い
眼
つ
き
に
驚
い
た
や
う
だ

　
　
っ
た
。
が
、
そ
の
少
女
の
そ
ん
な
眼
つ
き
は
突
然
、
夫
人
に
、
彼

　
　
女
が
そ
の
少
女
と
同
じ
く
ら
ゐ
の
年
齢
で
あ
っ
た
時
分
、
彼
女
の

　
　
愛
し
て
ゐ
た
人
に
見
せ
つ
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
の
恐

　
　
い
眼
つ
き
を
思
ひ
出
さ
せ
た
。
さ
う
し
て
夫
人
は
、
そ
の
見
知
ら

　
　
な
い
少
女
が
そ
の
頃
の
自
分
に
ひ
ど
く
肖
て
い
る
こ
と
に
、
そ
し

　
　
て
そ
の
少
女
が
実
は
自
分
の
娘
で
あ
る
こ
と
に
、
な
ん
だ
か
始
め

　
　
て
気
づ
い
た
か
の
や
う
に
見
え
た
。

　
扁
理
へ
の
愛
を
自
覚
す
る
こ
と
で
絹
子
は
変
貌
し
、
こ
の
直
前
ま
で

絹
本
夫
人
は
絹
子
を
「
何
ん
だ
か
自
分
か
ら
遠
く
に
離
れ
て
し
ま
っ
た

や
う
に
思
は
れ
て
な
ら
な
い
」
「
見
知
ら
な
い
少
女
の
や
う
に
」
感
じ

て
い
る
。
絹
子
は
当
初
母
の
眼
を
通
し
て
母
（
と
九
鬼
）
の
世
界
を
見

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
母
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
母
と

娘
の
同
化
は
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。
し
か
も
柏
木
夫
人
は
娘
を
こ
こ

で
「
始
め
て
」
「
自
分
の
娘
で
あ
る
」
と
再
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
絹
子
が
母
（
と
九
鬼
）
の
世
界
と
は
全
く
別
個
の
世
界
を
構
築
し

て
い
る
こ
と
の
証
し
で
あ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
夫
人
が
絹
子
を
自
分

と
似
て
い
る
と
感
じ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
そ
の
少
女
と
同
じ
く
ら
ゐ

の
年
齢
で
あ
っ
た
時
分
」
の
自
分
で
あ
る
。
九
鬼
と
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」

の
関
係
に
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い
た
夫
人
で
は
な
い
。
（
次
の
引
用
中
の

「
長
い
こ
と
眠
っ
て
い
た
女
ら
し
い
感
情
」
も
、
「
長
い
こ
と
眠
っ
て
い

た
」
と
い
う
点
か
ら
九
鬼
と
の
交
渉
の
中
で
目
覚
め
た
も
の
と
は
考
え

に
く
い
。
）

　
つ
ま
り
人
を
恋
し
く
思
い
、
激
し
く
希
求
す
る
気
持
ち
（
母
も
思
春

期
に
体
験
ず
み
で
あ
る
）
が
絹
子
の
中
に
生
じ
、
「
傷
つ
け
合
う
愛
」

49



の
幻
影
が
崩
れ
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
偏
埋
か
絹

子
の
面
影
に
「
聖
ら
か
な
」
田
乙
い
を
い
だ
く
こ
と
で
、
「
傷
つ
け
合
う

愛
」
の
幻
影
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
と
等
質
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
づ
く
部
分
で
、
絹
本
夫
人
は
逆
に
絹
子
の
世
界
へ
と
取
り

込
ま
れ
て
い
く
。
母
と
娘
の
間
に
生
じ
た
同
化
は
今
度
は
逆
に
絹
子
の

側
に
向
け
て
起
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
編
木
夫
人
は
、
し
か
し
次
の
瞬
間
、
自
分
の
な
か
に
長
い
こ
と

　
　
眠
つ
て
ゐ
た
女
ら
し
い
感
情
が
再
び
目
覚
め
出
し
た
や
う
に
感
じ

　
　
た
。
九
鬼
の
死
後
、
彼
女
の
苦
し
ん
で
ゐ
た
様
子
が
、
絹
子
の
中

　
　
に
そ
れ
ま
で
眠
っ
て
い
た
女
ら
し
い
感
情
を
喚
び
起
こ
し
た
の
と

　
　
ま
っ
た
く
同
じ
の
心
理
作
用
が
、
今
度
は
、
そ
の
反
作
用
で
で
も

　
　
あ
る
か
の
よ
う
に
起
つ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
夫
人
も
ま
た

　
　
絹
子
と
同
じ
や
う
に
偏
理
を
愛
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
、
彼
女
に

　
　
信
じ
さ
せ
た
く
ら
ゐ
の
新
鮮
さ
で
。
－

　
思
春
期
の
性
急
な
感
情
の
吐
露
は
、
夫
人
も
過
去
に
経
験
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
娘
の
激
し
さ
を
見
て
、
夫
人
は
昔
の
自
分
を

「
再
び
」
目
覚
め
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
母
は
経
験
者
と
し

て
娘
の
性
急
さ
を
や
さ
し
く
包
み
込
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
現
に
偏
理

の
死
の
予
感
に
動
揺
す
る
絹
子
を
夫
人
は
落
ち
つ
か
せ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
、
末
尾
部
分
に
お
い
て
絹
子
は
「
苦
痛
を
お
び
た
表
情
で
」
母
の

顔
を
見
上
げ
る
が
、
そ
れ
は
「
聖
母
を
見
あ
げ
て
ゐ
る
幼
児
」
の
眼
ざ

し
へ
と
変
っ
て
行
く
。
こ
の
変
化
は
、
母
の
包
み
込
む
よ
う
な
愛
と
そ

れ
に
よ
っ
て
救
い
上
げ
ら
れ
る
絹
子
の
苦
痛
を
抽
象
化
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
母
が
そ
の
よ
う
な
愛
の
経
験
者
で
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
絹
子
を
苦
痛
か
ら
救
い
上
げ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
抽
象
的
で
理
解
の
難
し

い
末
尾
の
象
徴
的
場
面
も
違
和
感
な
く
受
け
と
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
母
と
娘
の
や
り
取
り
自
体
が
コ
扁
理
の
感
受
性
の
は
た
て
に
み
え

て
い
る
『
幻
視
』
の
顕
現
化
」
と
し
て
読
み
得
る
と
い
う
指
摘
（
前
山

竹
内
論
文
）
も
あ
り
、
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
部
分
は
偏
理
の
願
望
を

描
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
今
述
べ
た
よ
う
な
考
え
は
修
正
を
要
し
よ
う
。

し
か
し
、
作
品
の
様
々
な
末
尾
部
分
の
解
釈
の
Ｉ
つ
と
し
て
こ
の
よ
う

な
考
え
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
偏
理
の
側
で
は
不
鮮
明
な
形
で
描
か
れ
て
い
た

「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の
幻
影
か
ら
現
実
の
恋
へ
と
い
う
変
化
が
、
絹
子

の
側
で
は
明
確
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
（
そ
こ
に
宗
瑛
と
の
恋
に
対
す

る
堀
の
期
待
や
片
山
夫
人
へ
の
期
待
が
多
分
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
今

は
述
べ
な
い
）
。

　
　
四
　
作
品
中
の
同
化
と
人
物
関
係
図

　
二
、
三
節
で
見
て
き
た
よ
う
な
扁
理
と
絹
子
の
変
貌
を
見
て
行
く
時
、

私
は
静
的
な
図
式
で
は
な
く
、
動
的
な
図
式
と
し
て
こ
の
作
品
の
人
物

関
係
図
を
捉
ら
え
て
み
た
い
欲
求
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
二
つ

の
図
式
を
見
て
ほ
し
い
。
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（
図
２
）

＜
同
化
∇

で
あ
っ
て
も
、
本
来
の
自
分
を
見
失
っ
て
、
九
鬼
と
紬
木
夫
人
の
眼
を

通
し
て
世
界
を
見
て
い
る
。
二
人
に
同
化
し
、
か
つ
て
二
人
の
間
に
な

さ
れ
た
「
傷
つ
け
あ
う
愛
」
の
幻
影
を
見
よ
う
と
し
て
そ
れ
に
縛
ら
れ

て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
世
界
で
の
年
齢
相
当
の

恋
に
二
人
と
も
気
づ
き
も
し
て
い
な
い
（
図
２
）
。
し
か
し
、
時
間
が

経
つ
に
つ
れ
、
関
係
式
に
は
変
化
が
生
じ
る
。
扁
理
は
旅
に
よ
っ
て
、

絹
子
は
病
気
に
よ
っ
て
自
己
を
見
つ
め
直
す
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
そ

れ
ぞ
れ
が
現
実
の
恋
愛
対
象
で
あ
る
相
手
へ
眼
を
向
け
出
す
の
で
あ
る

（
そ
れ
が
堀
の
言
う
よ
う
に
「
純
潔
な
愛
」
に
ま
で
成
長
す
る
か
ど
う

か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
図
式
化
す
る
と
右
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
図
２
か
ら
図

３
へ
の
変
化
と
し
て
、
こ
の
作
品
の
人
物
関
係
を
捉
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
を
見
る

時
、
当
初
、
九
鬼
の
死
と
い
う
強
力
な
牽
引
力
の
お
か
げ
て
関
係
図
の

上
部
（
「
傷
つ
け
る
愛
」
の
幻
影
の
世
界
）
に
偏
っ
て
い
た
三
者
が
、

最
後
の
場
面
で
は
、
関
係
図
の
下
部
（
恋
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
現
実
の

世
界
）
へ
と
す
べ
て
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
殼
初
に
述
べ
た

ヱ
う
に
、
こ
の
作
品
の
主
眼
は
四
者
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
死
者
で
あ

る
九
鬼
を
除
い
た
三
者
に
こ
う
し
た
は
っ
き
り
し
た
変
化
が
見
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
変
化
（
幻
影
へ
の
憧
憬
か
ら
の
自
我
の
回
復
）
を
こ

の
作
品
の
主
題
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
扁
理
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
堀
辰
雄
の
、
芥
川
の
死
の
も
た
ら
し
た
乱

雑
な
生
か
ら
の
回
復
の
希
望
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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細
木
夫
人
－
絹
子

　
↓

　
（
傷
つ
け
あ
う
愛
）
恋
の

　
↑

萱萌
芽

　
（
扁
理
）
↑
－
（
背
伸
び
）

△
同
化
▽

※
幻
影
の
世
界
↑
現
実
の
世
界

（
図
３
）

△
同
化
▽

（
絹
子
の
刺
激
）
↓
（
細
木
夫
人
）

柏
木
夫
人

九
　
　
鬼

（
旅
）

絹
子

　
↓

恋
の

真
理←

（
偏
理
）

※
幻
影
の
世
界
↓
現
実
の
世
界

作
品
の
は
じ
め
に
お
い
て
、
偏
理
と
絹
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
因
は
別



－

‐

－

‐

Ｉ

　
他
者
へ
の
同
化
（
幻
影
へ
の
憧
憬
）
の
欲
求
、
そ
れ
に
伴
う
自
我
の

崩
壊
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
現
実
復
帰
が
こ
の
作
品
で
は
見
事
な
展
開

を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
限
っ
た
も
の
で
は
な

く
他
の
作
品
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
視
点
で
、
幾
つ
か
の
作
品
を
比
較
し
、
そ
の
こ
と
で
、
堀
文
学
の
新

た
な
解
釈
を
模
索
し
て
い
き
た
い
。

注
一
　
横
光
利
一
「
『
聖
家
族
』
序
」
（
昭
和
七
年
二
月
、
江
川
書
房
刊

　
　
　
『
聖
家
族
』
所
収
）

　
　
　
　
「
内
部
が
外
部
と
同
様
に
恰
も
肉
眼
で
見
得
ら
れ
る
対
象
で
あ

　
　
　
る
か
の
如
く
明
瞭
に
わ
た
く
し
達
に
現
実
の
内
部
を
示
し
て
く

　
　
　
れ
た
最
初
の
新
し
い
作
品
の
一
つ
」
と
評
し
た
。

　
　
　
こ
れ
以
外
に
も
こ
の
作
品
の
古
典
的
完
成
度
の
高
さ
に
つ
い
て

　
　
　
は
数
多
く
の
論
評
が
あ
る
。

注
二
　
「
『
聖
家
族
』
－
１
方
法
の
制
覇
－
」
　
　
『
近
代
の
文
学
1
5

　
　
　
堀
辰
雄
の
文
学
』
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
、
桜
楓
社
刊
）
所
収

　
　
　
　
「
『
聖
家
族
』
覚
書
－
そ
の
作
品
構
造
－
－
」
『
解
釈
　
昭
和

　
　
　
五
六
年
十
一
月
号
、
五
七
年
五
月
号
　
た
だ
し
、
『
堀
辰
雄
覚

　
　
　
書
‐
Ｉ
Ｅ
‐
『
風
立
ち
ぬ
』
ま
で
ー
こ
（
昭
和
五
十
九
年
一
月
、
近

　
　
　
代
文
芸
社
）
に
よ
る

　
　
　
　
な
お
、
図
式
は
、
竹
内
氏
の
提
示
さ
れ
て
い
る
図
式
を
簡
略

　
　
　
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

洋
三
　
中
村
真
一
郎
「
堀
辰
雄
－
そ
の
前
期
の
可
能
性
に
つ
い
て
」

　
　
　
第
６
節
（
『
国
文
学
』
昭
和
五
二
年
六
月
吋
）
た
だ
し
、
堀
辰

　
　
　
雄
全
集
胴
巻
２
（
昭
和
五
丑
年
十
月
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
る

　
　
　
氏
は
、
こ
こ
に
挙
げ
た
他
に
「
友
人
に
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
、

　
　
　
友
人
に
感
情
移
入
す
る
」
　
「
友
人
の
眼
で
そ
の
娘
を
見
る
」
主

　
　
　
人
公
の
描
写
（
４
節
）
と
、
友
人
の
顔
の
表
情
が
伝
染
す
る
現

　
　
　
象
（
ト
ロ
ピ
ズ
ム
）
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
５
節
）
。

　
　
　
な
お
、
「
不
器
用
な
天
使
」
は
昭
和
四
年
二
月
、
『
文
芸
春
秋
』

　
　
　
に
発
表
、
昭
和
五
年
七
月
、
改
造
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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