
〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件

木

岡

伸

夫

序
言本

稿
の
主
題
は
「
対
話
」
で
あ
る
、
と
言
え
ば
、
す
ぐ
さ
ま
対
話
の
意
義
や
手
順
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
が
、
予
想
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
事
柄
を
取
り
扱
う
「
対
話
の
哲
学
」
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る（

1
）。
ま
た
哲
学
と
対
話
の
関
係

を
論
じ
る
さ
い
に
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
対
話
を
哲
学
の
方
法
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
に
言
及
が
為
さ
れ
る
。
だ
が
、
小
論
の
目
的
は
、
こ
う

し
た
過
去
の
ひ
そ
み
に
倣
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
先
行
事
例
は
、
対
話
と
い
う
も
の
が
哲
学
に
与
え
ら
れ
た
権
利
で
あ
る
、
と
い

う
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
そ
う
し
た
前
提
そ
の
も
の
を
疑
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
対
話
が
成
立

す
る
と
い
う
事
実
を
、
い
っ
た
ん
棚
上
げ
す
る
。
そ
れ
は
何
の
た
め
か
。
そ
も
そ
も
対
話
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
を
最
初
に
立
て
、
そ

れ
が
成
立
し
た
と
言
え
る
要
件
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
る
。
副
題
に
掲
げ
た
「
対
話
の
条
件
」
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
問
題
設
定
は
、
お
そ
ら
く
異
様
に
響
く
で
あ
ろ
う
。「
対
話
」
を
支
配
す
る
も
の
は
、
言
葉
の
用
い
方
、「
論
理
」
で
あ
る
。

論
理
を
使
用
す
る
さ
い
に
、
独
白
的
な
「
論
文
」
の
形
式
を
と
る
か
、
対
話
体
の
形
式
を
と
る
か
は
、
表
現
の
形
式
・
ス
タ
イ
ル
の
問
題

で
あ
っ
て
、
哲
学
自
体
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
い
ま
仮
に
、
哲
学
に
お
け
る
論
理
が
一
つ
の
世
界
に
相

対
的
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
世
界
に
通
用
す
る
論
理
が
、
他
の
世
界
に
も
は
た
し
て
妥
当
す
る
か
ど
う
か
、
を

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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吟
味
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
、「
対
話
の
条
件
」
を
云
々
す
る
こ
と
以
上
に
、
異
常
な
い
し

荒
唐
無
稽
な
想
定
と
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
忖
度
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
信
じ
ら
れ
て
い
る
以
外
の
論
理
が
存

在
し
う
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
が
、
こ
れ
ま
で
為
さ
れ
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
く（

2
）、
唯
一
の
普
遍
的
な
論
理
以
外
に
論
理
は
存
在
し
な

い
と
す
る
大
前
提
が
、
哲
学
の
「
公
理
」
と
し
て
通
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

前
段
に
挙
げ
た
問
題
を
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
自
著
の
主
題
と
し
て
き
た（

3
）。
こ
こ
で
、
そ
れ
を
蒸
し
返
す
意
図
は
な
い
。
筆
者
の
手
が
け

る
風
土
学
の
最
終
課
題
を
、
上
の
文
脈
に
沿
っ
て
言
い
改
め
る
な
ら
、
異
な
る
世
界
同
士
の
「
邂
逅
」（
出
会
い
）
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
立
て
ら
れ
た
問
い
は
、「
邂
逅
と
は
何
か
」「
邂
逅
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
」
の
二
つ
で
あ
る（

4
）。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
「
対

話
と
は
何
か
」「
対
話
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
の
か
」
に
置
き
換
え
る
。
そ
の
理
由
は
、「
邂
逅
」
と
「
対
話
」
に
内
的
本
質
的
な
関
係

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
邂
逅
」
と
は
何
か
。「
偶
然
性
と
は
、
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
で
あ
る
」

（
5
）

と
い
う
九
鬼
周
造

の
規
定
は
、
独
立
し
た
個
と
個
の
邂
逅
が
、
偶
然
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
表
す
。
と
こ
ろ
で
、
相
異
な
る
二
者
が
遭
遇
し
て
、
言
葉
（
ロ

ゴ
ス
）
を
交
わ
す
と
い
う
事
態
が
、「
対
話
」（
ギ
リ
シ
ア
語
源
は
dialogos「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」）
と
い
う
語
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
対
話
は
邂
逅
を
前
提
し
、
邂
逅
は
続
く
対
話
を
予
想
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
見
方
に
水
を
注
す
か
の
よ
う
に
、

邂
逅
か
ら
対
話
へ
の
移
行
が
生
じ
な
い
事
例
が
、
現
実
世
界
に
お
い
て
稀
で
は
な
い（

6
）。

そ
れ
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
追
究
す
る
に
際
し
て
、
相
関
的
な
二
項
の
う
ち
、「
邂
逅
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察

し
た
拙
著
が
、『
邂
逅
の
論
理
』（
二
〇
一
七
年
）
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
視
点
を
「
対
話
」
に
転
じ
て
の
試
論
が
、
本
稿
で
あ
る
。
論
理
を

異
に
す
る
世
界
と
世
界
に
〈
邂
逅
〉
は
生
じ
る
か（

7
）、
が
旧
著
の
主
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
異
な
る
世
界
同
士
に
「
対
話
」
が
成
立
す
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
の
が
今
回
の
主
題
で
あ
る
。「
邂
逅
」
の
成
否
如
何
、
と
い
う
旧
著
の
問
い
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
た
び
の
「
対
話
」

を
め
ぐ
る
反
省
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
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と
は
い
う
も
の
の
、「
邂
逅
」
は
た
だ
ち
に
「
対
話
」
を
意
味
し
な
い
。
こ
の
点
を
、
対
話
の
状
況
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。「
対
話
」
つ

ま
り
「
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
」
は
、「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
る
か
ら
、
二
者
が
存
在
し
て
、
た
が
い
に
言
葉
を
や
り
と
り
す
る
。
そ
れ
が
、

対
話
の
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
常
識
だ
け
で
は
不
十
分
と
見
ら
れ
る
事
態
が
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、「
二
人
」
を
超
え
る
複
数
の
人
間
が
、
言
葉
を
交
わ
す
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
「
対
話
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
、

適
切
な
の
か
ど
う
か
。「
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
か
ら
「
二
者
に
よ
る
対
話
」（
以
下
、「
二
人
対
話
」
と
称
す
）
へ
、
と
い
う
展
開
が
、

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ケ
ー
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
二
者
を
超
え
る
多
数
の
主
体
が
参
与

す
る
言
葉
の
や
り
と
り
を
、「
対
話
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
切
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
、
対
話
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で

あ
る
。

一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
対
話
を
想
定
す
る
。〈
二
〉
が
、
対
峙
す
る
当
事
者
の
あ
い
だ
で
閉
じ
ら
れ
る

関
係
を
表
す
の
に
対
し
て
、〈
三
〉
は
、
そ
こ
か
ら
外
へ
と
広
が
る
関
係
を
予
想
す
る（

8
）。
ど
れ
ほ
ど
多
数
か
ら
な
る
関
係
も
、〈
三
〉
に
還

元
さ
れ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
数
に
よ
る
対
話
を
三
者
関
係
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
、
別
段
不
都
合
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
そ
れ
を
「
三
人
対
話
」

（
9
）

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
な
ら
、「
二
人
対
話
」
と
「
三
人
対
話
」
に
は
、
い
か
な
る
共
通
点
、

ま
た
相
違
点
が
存
在
す
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
、
か
つ
て
立
て
ら
れ
た
た
め
し
が
な
く
、「
対
話
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
、
一

条
の
光
を
投
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

以
後
の
本
論
は
、
三
つ
の
論
点
を
取
り
扱
う
。
ま
ず
、「
二
人
対
話
」
と
見
え
る
も
の
の
実
態
は
、
お
お
む
ね
「
三
人
対
話
」
で
あ
る
、

と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
。
世
に
行
わ
れ
る
対
談
・
対
話
の
類
は
、
表
向
き
二
者
の
関
係
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
は
「
第
三

者
」
の
介
在
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
。
こ
れ
が
、
小
論
の
第
一
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
第
二
点
。
こ
こ
で
「
第
三
者
」
と
呼
ぶ
の
は
、
対
話
の
当
事
者
〈
私
〉〈
汝
〉
に
対
し
て
、〈
彼
〉
と
呼
ぶ
べ
き
他
者
を
意

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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味
す
る
。〈
彼
〉
は
、
第
三
人
称
の
人
格
を
表
す
が
、
そ
れ
を
人
称
的
存
在
と
す
る
以
外
に
、
当
事
者
同
士
（
私
―
汝
）
の
言
語
行
為
を

可
能
に
す
る
社
会
「
環
境
」、
と
把
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
筆
者
に
そ
の
こ
と
を
思
い
つ
か
せ
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎
が
一
九
三
〇

年
代
に
う
ち
だ
し
た
、「
弁
証
法
的
一
般
者
」

（
10
）

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
後
論
に
譲
る
が
、
後
期
西
田
哲
学
の
知
見
を
も
と
に
、

「
三
人
対
話
」
の
哲
学
的
含
意
を
開
展
す
る
こ
と
が
、
小
論
の
第
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

最
後
に
、
第
三
点
。
以
上
の
議
論
は
、
最
終
的
な
次
の
問
い
に
向
き
合
う
た
め
の
準
備
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、「
二
人
対
話
」
の
内

実
が
「
三
人
対
話
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
確
認
を
経
た
う
え
で
、
異
な
る
世
界
間
の
「
二
人
対
話
」
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、

と
い
う
風
土
学
の
最
終
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
課
題
は
筆
者
に
と
っ
て
、「
邂
逅
は
い
か
に
し
て
成
立
す

る
か
」
と
い
う
問
い
の
再
提
示
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
手
ご
わ
い
敵
を
攻
め
る
た
め
の
新
た
な
理
論
装
備
が
、
い
ま
筆
者
の
手
許
に
用
意

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
き
る
こ
と
は
、『
風
土
の
論
理
』（
二
〇
一
一
年
）
で
提
示
し
た
空
間
の
三
種
の
〈
型
〉
を
手
が
か
り
に
、

対
話
の
あ
り
よ
う
を
整
理
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
「
二
人
対
話
」
と
「
三
人
対
話
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
の
み
で

あ
る
。
か
く
し
て
本
稿
は
、
異
な
る
風
土
が
た
が
い
に
並
び
立
つ
「
普
遍
空
間
」（
間
風
土
的
世
界
）
と
対
話
の
関
係
、
へ
と
主
題
を
絞

り
込
む
手
続
き
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
。

一

対
話
の
現
実

「
三
人
対
話
」
の
実
際

世
に
行
わ
れ
る
「
対
話
」（
dialogue）
が
、「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」
の
原
意
に
反
し
て
、
実
際
は
「
三
人
対
話
」
で
あ
る
、
と
い
う
前
段

の
主
張
が
、
奇
異
に
響
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
。
参
考
ま
で
に
、
筆
者
の
公
刊
し
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た
対
話
形
式
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
三
名
の
人
物
に
よ
る
言
葉
の
や
り
と
り
を
引
い
て
、「
三
人
対
話
」
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

要
点
は
、
対
話
の
参
加
者
が
三
人
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
二
者
の
会
話
に
必
ず
別
の
誰
か
、
つ
ま
り
「
第
三
者
」
が
介
在
す
る
、

と
い
う
事
実
を
示
す
こ
と
に
あ
る
（
文
中
、
発
言
者
を
表
す
「
直
」
は
、「
直
言
先
生
」、「
猛
」
は
「
猛
志
君
」、「
中
」
は
「
中
道
さ
ん
」

の
略
）。

直
：
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
と
き
、
東
北
地
方
に
親
戚
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
救
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
駆
け

つ
け
た
人
た
ち
が
大
勢
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
「
田
中
さ
ん
」
が
、
そ
れ
ま
で
一
度
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
「
鈴
木
さ
ん
」
の
家

を
修
繕
す
る
お
手
伝
い
を
し
た
と
す
る
。「
田
中
さ
ん
」
と
「
鈴
木
さ
ん
」
は
他
人
同
士
だ
か
ら
、
た
が
い
の
心
の
中
は
わ
か
ら
な
い
、

と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
が
、
哲
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
他
者
問
題
」
で
す
。
そ
ん
な
バ
カ
な
話
は
な
い
。
も
と
も
と
苦
し
ん
で
い
る

他
人
と
一
体
に
な
ら
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
が
、
人
間
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
二
人
が
一
心
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
な
い
。「
一
体
で
も
な
く
別
々
で
も
な
い
」
関
係
、
引
っ
く
り
返
し
て
言
う
な
ら
、「
同
一
で
も
あ
り
別
々
で
も
あ
る
」
関
係
。
こ

う
い
う
関
係
性
が
、〈
人
と
人
の
あ
い
だ
〉
で
す
。

猛
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
に
は
、
他
人
の
喜
怒
哀
楽
に
対
す
る
「
共
感
」
の
理
論
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
倫
理
学

の
授
業
で
聞
き
ま
し
た
。
た
が
い
に
独
立
し
た
個
人
同
士
が
「
共
感
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
は
、
何
か
不
都
合
な
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。

直
：
ス
ミ
ス
は
、
本
来
利
己
的
な
経
済
活
動
に
、「
利
他
」
の
意
味
を
も
た
せ
よ
う
と
工
夫
し
て
、「
共
感
」
も
し
く
は
「
同
感
」
の
理

論
を
考
え
出
し
ま
し
た
。
自
分
が
得
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
も
利
益
の
お
す
そ
分
け
に
あ
ず
か
れ
る
よ
う
に
配
慮
で
き
る
の

が
、「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」（
経
済
人
）
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚑・⚒合併号／
木岡伸夫 最終⚓校／通し

五



中
：
資
本
主
義
の
元
締
め
み
た
い
に
言
わ
れ
る
ス
ミ
ス
に
、「
倫
理
学
」
が
あ
る
な
ん
て
、
初
め
て
聞
き
ま
し
た
。
猛
志
君
は
、
よ
く

ご
存
じ
で
す
ね
。
私
の
勤
め
た
会
社
も
、「
社
是
」
に
「
共
存
共
栄
」
を
謳
っ
た
額
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
タ
テ
マ
エ

に
過
ぎ
な
く
て
、
ホ
ン
ネ
は
利
己
主
義
そ
の
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
、
社
長
以
下
全
員
が
信
じ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

直
：
ア
ト
ム
化
（
孤
立
化
）
し
た
個
人
は
、
自
己
の
利
益
の
み
を
考
え
る
も
の
だ
と
い
う
「
人
間
観
」
が
、
世
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
の
分
裂
が
生
じ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
人
間
観
自
体
が
、
自
他
の
区
別
だ
け
を
強
調
す
る
二
元
論

に
根
ざ
し
た
も
の
。
自
他
が
、
本
来
一
で
も
二
で
も
な
い
と
い
う
、「
不
一
不
二
」
の
事
実
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
共
感
」
や
「
共

存
共
栄
」
を
、
わ
ざ
わ
ざ
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
す（

11
）。

右
の
対
話
の
直
前
、「
直
」
は
、
龍
樹
『
中
論
』
の
冒
頭
に
示
さ
れ
る
「
不
一
不
異
」
の
思
想
を
引
き
、
そ
れ
こ
そ
が
現
実
の
人
間
関

係
で
あ
る
、
と
発
言
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
中
」
は
、「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
発
す
る
。

引
用
部
分
は
、
そ
の
質
問
に
対
す
る
「
直
」
の
返
答
。
そ
の
時
点
で
、「
直
」
と
「
中
」
の
二
人
に
よ
る
対
話
が
成
立
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
や
り
と
り
を
聞
い
た
「
猛
」
が
、「
中
」
に
代
わ
っ
て
、
新
た
な
質
問
を
「
直
」
に
ぶ
つ
け
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
の
問

答
と
は
異
な
る
方
向
に
対
話
が
展
開
す
る
。
そ
う
し
て
、「
猛
」
に
対
す
る
「
直
」
の
返
答
を
受
け
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
「
中
」
が
、

今
度
は
自
身
の
経
験
を
引
き
な
が
ら
、〈
直
―
猛
〉
の
や
り
と
り
に
割
っ
て
入
る
と
い
う
仕
方
で
、
発
言
主
体
が
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
、

三
人
に
よ
る
対
話
が
続
け
ら
れ
る
。

こ
れ
を
参
考
事
例
と
す
る
こ
と
で
、
す
ぐ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
三
人
対
話
」
に
お
い
て
、「
二
人
対
話
」
の
よ
う
に
対
話

の
当
事
者
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
事
者
が
た
え
ず
入
れ
替
わ
り
な
が
ら
、
対
話
が
進
展
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。〈
直
―
中

―
猛
〉
の
三
者
に
よ
る
対
話
は
、〈
直
―
中
〉〈
中
―
猛
〉〈
猛
―
直
〉
の
三
つ
の
二
者
関
係
を
内
包
す
る
。
こ
の
「
三
人
対
話
」
に
お
い
て
、

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
一
・
二
合
併
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚑・⚒合併号／
木岡伸夫 最終⚓校／通し

六

最終⚓校／通し



三
と
お
り
の
関
係
が
、
た
が
い
に
媒
介
し
合
い
な
が
ら
、
次
々
に
浮
上
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
を
、〈
私
―
汝
―
彼
〉
の
人
称

的
関
係
に
見
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
事
の
次
第
を
一
般
化
し
て
説
明
す
る
な
ら
、〈
私
〉
と
〈
汝
〉
の
や
り
と
り
に
、〈
彼
〉
が
割
っ
て
入

る
と
い
う
仕
方
で
、
対
話
の
当
事
者
が
た
え
ず
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、
最
初
の
「
中
」
に
対
す
る
「
直
」
の
応
答
を
聞
く
「
猛
」

は
、
そ
の
時
点
で
は
、〈
彼
〉
の
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
、「
直
」
の
発
言
に
触
発
さ
れ
て
質
問
を
発
す
る
と
き
、「
猛
」
は
も
は
や
〈
彼
〉

で
は
な
く
、〈
私
〉
と
な
り
、〈
中
―
直
〉
に
代
わ
っ
て
〈
猛
―
直
〉
が
、
新
た
に
〈
私
―
汝
〉
と
し
て
、
対
話
の
中
心
に
浮
上
し
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
人
称
的
地
位
の
交
代
が
生
じ
る
理
由
は
、「
三
人
対
話
」
の
参
加
者
個
々
が
、
他
の
二
者
の
発
言
を
よ
く
聞
き
、
そ
れ
に
対

し
て
い
つ
で
も
主
体
的
に
応
じ
よ
う
と
す
る
体
勢
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
三
人
対
話
」
が
、
社
会
に
お
け
る
常
態
で
あ
る
、
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
の
対
話
は
、
二
人

だ
け
で
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
し
、
四
人
以
上
の
不
特
定
多
数
が
参
加
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
三
人
対
話
」
が
対
話
の
基
本
で
あ
る
と
す
る
小
論
の
主
張
は
、
そ
れ
が
お
よ
そ
「
対
話
」
と
呼
ば
れ
る
言
語
行
為
の
原
型
で
あ
る
、

と
す
る
信
念
に
よ
っ
て
い
る
。

「
対
話
」
の
意
味

改
め
て
問
う
、「
対
話
」
と
は
何
か
。
そ
れ
が
「
対
話
」
と
称
さ
れ
、
類
義
語
で
あ
る
「
会
話
」「
対
談
」
等
か
ら
有
意
味
的
に
区
別
さ

れ
る
指
標
が
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。
前
述
の
と
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
源
dialogos
の
意
味
は
、「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」。

logosの
動
詞
形
legein
は
、「
語
る
」「
話
す
」
の
ほ
か
「
分
け
る
」「
数
え
る
」
等
の
意
味
を
も
つ
か
ら
、
ロ
ゴ
ス
は
単
に
一
つ
の
言

葉
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
他
の
言
葉
か
ら
自
己
を
区
別
す
る
性
格
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
は
、
単
に
二
つ
の
言
葉
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
た
が
い
に
他
か
ら
際
立
つ
言
葉
と
言
葉
と
が
、〈
対
立
〉

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚑・⚒合併号／
木岡伸夫 最終⚓校／通し

七



も
し
く
は
〈
対
決
〉
す
る
関
係
を
意
味
す
る（

12
）、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
か
ら
、「
対
話
」
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
類
義
語
と
の
、
若
干
の
比
較
を
試
み
よ
う
。
二
者
に
よ
る
言
語
行
為
と
し
て
、「
対
談
」

の
語
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
語
に
〈
対
立
〉〈
対
決
〉
の
気
配
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
、「
談
」
の
表
す
物
語
的
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
鼎
談
」
と
な
る
と
、「
三
人
で
交
わ
さ
れ
る
物
語
」
と
い
う
性
格
が
、
さ
ら
に
濃
厚
に
な

る
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
掲
げ
る
「
三
人
対
話
」
と
は
異
質
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。

「
会
話
」（
conversation）
の
場
合
、「
対
談
」「
鼎
談
」
と
は
違
っ
て
、
参
加
者
の
人
数
を
成
立
の
要
件
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
参

加
者
の
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
が
、
一
つ
一
つ
ロ
ゴ
ス
と
し
て
際
立
つ
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
全
体
と
し
て
親
和

的
な
言
葉
の
や
り
と
り
が
進
行
す
る
事
態
を
意
味
す
る
。
言
葉
の
使
用
を
前
提
す
る
「
会
話
」
に
対
し
て
、
意
思
疎
通
の
行
為
全
般
を
表

す
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
com
m
unication）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」（
com
m
unity）
と
同
じ
く
、
com
m
on（
共
通
の
）
を
意
味
の
中
核
と
し
、
共
通
言
語
の
使
用
が
前
提
さ
れ
る
社
会
的

行
為
で
あ
る
。
そ
れ
と
「
対
話
」
を
同
一
の
事
柄
に
見
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
会
話
」
や
「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
、「
対
話
」
か
ら
截
然
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」
と
い
う
原
意
に

沿
っ
て
、
言
葉
の
や
り
と
り
に
〈
対
立
〉〈
対
決
〉
の
要
素
が
含
ま
れ
る
、
と
い
う
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
対
談
」「
会
話
」「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
、「
対
話
」
が
有
意
味
的
に
区
別
さ
れ
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
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二

西
田
哲
学
の
視
座

環
境
的
限
定

い
ま
述
べ
た
と
お
り
、「
三
人
対
話
」
は
、
三
人
で
行
わ
れ
る
談
話
（
鼎
談
）
を
意
味
し
な
い
。
原
理
的
に
三
者
関
係
で
な
け
れ
ば
あ

り
え
な
い
言
語
行
為
が
、
小
論
の
取
り
扱
う
「
三
人
対
話
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
示
し
た
よ
う
に
、
二
者
に
よ
る
言
葉
の
や
り
と
り
に

第
三
者
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
が
た
え
ず
入
れ
替
わ
る
と
い
う
、
対
話
な
ら
で
は
の
動
的
展
開
を
意
味
す
る
。
三
人
対
話

を
構
成
す
る
三
者
は
、
前
述
の
如
く
、〈
私
〉〈
汝
〉〈
彼
〉
と
し
て
人
称
的
に
分
節
さ
れ
る
。「
序
言
」
で
述
べ
た
と
お
り
、
筆
者
は
こ
の

よ
う
な
三
者
関
係
に
つ
い
て
、
後
期
西
田
哲
学
―
―
一
九
三
〇
年
代
の
「
弁
証
法
的
論
理
」
の
時
代
―
―
か
ら
、
貴
重
な
示
唆
を
受
け
た
。

そ
れ
が
ど
う
い
う
考
え
な
の
か
を
、
以
下
、
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

中
期
の
「
場
所
」
の
時
代
か
ら
、「
弁
証
法
的
論
理
」
の
時
代
へ
の
移
行
を
し
る
し
づ
け
る
論
文
「
私
と
汝
」（
一
九
三
二
年
）。
な
ぜ
、

こ
の
よ
う
な
表
題
が
選
ば
れ
た
の
か
、
理
由
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の（

13
）、〈
私
〉
と
〈
汝
〉
の
関
係
を
「
弁
証
法
的
限
定
」
と
把
え
る
視

点
は
、
そ
れ
以
後
の
論
考
に
持
ち
越
さ
れ
、
ま
も
な
く
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
一
九
三
四
年
）
に
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。

く
わ
し
い
経
緯
は
省
略
し
て
、
こ
の
展
開
の
大
局
的
意
義
の
み
を
要
約
す
る
な
ら
、
当
初
〈
私
―
汝
〉
の
二
者
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

「
弁
証
法
」
が
、〈
私
―
汝
―
彼
〉
の
三
者
関
係
に
変
換
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
論
理
構
造
の
変
更
の
裏
に
は
、
重
大
な
立

場
の
転
換
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
裏
づ
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
西
田
の
掲
げ
る
「
弁
証
法
」

は
、「
私
と
汝
」
に
お
い
て
、
す
で
に
三
極
的
構
造
へ
の
移
行
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
西
田
哲
学
」
の
真
面
目
を
顕
わ
し
た
「
場
所
」（
一
九
二
六
年
）
以
降
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
日
本
の
哲
学
界
に
「
環
境
」
概
念

が
浸
透
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
の
関
心
に
一
つ
の
転
機
が
生
じ
る
。
も
の
が
「
於
い
て
あ
る
場
所
」
は
、
そ
こ
に
お
い
て
個
物
と
個

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
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物
と
が
相
互
限
定
す
る
「
環
境
」
と
し
て
把
え
直
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
、「
一
般
者
の
自
己
限
定
」
も
し
く
は
「
一
般
者
と
個
物
の
相
互

限
定
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
た
一
般
者
と
個
物
の
関
係
が
、
無
数
の
個
物
を
含
む
「
環
境
」
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
訂
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
。「
無
の
一
般
者
」
に
対
す
る
個
物
は
多
数
、
よ
っ
て
双
方
の
関
係
は
、〈
一
対
一
〉
で
は
も
は
や
な
く
、〈
一
対
多
〉
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
環
境
に
お
い
て
た
が
い
に
異
な
る
「
多
」
の
内
実
は
、「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
い
か
に
説
明
す
る
か
、
が
西
田
の
引
き
受
け
る
べ
き
課
題
と
な
る
。
そ
の
要
請
は
、
昭
和
初
頭
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
弁
証
法

の
日
本
流
入
が
、
大
き
な
弾
み
と
な
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
事
新
た
に
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い（

14
）。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、〈
一
般
者
対
個
物
〉
と
い
う
従
来
か
ら
の
二
項
関
係
に
、〈
個
物
対
個
物
〉
と
い
う
別
の
関
係
を
か
み
合
わ

せ
る
手
続
き
で
あ
る
。
西
田
は
、
そ
れ
を
「
環
境
的
限
定
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。

我
々
の
於
い
て
あ
る
世
界
と
い
う
も
の
は
環
境
的
限
定
と
し
て
は
物
質
の
世
界
、
生
物
の
世
界
と
い
う
べ
く
、
個
物
的
限
定
の
立
場
に

お
い
て
は
歴
史
的
世
界
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
環
境
的
限
定
の
立
場
か
ら
ど
こ
ま
で
も
環
境
を
越
え
行
く
個
物

を
限
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
環
境
的
限
定
は
物
質
的
、
生
物
的
と
し
て
宇
宙
的
生
命
の
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
自
己
自

身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
を
限
定
す
る
意
味
を
有
す
る
動
く
個
物
を
限
定
す
る
環
境
的
限
定
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
歴
史

的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ（

15
）。

言
い
た
い
こ
と
が
言
い
切
れ
て
お
ら
ず
、
も
ど
か
し
い
印
象
を
与
え
る
一
節
で
あ
る
が
、
解
決
へ
の
出
口
を
求
め
て
彷
徨
す
る
当
時
の
西

田
の
状
況
が
見
て
と
れ
る
と
考
え
、
こ
こ
に
引
用
し
た
。「
環
境
的
限
定
」
は
、「
宇
宙
的
生
命
の
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述

べ
た
後
、「
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
を
限
定
す
る
意
味
を
有
す
る
動
く
個
物
を
限
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
い
っ
た
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い
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
二
つ
の
異
な
る
限
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
個
物
が
「
自
己
自
身
を
限

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
を
限
定
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
個
物
に
よ
る
環
境
の
限
定
。
も
う
一
つ
は
、「
動
く
個
物
を
限
定
す
る
環

境
的
限
定
」
が
表
す
、
環
境
に
よ
る
個
物
の
限
定
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
環
境
」
と
「
個
物
」
と
が
、
主
客
の
地
位
を
入
れ

替
え
る
こ
と
で
成
り
立
つ
二
種
の
限
定
は
、
矛
盾
撞
着
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
し
か
り
。
引
用
文
の
直
後
に
出
て
く
る
、

「
環
境
が
我
々
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
我
々
が
環
境
を
限
定
す
る
」

（
16
）

と
い
う
記
述
は
、
そ
の
矛
盾
を
要
約
す
る
言
い
回
し
で
あ
る
。
理

解
の
カ
ギ
は
、
引
用
文
最
後
の
「
歴
史
的
」
が
物
語
る
よ
う
に
、
環
境
が
「
生
物
の
世
界
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
歴
史
的
世
界
」
で
あ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。

〈
私
―
汝
〉
か
ら
〈
私
―
汝
―
彼
〉
へ

「
環
境
的
限
定
」
で
あ
る
「
個
物
的
限
定
」
は
、
当
初
、
論
文
の
表
題
が
表
す
と
お
り
、〈
私
―
汝
〉
の
二
者
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
単
純
に
〈
私
〉
と
〈
汝
〉
の
二
者
が
相
対
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
上
述
の
ご
と
く
、
そ
こ
に
「
一
般
者
の

自
己
限
定
」
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
重
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
あ
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
。
ま

ず
、〈
私
〉
と
〈
汝
〉
の
関
係
を
見
よ
う
。

私
と
汝
と
は
各
自
の
底
に
絶
対
の
他
を
認
め
、
互
に
絶
対
の
他
に
移
り
行
く
が
故
に
、
私
と
汝
と
は
絶
対
の
他
な
る
と
と
も
に
内
的
に

相
移
り
行
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
と
汝
と
は
互
に
弁
証
法
的
関
係
に
立
つ
の
で
あ
る（

17
）。

こ
こ
に
は
、「
非
連
続
の
連
続
」
や
「
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
る
「
弁
証
法
的
関
係
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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よ
う
な
二
者
関
係
は
、〈
私
―
汝
〉
と
し
て
閉
じ
ら
れ
、
二
者
以
外
の
他
者
が
関
与
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
環
境
が
「
歴
史
的
世
界
」

で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
が
二
者
関
係
の
み
で
完
結
す
る
と
い
う
事
態
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
の
説
く
〈
私
―
汝
〉
関
係
が
、
二
者
で

完
結
す
る
の
は
、
そ
れ
が
人
と
人
と
の
交
渉
す
る
地
上
の
世
界
で
は
な
く
、〈
神
―
人
〉
の
呼
応
す
る
天
上
的
世
界
を
範
型
に
と
る
た
め

で
あ
る
。

西
田
が
「
弁
証
法
的
関
係
」
を
強
調
す
る
の
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
無
数
の
個
物
が
関
係
し
合
う
歴
史
的
世
界
を
説
明
せ
ん
が
た

め
で
あ
る
。
そ
こ
に
、〈
私
―
汝
〉
以
外
の
第
三
者
〈
彼
〉
が
、
導
入
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
が
あ
る
。「
私
と
汝
」
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
ま

だ
「
彼
」
の
語
は
登
場
し
な
い
。
と
は
い
え
、「
一
即
多
の
弁
証
法
的
直
観
」
を
説
く
箇
所
に
、
そ
の
導
入
を
予
期
さ
せ
る
記
述
が
あ
る

こ
と
は
看
過
し
え
な
い
。
そ
れ
は
、「
彼
」
と
い
う
人
称
で
は
な
く
、「
絶
対
の
他
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
か
ら
無
媒
介
的
に
他
に
移
り
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
無
差
別
的
に
自
他
合
一

す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
絶
対
の
他
を
媒
介
と
し
て
汝
と
私
と
が
結
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自

己
が
自
己
自
身
の
根
柢
と
し
て
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
他
の
内
に
没
し
去
る
、
即
ち
私
が
他
に
お
い
て
私
自

身
を
失
う
、
こ
れ
と
と
も
に
汝
も
ま
た
こ
の
他
に
お
い
て
汝
自
身
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
私
は
こ
の
他
に
お
い
て
汝
の
呼
声
を
、

汝
は
こ
の
他
に
お
い
て
私
の
呼
声
を
聞
く
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

18
）。

こ
こ
に
は
、「
対
話
」
に
つ
い
て
の
深
い
真
実
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
含
蓄
を
め
ぐ
る
考
察
は
後
回
し
に
す
る
こ
と
と
し
て
、

当
面
問
題
と
す
べ
き
は
、
私
と
汝
を
媒
介
す
る
「
絶
対
の
他
」
に
言
及
が
為
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
一
点
。「
絶
対
の
他
」
は
、「
私
と
汝
」

に
続
く
著
作
の
中
で
、「
彼
」
と
呼
び
改
め
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、「
環
境
」
が
「
彼
の
世
界
」
と
し
て
規
定
し
直
さ
れ
る
。
そ
し
て
、〈
私
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―
汝
〉
を
媒
介
す
る
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
の
概
念
と
と
も
に
、
後
期
西
田
の
新
境
地
が
全
面
的
に
開
か
れ
る
。

「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
一
九
三
四
年
）
は
、「
私
と
汝
」
に
お
い
て
〈
私
―
汝
〉
の
二
項
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
「
環

境
的
限
定
」
を
、〈
私
―
汝
―
彼
〉
の
三
項
関
係
に
よ
る
「
弁
証
法
的
限
定
」
へ
と
転
換
し
た
、
記
念
す
べ
き
著
作
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭

に
お
い
て
、
二
つ
の
論
点
が
明
確
に
う
ち
だ
さ
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、「
個
物
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
個
物
が
一
般
者
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
」

（
19
）

と
あ
る
よ
う

に
、
個
物
が
一
般
者
を
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
一
般
者
の
自
己
限
定
即
個
物
の
自
己
限
定
」
と
い
っ

た
両
義
的
な
言
い
回
し
と
は
異
な
り
、
明
ら
か
に
個
物
中
心
と
言
え
る
新
境
地
に
踏
み
込
ん
だ
事
実
を
物
語
る
。
つ
づ
い
て
第
二
は
、「
個

物
は
唯
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

（
20
）

と
あ
る
よ
う
に
、
個
物
と
個
物
と
が
限
定
し
合
う
関
係
、「
個

物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
と
い
う
新
し
い
主
張
で
あ
る
。
西
田
は
、
こ
れ
ら
二
点
を
提
示
す
る
や
、
た
だ
ち
に
個
物
と
個
物
と
を
媒
介

す
る
「
媒
介
者
Ｍ
」
へ
と
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
「
弁
証
法
的
限
定
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
の
は
、
①
個
物
に
よ
る
一
般
者
の
限
定
、
②
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
、
こ
の

二
つ
の
限
定
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
新
機
軸
を
う
ち
だ
す
上
で
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
の
が
、「
媒
介
者
Ｍ
」
お

よ
び
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
限
定
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
か
。

真
の
弁
証
法
的
限
定
と
い
う
べ
き
も
の
は
、
少
く
も
三
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
甲
が
乙
に
対
す
る
と

同
じ
く
丙
に
も
対
す
る
。
乙
が
甲
丙
に
対
し
、
丙
が
甲
乙
に
対
す
る
も
同
様
で
あ
る
。
私
が
汝
に
対
す
る
ご
と
く
彼
に
対
す
る
。
汝
が

私
に
対
し
、
彼
が
私
や
汝
に
対
す
る
も
同
様
で
あ
る
。
斯
く
三
つ
の
も
の
の
相
互
関
係
を
斯
く
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
数
の
個
物

を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
始
め
て
真
に
相
独
立
す
る
も
の
の
相
互
限
定
、
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

21
）。

前
掲
②
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
に
つ
い
て
、
西
田
は
「
三
つ
の
も
の
の
相
互
限
定
」
が
弁
証
法
的
限
定
で
あ
る
、
と
説
い
て

い
る
。
そ
の
意
味
は
、
甲
乙
と
い
う
二
者
を
、
丙
と
い
う
第
三
者
が
媒
介
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
独
立
す
る
三
者
の
う

ち
、
二
者
に
対
し
て
残
る
一
者
が
「
媒
介
者
Ｍ
」
と
な
る
と
い
う
仕
方
で
、
三
者
の
相
互
関
係
が
成
立
す
る
。
人
称
的
世
界
の
事
柄
と
し

て
見
れ
ば
、〈
私
〉
と
〈
汝
〉
と
を
〈
彼
〉
が
媒
介
す
る
相
関
構
造
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
「
弁
証
法
的
世
界
」
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る

個
物
が
他
の
個
物
同
士
を
結
び
つ
け
る
媒
介
者
と
な
る
。
問
題
は
、
そ
う
し
た
意
味
の
「
媒
介
者
Ｍ
」
が
、
一
般
者
を
い
か
に
限
定
す
る

か
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
に
は
「
無
の
一
般
者
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
私
の
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
、

個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
Ｍ
の
意
味
を
有
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
22
）

と
あ
る
。
当
事
者
（
甲
乙
）
に
対
す
る
第
三
者
（
丙
）
の

位
置
に
立
つ
媒
介
者
は
、
そ
の
ま
ま
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
個
物
が
、
個
物
で
あ
る
一
方
、
一
般
者
で

も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
実
の
世
界
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
物
が
一
般
者
を
表
現
す
る
「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」

（
23
）

で
あ
る
。

「
媒
介
者
Ｍ
」
は
、
人
称
的
な
〈
彼
〉
と
し
て
、
個
物
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
一
般
者
で
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
両
義
性
を

い
か
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
後
期
西
田
哲
学
の
生
命
線
と
も
言
う
べ
き
こ
の
問
題
に
、
本
稿
は
深
く
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
、
い
さ
さ
か
弁
解
め
く
が
、
こ
う
し
た
両
義
性
が
、「
対
話
」
に
関
係
す
る
空
間
の
解
明
に
活
か
さ
れ
る
次
第
を
、
次
節
で
明
ら
か

に
し
た
い
。

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
一
・
二
合
併
号

【T：】Edianserver ／關西大學／文學論集／第72巻第⚑・⚒合併号／
木岡伸夫 最終⚓校／通し

一
四

最終⚓校／通し



三

空
間
と
対
話

三
種
の
空
間

「
三
人
対
話
」
と
い
う
着
想
を
筆
者
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
後
期
西
田
哲
学
の
「
弁
証
法
」
で
あ
る
。〈
私
―

汝
〉
の
対
話
を
成
り
立
た
せ
る
媒
介
者
が
、〈
彼
〉
で
あ
る
と
い
っ
た
着
想
は
、
す
で
に
言
及
し
た
ブ
ー
バ
ー（

24
）に
は
な
く
、
遠
く
遡
っ
て

哲
学
的
対
話
篇
の
元
祖
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
に
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
西
洋
世
界
で
問
題
と
さ
れ
る
「
対
話
」、
デ
ィ
ア
ロ
ゴ

ス
が
、〈
神
―
人
〉
の
ご
と
く
、
本
質
的
に
異
な
る
二
者
の
ロ
ゴ
ス
を
指
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
第
三
者
が
あ
い
だ
に
入
る
こ
と
を

認
め
る
「
三
人
対
話
」
を
、
肯
定
的
に
受
け
と
め
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
っ
た
推
断
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
種
の
詮
索

に
立
ち
入
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
小
論
の
手
に
余
る
。
本
節
で
は
、
筆
者
の
風
土
学
に
お
け
る
「
空
間
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
風
土
と
対

話
と
が
い
か
に
関
係
す
る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
風
土
の
論
理
―
―
地
理
哲
学
へ
の
道
』（
二
〇
一
一
年
）
の
中
で
、
筆
者
は
三
種
の
空
間
―
―
物
語
空
間
・
社
会
空
間
・
普
遍
空
間

―
―
を
区
別
し
た
。
同
書
の
巻
末
に
置
い
た
「
風
土
学
の
基
本
用
語
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
る（

25
）。

空
間

主
体
の
行
為
的
実
践
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
関
係
性
の
一
方
（
他
方
は
時
間
）。「
主
体
的
空
間
」
と
し
て
、
次
の
三
つ
の
段

階
（
形
相
）
を
表
す
。

物
語
―
―

主
体
間
の
語
り
合
い
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
〈
場
所
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉。〈
場
〉
の
別
名
。

社
会
―
―

物
語
空
間
を
統
括
す
る
権
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
〈
場
〉
の
複
合
体
。
複
数
の
〈
場
〉
お
よ
び
〈
場
〉
の
背
後
に
広

が
る
空
虚
の
全
体
。

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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普
遍
―
―

社
会
空
間
が
、
た
が
い
に
差
異
と
し
て
並
び
立
つ
「
差
異
の
空
間
」。「
間
風
土
的
世
界
」
の
別
名
。

「
風
土
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
」
を
主
題
と
す
る
同
書
に
お
い
て
、「
主
体
の
行
為
的
実
践
」
か
ら
生
ま
れ
る
空
間
を
、
三
つ
の
型
に

分
類
す
る
一
種
の
思
考
実
験
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
三
種
の
空
間
は
、
成
立
・
発
展
過
程
の
三
段
階
と
し
て
、
理
念
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の

の
、
現
実
に
存
在
す
る
空
間
を
こ
れ
に
該
当
さ
せ
る
意
図
は
、
そ
こ
に
は
な
い
―
―
か
り
に
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
、
歴
史
的
な
検
証
を

試
み
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
必
要
な
作
業
量
か
ら
し
て
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
便
宜
上
の
概
念
整
理
に
す
ぎ
な
い
、

と
断
っ
た
上
で
な
ら
、
物
語
空
間
は
前
近
代
、
社
会
空
間
は
近
代
、
普
遍
空
間
は
近
代
以
後
、
と
い
っ
た
時
代
的
対
応
が
考
え
ら
れ
な
く

は
な
い
。
む
ろ
ん
、
近
代
社
会
に
前
近
代
的
要
素
が
混
在
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
空
間
は
共
時
的
に
存
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
付
言

し
て
お
こ
う
。

物
語
空
間
と
対
話

三
種
の
空
間
は
、「
対
話
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
い
か
な
る
性
格
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
旧
著
で
は
取
扱
う
こ
と
の
な

か
っ
た
こ
の
問
題
を
、
以
下
で
論
じ
る
。
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と
は
、
三
つ
の
空
間
の
う
ち
「
物
語
空
間
」
は
、「
主
体
間
の
語
り
合
い
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
対
話
の
空
間
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
か
た
ら
い
」「
語
り
合

い
」
が
意
味
す
る
と
お
り
、「
物
語
空
間
」
は
、
複
数
の
主
体
が
交
わ
す
物
語
行
為
を
徴
表
と
す
る
関
係
性
に
よ
っ
て
、
他
の
空
間
か
ら

区
別
さ
れ
る
。
多
数
の
語
る
主
体
が
参
加
す
る
〈
場
〉
に
展
開
す
る
の
は
、
先
の
西
田
の
引
用
文
に
引
き
つ
け
て
言
う
な
ら
、
多
数
の
個

物
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
」
で
あ
る
。〈
私
―
汝
―
彼
〉
と
い
う
三
者
連
関
の
「
弁
証
法
」
が
、
そ
う
し
た

〈
場
〉
を
支
配
す
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
田
の
言
う
「
弁
証
法
的
限
定
」
は
、「
物
語
空
間
」
に
妥
当
す
る
。
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そ
う
言
っ
た
と
た
ん
に
、
前
言
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、「
物
語
」
と
「
対
話
」
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
甲
の
語

り
が
、
そ
れ
を
受
け
た
乙
の
語
り
を
生
み
、
さ
ら
に
そ
れ
を
聴
く
丙
の
語
り
を
触
発
す
る
、
と
い
っ
た
仕
方
で
、
一
つ
の
語
り
が
別
の
語

り
を
生
む
よ
う
に
し
て
、
物
語
が
次
々
に
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
物
語
空
間
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
展
開
す
る
共
同
の
物

語
に
お
い
て
、
一
つ
の
ロ
ゴ
ス
が
他
の
ロ
ゴ
ス
と
対
立
す
る
「
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
」（
対
話
）
の
契
機
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
に
し
て
も
、
際

立
つ
こ
と
が
少
な
い
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
三
人
も
し
く
は
三
人
を
超
え
る
参
加
者
が
、〈
私
―
汝
―
彼
〉
の
三
者
連

関
の
下
に
役
割
を
交
替
す
る
あ
り
方
が
、
物
語
空
間
の
常
態
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
物
語
空
間
に
お
い
て
「
三
人
対
話
」
の

範
型
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
働
く
「
媒
介
者
Ｍ
」
は
、
第
三
人
称
の
〈
彼
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
般
者
と
し
て
の
性
格
が
際
立
つ
場
面
は
、
物
語
空
間
よ
り
も
、
ロ
ゴ
ス
の
〈
対
立
〉
が
浮
上
す
る
「
社
会
空
間
」

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
は
、
物
語
空
間
で
は
な
く
社
会
空
間
に
適
合
す
る
概
念
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
空
間
と
対
話

「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」
と
い
う
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
対
話
」
が
問
題
に
な
る
の
は
、「
社
会
空
間
」
で
あ
る
。
前
近
代
の
共
同
態
に
対

応
す
る
物
語
空
間
と
は
違
い
、
一
種
の
擬
制
と
し
て
近
代
に
成
立
す
る
共
同
社
会
が
、「
社
会
空
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
物
語
空
間
を

統
括
す
る
権
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る
〈
場
〉
の
複
合
体
」
と
い
う
前
出
の
定
義
が
示
す
と
お
り
、
自
然
的
な
共
同
性
に
代
わ
る
統
合
原
理

に
よ
っ
て
成
立
す
る
空
間
で
あ
る
。
そ
の
典
型
で
あ
る
国
民
国
家
が
、
多
種
多
様
な
民
族
の
複
合
体
と
し
て
成
立
し
、
維
持
さ
れ
て
き
た

歴
史
過
程
を
顧
み
る
な
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
的
仕
掛
け
―
―
拙
著
の
表
現
で
は
、
あ
え
て
「
権
力
」
と
し
て
一
括
し
た
―
―
が
介
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
空
間
が
成
立
す
る
。
そ
の
社
会
空
間
に
お
け
る
意
思
疎
通
の
手
段
が
、「
対
話
」
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、

そ
の
内
実
は
物
語
空
間
と
は
相
当
に
異
な
る
も
の
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
物
語
空
間
Ａ
と
Ｂ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
主
体
ａ
と
ｂ
と

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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が
、
た
が
い
に
向
か
い
合
っ
て
言
葉
を
交
わ
す
「
二
人
対
話
」
の
場
面
を
想
定
す
る
。
両
者
の
属
す
る
空
間
Ａ
と
Ｂ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
、
つ
ま
り
言
語
を
所
有
す
る
。
ａ
と
ｂ
と
は
、
ふ
だ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
言
語
を
用
い
て
生
活
し

て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
〈
出
会
い
〉
に
お
い
て
、
一
方
の
言
語
を
他
方
に
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
な
れ
ば
、
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
の
は
、
双
方
に
通
用
す
る
「
共
通
言
語
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る（

26
）。
社
会
空
間
は
、
そ
の
よ
う

な
「
共
通
言
語
」
を
制
度
と
し
て
も
つ
社
会
、
共
通
言
語
の
よ
う
に
対
話
の
媒
介
者
と
な
る
文
化
的
装
置
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
で
、
統
合

さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
る
。
国
家
の
場
合
、
共
同
性
を
担
保
す
る
た
め
の
権
力
装
置
は
、
言
語
を
筆
頭
に
無
数
に
存
在
す
る
―
―
拙
著

の
中
で
は
、〈
記
憶
の
共
同
化
〉
を
核
と
す
る
「
思
考
空
間
」
を
、
社
会
空
間
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
解
釈
を
提
示
し
た（

27
）。

対
話
に
関
し
て
、
社
会
空
間
の
物
語
空
間
と
の
異
な
り
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。
物
語
空
間
に
お
い
て
、〈
私
―
汝
―
彼
〉

の
三
者
連
関
は
、〈
彼
〉
が
際
立
つ
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
自
己
媒
介
的
に
進
展
す
る
物
語
の
様
相
を
呈
す
る
。
文
字
ど
お
り
、「
三
人
対
話
」

の
世
界
が
そ
こ
に
出
現
す
る
。
し
か
し
、
物
語
空
間
の
集
合
態
で
あ
る
社
会
空
間
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
自
然
発
生
的
な
対
話
の
流
れ
が

生
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
部
分
的
な
物
語
空
間
Ａ
、
Ｂ
の
あ
い
だ
に
、
一
定
の
距
離
、
つ
よ
く
言
え
ば
〈
対
立
〉

が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
の
状
況
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
に
属
す
る
主
体
甲
と
、
Ｂ
に
属
す
る
主
体
乙
と
が
、
言
葉
を
交
わ
す
場

面
に
お
い
て
、「
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
」
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
ま
さ
し
く
「
対
話
」（
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
）
と
呼
ぶ
べ
き
状
況
を
現
出
す
る
。
こ
こ

に
お
い
て
、「
媒
介
者
Ｍ
」
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
を
、
人
称
的
存
在
〈
彼
〉
に
見
立
て
る
な
ら
、〈
彼
〉
は
、
甲
乙
の
い
ず
れ
か
ら
も

距
離
を
置
く
中
間
者
丙
で
あ
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
で
あ
る
た
め
に
は
、
丙
は
、
Ａ
な
い
し
Ｂ
の
成
員
で
あ
り
な
が
ら
、「
中
立
」

で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
も
し
く
は
Ａ
Ｂ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
Ｃ
の
成
員
で
あ
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
対
立
す
る
二
者
の
対
話
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
中
立
的
な
第
三
者
が
〈
あ
い
だ
〉
に
立
つ
こ
と
が
、
必
要
不
可
欠
だ
か

ら
で
あ
る
。
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し
か
し
、「
媒
介
者
Ｍ
」
は
、
か
な
ら
ず
し
も
人
称
的
存
在
に
は
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
前
節
で
示
し
た
と
お
り
、
西
田
幾
多
郎
は
、
個
物

で
あ
り
な
が
ら
一
般
者
で
も
あ
る
よ
う
な
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
に
よ
っ
て
、「
媒
介
者
Ｍ
」
が
「
彼
の
世
界
」、
す
な
わ
ち
「
環
境
」
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
考
え
を
適
用
す
る
な
ら
、〈
私
〉
と
〈
汝
〉
の
対
話
を
媒
介
す
る
〈
彼
〉
は
、
何
よ
り
も
対
話
を
取

り
巻
く
環
境
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
環
境
を
代
表
す
る
人
称
的
存
在
〈
彼
〉
が
、
か
り
に
介
入
し
な
く
て
も
、〈
私
〉
と
〈
汝
〉

と
は
、
共
属
す
る
環
境
に
よ
っ
て
対
話
の
条
件
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
条
件
を
簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
共
通
言
語
」
の

存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
旧
著
の
記
述
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
お
断
り
す
る
。
社
会
空
間
は
、「
複

数
の
〈
場
〉
お
よ
び
〈
場
〉
の
背
後
に
拡
が
る
空
虚
の
全
体
」
で
あ
る
、
と
い
う
定
義
を
前
に
引
い
た
。
そ
れ
は
、
部
分
社
会
と
し
て
の

〈
場
〉
と
〈
場
〉
と
が
、
た
が
い
に
結
び
つ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
拡
が
る
「
空
虚
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
空
間
存
立
の
カ
ギ
と
な
る
の
は
、
空
虚
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
に
空
虚
を
充

た
す
共
通
言
語
で
あ
る
、
と
言
う
方
が
適
切
で
あ
る
。『
風
土
の
論
理
』
執
筆
中
に
は
、
筆
者
は
こ
の
こ
と
に
思
い
及
ば
な
か
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
社
会
空
間
と
対
話
の
関
係
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
空
間
を
代
表
す
る
対

話
は
、
物
語
空
間
と
は
違
っ
て
、
も
は
や
「
三
人
対
話
」
で
は
な
い
。
社
会
空
間
に
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
中
の
部
分
空
間
（
物
語

空
間
）
を
代
表
す
る
主
体
同
士
に
よ
る
「
二
人
対
話
」
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
れ
が
「
二
人
対
話
」
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
た
め
の
「
環
境
」
が
前
提
と
な
る
。〈
私
〉
と
〈
汝
〉、
主
体
同
士
を
包
む
環
境
は
、
対
話
の
媒
介
者
と
し
て
、
他
の
主
体
〈
彼
〉

を
含
む
と
と
も
に
、
対
話
の
た
め
の
共
通
言
語
を
備
え
て
い
る
。
後
者
は
、
人
称
的
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
対
話
を
媒
介
す
る
「
隠
れ
た

第
三
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
両
義
性
を
帯
び
た
「
媒
介
者
Ｍ
」
の
一
般
者
的
側
面
に
該
当
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
、「
物
語
空
間
」「
社
会
空
間
」
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
対
話
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
の
「
普
遍
空
間
」

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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と
対
話
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

普
遍
空
間
と
対
話

「
普
遍
空
間
」
の
理
念
は
、
対
話
の
問
題
と
密
接
に
関
係
す
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
関
係
は
単
純
で
は
な
く
、
相
当
に
複
雑
で

あ
る
。「
普
遍
空
間
」
と
は
、
異
な
る
複
数
の
社
会
空
間
が
共
存
す
る
「
差
異
の
空
間
」
で
あ
り
、
現
実
の
空
間
で
は
な
く
、
理
念
的
に

考
え
ら
れ
る
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
定
義
を
先
に
引
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
社
会
空
間
」
の
並
立
は
、
国
家
内
部
の
事
実
と
し
て
、
ふ
つ

う
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
多
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
複
合
国
家
は
、
通
常
「
共
和
国
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
別
に
珍
し
い
も
の
で

は
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」「
中
華
人
民
共
和
国
」
の
よ
う
に
、
単
一
民
族
国
家
で
は
な
い
大
国
の
存
在
が
、
そ
の

事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
普
遍
空
間
」
は
、
社
会
空
間
の
集
合
態
で
あ
る
国
民
国
家
の
群
が
、
そ
れ
ら
を
統
合

す
る
上
位
組
織
を
も
つ
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
り
を
維
持
し
た
ま
ま
で
、
共
存
し
並
立
す
る
、
と
い
う
状
況
を
意
味
す
る
。
一
国

内
で
生
じ
る
部
分
と
部
分
と
の
対
立
や
紛
争
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
権
力
装
置
が
機
能
す
る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視

点
の
下
に
、
国
家
対
国
家
の
対
立
を
調
停
す
る
上
位
機
関
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
に
対
し

て
、
国
連
や
そ
れ
に
属
す
る
国
際
機
関
を
例
に
挙
げ
て
、
筆
者
に
反
論
す
る
向
き
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
重
々
承
知
の
上
で
あ
る
。
そ

れ
に
答
え
る
な
ら
、
超
大
国
の
主
導
す
る
安
全
保
障
理
事
会
が
、
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際
紛
争
を
調
停
す
る
と
い
う
本
来
の
役

割
が
、
大
国
の
思
惑
に
左
右
さ
れ
て
十
分
に
機
能
し
な
い
現
状
が
、「
普
遍
空
間
」
を
も
っ
ぱ
ら
理
念
の
水
準
に
位
置
づ
け
る
し
か
な
い
、

と
す
る
筆
者
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
、
対
話
の
成
立
条
件
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿

執
筆
の
動
機
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
改
め
て
お
断
り
し
た
い
。

「
差
異
の
空
間
」
で
あ
る
普
遍
空
間
の
成
立
が
、
困
難
あ
る
い
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
筆
者
の
思
い
な
し
は
、
対
立
す
る
当
事
者
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間
の
対
話
が
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
悲
観
的
な
見
通
し
と
一
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
を
根
拠
づ
け
る
た
め

に
は
、
何
を
も
っ
て
対
話
が
成
立
し
た
と
考
え
る
か
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
対
話
の
理
念
そ
の
も
の
を
一
か

ら
洗
い
直
す
手
続
き
を
要
求
す
る
。
こ
れ
ま
で
、「
物
語
空
間
」「
社
会
空
間
」
に
お
け
る
対
話
に
つ
い
て
、「
二
人
対
話
」「
三
人
対
話
」

と
い
う
呼
び
分
け
を
駆
使
し
な
が
ら
、
解
明
を
試
み
て
き
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
対
話
と
は
何
か
」
と
い
う
、
根
本
の
問
い
に
向
き
合

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
風
土
を
代
表
す
る
こ
れ
ら
の
空
間
で
は
、
対
話
の
成
立
が
最
初
か
ら
自
明
視
さ
れ
て
お
り
、
対
話

の
成
立
可
能
性
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
必
要
が
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
普
遍
空
間
を
考
え
る
と
き
、

そ
こ
に
対
話
が
は
た
し
て
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
、
を
ま
ず
も
っ
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
見
解
で
は
、
対

話
の
限
界
状
況
に
立
ち
会
う
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

旧
著
の
中
で
明
言
を
避
け
た
の
は
、
次
の
一
点
。
そ
れ
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
現
下
の
国
際
社
会
に
見
て
と
れ
る
よ
う
な
、
対
話

の
不
在
な
い
し
不
毛
が
、
普
遍
空
間
を
理
念
上
の
も
の
と
し
た
理
由
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
時
に
も
、
そ
の
見
解
が
変
わ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
悲
観
的
な
見
方
を
と
る
の
か
、
現
状
を
変
え
る
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
、
を
説
明

す
る
責
務
が
、
い
ま
筆
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
最
終
節
で
は
、
い
ま
考
え
ら
れ
る
「
対
話
の
条
件
」
を
、

可
能
な
か
ぎ
り
明
確
化
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

四

対
話
へ
の
道
―
―
結
論
に
代
え
て

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ

小
論
が
「
二
人
対
話
」
と
「
三
人
対
話
」
の
区
別
を
立
て
た
こ
と
に
は
、
以
下
の
理
由
が
あ
る
。
第
一
に
、
二
者
で
行
わ
れ
る
も
の
と

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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さ
れ
て
い
る
対
話
が
、「
第
三
者
」
の
介
在
を
必
須
条
件
と
す
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
論
証
す
る
う
え
で
、「
二
人
対
話
」
と
「
三
人
対
話
」

と
を
理
念
的
に
区
別
し
、
前
者
を
後
者
に
還
元
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
手
続
き
を
、〈
二
〉
か
ら
〈
三
〉
へ
の
移
行
、
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
よ
う
。
第
二
は
、
そ
の
逆
、「
三
人
対
話
」
か
ら
「
二
人
対
話
」
へ
、
つ
ま
り
〈
三
〉
か
ら
〈
二
〉
へ
の
移
行
を
あ
と
づ
け
る
、
と

い
う
手
続
き
で
あ
る
。
一
つ
の
語
り
が
次
の
語
り
へ
、
さ
ら
に
別
の
語
り
へ
、
と
接
続
さ
れ
る
「
物
語
空
間
」
に
お
い
て
、「
二
つ
の
ロ

ゴ
ス
」
が
屹
立
し
対
立
す
る
局
面
は
、
例
外
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
一
つ
の
ロ
ゴ
ス
は
、
他
の
ロ
ゴ
ス
か
ら
自
身

を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
己
の
存
在
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
甲
の
発
言
と
乙
の
発
言
と
が
、
い
ず

れ
も
相
手
と
は
異
な
る
自
己
の
「
論
理
」
を
主
張
し
合
う
、
と
い
っ
た
様
相
の
下
に
並
び
立
つ
と
き
、
そ
こ
に
本
来
的
な
意
味
で
の
「
対

話
」―
―
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
―
―
が
成
立
し
て
い
る
、
そ
う
見
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
対
話
が
、
部
分
社
会
を
代
表

す
る
主
体
同
士
が
相
対
す
る
、「
社
会
空
間
」
に
固
有
の
言
語
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
先
ほ
ど
見
と
ど
け
た
。
三
つ
の
空
間
の
う
ち
、「
社

会
空
間
」
に
特
徴
的
な
対
話
が
「
二
人
対
話
」
で
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
確
認
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
は
、〈
三
〉
か
ら
〈
二
〉
へ
の
移
行
を

要
請
す
る
。

さ
て
、〈
二
〉
か
ら
〈
三
〉
へ
、
か
つ
ま
た
〈
三
〉
か
ら
〈
二
〉
へ
、
こ
の
双
方
向
が
、
言
っ
て
見
れ
ば
、「
対
話
」
に
固
有
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
対
話
と
は
「〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
」
で
あ
る
、
そ
う
言
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
風
土
を
し
る
し
づ
け
る
三
種
の
空
間
の
う
ち
、「
物
語
空
間
」「
社
会
空
間
」
に
関
し
て
は
、「〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
」
が

妥
当
す
る
と
し
て
も
、
残
る
「
普
遍
空
間
」
に
つ
い
て
、
同
様
の
表
現
が
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
い
先
ほ
ど

懐
疑
的
な
見
方
を
呈
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
地
点
か
ら
歩
を
進
め
る
た
め
に
は
、
対
話
の
成
立
に
と
っ
て
何
が
必
要
条

件
で
あ
る
か
を
、
徹
底
追
及
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
課
題
に
挑
む
こ
と
に
す
る
。
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隠
れ
た
第
三
者

西
田
の
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
に
、
こ
こ
で
再
登
場
を
求
め
た
い
。
と
、
こ
う
言
え
ば
、
異
と
さ
れ
る
向
き
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、「
弁
証
法
的
一
般
者
」
を
表
現
す
る
「
媒
介
者
Ｍ
」
は
、「
彼
の
世
界
」「
環
境
」
に
お
け
る
個
物
を
意
味
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
社
会
空
間
」
に
優
勢
的
に
妥
当
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、「
社
会
空
間
」
で
は
な
く
「
普
遍
空
間
」、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
空
間
が
並
び
立
つ
「
差
異
の
空
間
」
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
社
会
空
間
を
し
る
し
づ
け
る
よ
う
な
「
彼
の
世
界
」（
環
境
）―
―
約
言
す
る
な
ら
、「
共
通
言
語
」
の
支
配
領
域
―
―
は
成

立
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
普
遍
空
間
に
「
二
人
対
話
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、「
隠
れ
た
第
三
者
」
の
媒
介
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
筆
者
の
見
解
で
あ
る
。「
弁
証
法
的
一
般
者
」
な
い
し
「
媒
介
者
Ｍ
」
は
、
普
遍
空
間
に
お
け
る
対
話
を
根
拠
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
は
、「
し
か
り
」
と
も
「
否
」
と
も
、
早
急
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
西
田
本
人
は
、「
絶
対
無
」
で
あ
る
究
極
の
一

般
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
普
遍
空
間
」
に
妥
当
す
る
理
念
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
論
証
を
行
わ
な
か
っ
た
。
論
証
を
「
行
わ
な
か
っ
た
」

と
い
う
よ
り
、「
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
方
が
、
事
の
真
実
に
近
い
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
の
道
に
と
っ
て
必
須
の
入
門
儀
礼
を
、
明

治
以
後
の
日
本
で
最
も
独
創
的
な
哲
学
者
西
田
も
、
通
過
せ
ず
に
は
済
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
具
体
的
に
言
う
な
ら
、
西
洋

起
源
の
philosophy
を
受
容
す
る
さ
い
、
絶
対
者
を
頂
点
（
な
い
し
根
柢
）
に
据
え
る
体
の
形
而
上
学
を
、「
公
理
系
」
と
し
て
受
け
容

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
哲
学
を
始
め
る
以
外
に
道
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」

（
28
）

の
枠
組
に
、
自
身

の
体
験
や
思
索
の
内
容
を
は
め
込
む
手
続
き
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
、「
無
の
論
理
」
の
体
験
的
出
自
は
、
東
洋
な
い
し
日
本
と
い
う
「
社
会
空
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
形
而
上
学
を
生
み
出

し
た
西
洋
の
「
社
会
空
間
」
で
は
な
い
。「
弁
証
法
的
論
理
」
と
は
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
西
洋
形
而
上
学
の
皮
袋
に
自
身
の
常
用
す

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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る
禅
的
無
と
い
う
酒
を
盛
り
込
ん
だ
、
一
種
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
る
。
筆
者
は
後
人
の
一
人
と
し
て
、
無
人
の
境
を
開
拓
し
た
先
駆
者

の
功
業
を
、
そ
こ
に
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
西
田
哲
学
の
論
理
的
形
式
と
内
容
と
に
齟
齬
が
生
じ
る
こ
と
は
、
避
け
ら
れ
な

い
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
弁
証
法
的
一
般
者
」
で
あ
る
「
絶
対
無
」
が
、
西
と
東
、
そ
れ
ぞ
れ
タ
イ
プ
の
異
な

る
社
会
空
間
に
対
し
て
、
汎
通
的
に
妥
当
す
る
観
念
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
を
、
西
田
自
身
が
遂
行
す
る
す
べ
は
な
か
っ
た
。

も
し
西
田
の
遺
業
を
継
ご
う
と
す
る
な
ら
、
思
想
的
混
血
児
と
も
言
う
べ
き
「
弁
証
法
的
一
般
者
」
が
、
両
親
で
あ
る
西
洋
哲
学
と
東

洋
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
正
当
な
認
知
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
双
方
に
向
っ
て
問
い
詰
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
途
を
潔
し
と
し
な
い
向
き
が
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
身
が
西
田
に
代
わ
る
新
た
な
親
と
な
っ
て
、
別
種
の
児
を
産

み
育
て
る
だ
け
の
覚
悟
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
現
在
の
時
点
で
、
い
ま
挙
げ
た
二
つ
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。
は
た
し
て
「
普
遍
空
間
」
に
対
話
は
成
立
す
る

の
か
。
こ
の
問
い
は
、
は
た
し
て
「
普
遍
空
間
」
が
存
立
し
う
る
の
か
、
と
同
じ
意
味
を
も
つ
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
し
ば
し
、
オ
ー

プ
ン
・
ク
ウ
ェ
ス
チ
ョ
ン
に
と
ど
め
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
哲
学
倫
理
学
専
修

名
誉
教
授
）

註（
⚑
）
現
代
の
著
名
な
論
者
と
し
て
は
、
ネ
オ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
立
つ
Ｒ
・
ロ
ー
テ
ィ
、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
を
公
刊
し
た
Ｊ
・

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
な
ど
が
す
ぐ
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
論
考
は
、
西
洋
近
代
社
会
の
帰
趨
を
自
身
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
方
向
を

め
ざ
し
な
が
ら
も
、
対
話
的
理
性
に
望
み
を
託
し
た
事
実
を
物
語
る
。
だ
が
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
一
定
の
「
世
界
」
内
部
の
対
話
で
は
な
く
、

異
な
る
世
界
と
世
界
の
〈
あ
い
だ
〉
を
視
野
に
入
れ
た
対
話
の
成
立
条
件
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
つ
テ
ク
ス
ト
は
、
見
か
け
ら
れ
な
い
。

（
⚒
）
筆
者
の
知
る
唯
一
の
例
外
は
、
西
洋
の
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」―
―
哲
学
の
世
界
で
、
唯
一
の
論
理
と
見
ら
れ
て
き
た
も
の
―
―
に
、
東
洋
の
「
レ
ン
マ

關
西
大
學
『
文
學
論
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第
七
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二
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的
論
理
」
を
対
置
し
た
山
内
得
立
で
あ
る
。
後
註
（
28
）
を
参
照
。

（
⚓
）
そ
れ
を
一
書
の
体
裁
の
下
に
追
究
し
た
拙
著
と
し
て
、『
邂
逅
の
論
理
―
―〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
）
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

（
⚔
）
同
書
「
序
」。

（
⚕
）
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
三
頁
。

（
⚖
）
二
〇
二
二
年
二
月
下
旬
に
始
ま
っ
た
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
ご
と
き
問
答
無
用
の
武
力
衝
突
を
、「
対
話
な
き
邂
逅
」
の
事
例
と
す
る
こ
と
に
は
、

あ
る
い
は
異
が
唱
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
に
し
て
も
、
国
際
交
渉
の
舞
台
に
立
つ
権
力
者
同
士
の
対
座
か
ら
、「
対
話
」

と
呼
べ
る
よ
う
な
成
果
が
生
ま
れ
て
こ
な
い
事
例
に
は
、
二
一
世
紀
の
今
日
で
も
事
欠
く
こ
と
は
な
い
。

（
⚗
）『
邂
逅
の
論
理
』（
註
（
⚓
））「
第
三
章
⽛
論
理
⽜
へ
の
問
い
」
で
は
、
異
な
る
世
界
間
の
邂
逅
を
オ
ー
プ
ン
・
ク
ウ
ェ
ス
チ
ョ
ン
と
す
る
地
点
に
と
ど
ま
っ

た
。
本
稿
は
、
当
時
の
自
身
が
出
し
た
結
論
に
飽
き
足
ら
ぬ
筆
者
の
再
挑
戦
を
意
味
す
る
。

（
⚘
）
三
角
形
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
各
辺
Ａ
Ｂ
、
Ｂ
Ｃ
、
Ｃ
Ａ
そ
れ
ぞ
れ
の
外
に
、
点
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
を
結
ぶ
三
角
形
Ａ
Ｂ
Ｄ
、
Ｂ
Ｃ
Ｅ
、
Ｃ
Ａ
Ｆ
が
作
図
さ
れ
る
と
い
う

一
例
か
ら
も
、
三
者
関
係
は
そ
こ
か
ら
外
へ
と
無
限
に
関
係
が
拡
大
し
て
い
く
可
能
性
を
含
意
す
る
か
ら
、
社
会
関
係
の
拡
が
り
を
表
現
す
る
う
え
で
、

適
切
な
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
る
。

（
⚙
）
三
人
で
行
わ
れ
る
対
談
に
つ
い
て
は
、
ふ
つ
う
「
鼎
談
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
に
な
る
の
は
、「
三
人
」
と
い
う
具
体
的
人
数
で
は
な
く
、

〈
三
〉
が
象
徴
す
る
関
係
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
本
稿
は
あ
え
て
「
三
人
対
話
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
表
現
を
用
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
断
り

す
る
。

（
10
）「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」、
上
田
閑
照
編
『
論
理
と
生
命
他
四
篇

西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅱ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
。
本
論
文
（
一

九
三
四
年
）
と
そ
れ
に
続
く
「
論
理
と
生
命
」（
一
九
三
六
年
）
に
、
西
田
の
ユ
ニ
ー
ク
な
「
環
境
」
概
念
が
見
て
と
れ
る
。

（
11
）
木
岡
伸
夫
『〈
出
会
い
〉
の
風
土
学

対
話
へ
の
い
ざ
な
い
』
幻
冬
舎
、
二
〇
一
八
年
、
五
〇
―
五
一
頁
。

（
12
）
デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
か
ら
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
（
問
答
法
、
弁
証
法
）
が
生
ま
れ
る
事
情
を
、
こ
の
こ
と
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
弁
証
法
」
に

お
い
て
、
二
つ
の
ロ
ゴ
ス
が
「
定
立
」「
反
定
立
」
と
し
て
、
対
立
し
矛
盾
す
る
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
当
論
文
に
先
ん
じ
て
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
『
我
と
汝
』（
M
artin
Buber,Ich
und
D
u,1923）
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
西
田
が
そ
こ
か
ら
影
響

を
受
け
た
か
ど
う
か
、「
私
と
汝
」
の
テ
ク
ス
ト
中
に
そ
れ
を
物
語
る
明
ら
か
な
証
拠
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
ま
っ
た
く
同
一
の
表
題
を
も
つ
同
書

の
存
在
に
つ
い
て
、
西
田
が
知
ら
な
か
っ
た
と
か
、
意
識
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
。
じ
っ
さ
い
双
方
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
主
題

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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と
し
て
、〈
神
―
人
〉
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
西
田
に
よ
る
以
後
の
「
弁
証
法
」
は
、〈
私
―
汝
〉
の
二
者
関
係
で
閉
じ
ら
れ
る
ブ
ー
バ
ー
の

著
書
に
は
見
ら
れ
な
い
、
彼
独
自
の
展
開
を
生
み
出
す
。
こ
の
こ
と
を
、
以
下
の
本
論
で
示
し
た
い
。

（
14
）「
夜
ふ
け
ま
で
又
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
た
り
マ
ル
ク
ス
ゆ
ゑ
に
い
ね
が
て
に
す
る
」
と
短
歌
に
詠
ま
れ
た
よ
う
な
、
当
時
の
西
田
の
関
心
、
ま
た
弁
証
法
を

旗
幟
に
掲
げ
て
西
田
批
判
に
乗
り
出
し
た
同
僚
田
辺
元
の
存
在
な
ど
、
周
知
の
諸
事
情
に
つ
い
て
は
、
言
及
を
省
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

（
15
）「
私
と
汝
」、
上
田
閑
照
編
『
私
と
汝
他
六
篇

西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ⅰ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
七
年
、
二
七
九
頁
。

（
16
）
同
頁
。

（
17
）
同
書
三
一
八
頁
。

（
18
）
同
書
三
二
五
頁
。

（
19
）「
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
」（
前
註
（
10
））
四
六
頁
。

（
20
）
同
書
四
七
頁
。

（
21
）
同
書
五
五
頁
。

（
22
）
同
書
六
〇
頁
。

（
23
）
文
脈
に
応
じ
て
、「
表
現
的
世
界
」「
彼
の
世
界
」「
環
境
」
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
と
ら
れ
る
。
そ
の
「
環
境
」
概
念
が
、
未
曽
有
の
斬
新
さ

を
表
す
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
旧
著
で
明
ら
か
に
し
た
。『〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
―
―
レ
ン
マ
の
地
平
』「
第
⚕
章

生
き
た
も
の
の
論
理
―
―
西
田
幾
多

郎
の
〈
生
の
論
理
学
〉」、
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
24
）
M
artin
Buber,Ich
und
du,Leipzig,Insel,1923.（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
『
我
と
汝
・
対
話
』
植
田
重
雄
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

（
25
）
木
岡
伸
夫
『
風
土
の
論
理
―
―
地
理
哲
学
へ
の
道
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
三
五
一
頁
。

（
26
）
具
体
的
な
一
例
を
挙
げ
る
。
沖
縄
地
方
で
は
、
多
数
の
島
ご
と
に
、
あ
る
い
は
本
島
な
ど
同
じ
島
内
で
も
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
地
方
語
（
方
言
）

が
語
ら
れ
て
い
る
。
各
島
の
住
民
が
、
自
分
の
島
を
出
て
、
他
島
の
住
民
と
話
す
場
合
や
、
内
地
の
人
間
（
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
ー
）
と
交
流
す
る
場
合
、
双

方
に
つ
う
じ
る
よ
う
な
共
通
語
（
に
近
い
方
言
）
が
使
用
さ
れ
る
。
沖
縄
語
で
あ
る
「
ウ
チ
ナ
ー
グ
チ
」
に
、
標
準
語
と
さ
れ
る
日
本
語
（
ヤ
マ
ト
ゥ
グ
チ
）

が
合
わ
さ
っ
た
「
ウ
チ
ナ
ー
ヤ
マ
ト
ゥ
グ
チ
」
は
、
そ
の
種
の
共
通
言
語
の
例
で
あ
る
。

（
27
）『
風
土
の
論
理
』（
前
註
（
25
））「
第
十
一
章

空
間
―
―
風
土
の
構
造
（
三
）」「
三

社
会
空
間
の
成
立
―
―
場
所
と
の
対
立
」（
二
九
八
―
三
〇
六
頁
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
二
巻
第
一
・
二
合
併
号
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木岡伸夫 最終⚓校／通し

二
六

最終⚓校／通し



（
28
）
山
内
得
立
『
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
、
西
洋
哲
学
の
特
徴
が
「
ロ
ゴ
ス
的
論
理
」
と
言
い
表
さ
れ
、
東
洋
的
な
「
レ

ン
マ
的
論
理
」
に
対
置
さ
れ
た
。
筆
者
の
風
土
学
は
、
こ
の
区
別
を
認
容
し
つ
つ
、
い
か
に
し
て
ロ
ゴ
ス
と
レ
ン
マ
の
〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
か
、
を
中
心

課
題
と
し
て
き
た
。

〈
二
〉
と
〈
三
〉
の
あ
い
だ
―
―
対
話
の
条
件
（
木
岡
）
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