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プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
い
わ
ば
言
論
の
無
重
力
空
間
に
立
た
さ
れ
た
よ
う
な
、
あ
る
奇
妙
な
体
験
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
理
解
の
た
め
に
不
可
欠
な
体
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
「
対
話
篇
」
は
単
に
対
話

体
に
よ
る
哲
学
的
著
作
と
い
う
点
で
特
異
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
以
外
の
誰
に
も
二
度
と
試
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
多
く
の
特

質
を
は
ら
ん
で
い
る
。
「
著
者
の
不
在
」
も
そ
の
一
つ
で
、
奇
妙
な
無
重
力
感
は
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
哲

学
思
想
の
表
明
が
「
論
文
」
と
し
て
書
き
下
さ
れ
ず
、
独
自
の
工
夫
を
こ
ら
し
た
ド
ラ
マ
の
か
た
ち
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
問
い
は
、
野
末
な
も
の
に
見
え
な
が
ら
、
意
外
に
深
く
ま
で
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
実
質
を
そ
れ
自
体
と
し
て
照
射
す
る
触
発
力
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
デ
ア
論
も
ま
た
、
一
つ
の
重
要
な
脈
絡
に
お
い
て
、
そ
の
問
い
の
先
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
に
先
立
っ
て
言
え
ば
、
「
対
話
篇
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
彼
の
哲
学
を
導
き
、
彼
の
哲
学
は
「
対
話
篇
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
必
然
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的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
第
一
章
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
的
活
動
と
「
対
話
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
も
つ
意
味
を
朗
ら
か
に
し
つ
つ
、
プ
ラ
ト

ン
の
「
対
話
篇
」
の
構
造
的
特
質
お
よ
び
そ
の
形
式
的
必
然
性
に
新
た
な
照
明
を
投
ず
る
こ
と
に
努
め
る
。
ま
た
第
二
章
（
次
稿
予
定
）

で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
発
展
に
お
い
て
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
な
す
「
想
起
」
説
を
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
た
発
想
と
し
て
位
置
づ
け
、

そ
こ
に
示
竣
さ
れ
て
い
る
知
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
。
「
想
起
」
説
と
は
、
対
話
に
お
い
て
「
イ
エ
ス
／
ノ
ー
」
を
（
た
と
え
思
い
な
し

の
次
元
に
お
い
て
で
あ
れ
）
わ
れ
わ
れ
の
内
側
か
ら
発
し
う
る
力
の
根
拠
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
名
前
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
の
構
造
化
で

あ
る
と
言
っ
て
い
い
。
ド
ク
サ
（
思
い
な
し
）
を
問
い
と
答
え
の
応
答
に
よ
っ
て
緻
密
に
つ
め
て
い
こ
う
と
す
る
対
話
の
過
程
と
、
わ
れ

わ
れ
の
ド
ク
サ
の
「
背
後
」
に
イ
デ
ア
へ
の
道
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
試
み
と
は
、
明
ら
か
に
↓
つ
の
も
の
で
あ
る
。
予
定
さ
れ
る
本
稿

の
後
半
部
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
「
想
起
」
説
を
見
直
し
、
そ
の
認
識
論
的
可
能
性
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

第
一
章
　
「
対
話
篇
」
と
い
う
こ
と

　
1

　
と
り
わ
け
あ
る
プ
ラ
ト
ン
研
究
者
の
発
言
を
待
つ
ま
で
も
な
く
「
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
対
話
篇
形
式

が
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
往
々
に
し
て
、
事
は
そ
れ
に
と
ど
ま
る
。
彼
が
あ
え

て
そ
れ
を
指
摘
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、
「
問
題
は
、
ま
る
で
天
候
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
よ
う
に
し
て
、
誰
し
も
が
対
話
篇
と

い
う
こ
と
の
重
要
性
を
語
り
は
す
る
が
、
そ
れ
に
何
ら
か
の
手
立
て
を
講
ず
る
者
は
わ
ず
か
し
か
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ご
く

お
ざ
な
り
に
登
場
人
物
と
場
面
設
定
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
の
ち
に
は
、
た
い
て
い
の
研
究
者
は
〈
議
論
そ
の
も
の
〉
に
ひ
た
す
ら
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

組
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
が
「
対
話
篇
」
と
い
う
独
自
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
『
弁
明
』
と
『
書
簡



集
』
を
別
に
す
れ
ぽ
（
実
は
そ
れ
ら
に
ま
で
「
対
話
」
の
特
質
は
浸
透
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
）
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
的
世
界
は

三
〇
篇
を
越
え
る
「
哲
学
的
ド
ラ
マ
」
と
し
て
定
着
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
後
期
著
作
の
多
く
で
は
、
実
質
的
な
議
論
は
主
要
人
物

の
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
託
さ
れ
て
い
る
。
も
し
作
者
が
そ
う
し
よ
う
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
普
通
の
論
文
形
式
に
書
き
換
え
ら
れ
な
い

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
は
時
と
し
て
「
無
用
」
な
応
答
に
よ
る
展
開
の
「
中
断
」
に
煩
わ
さ
れ
な
い
ほ
う
が
、
一
見
か
え
っ

て
理
路
を
辿
り
や
す
い
と
す
ら
思
い
が
ち
で
あ
る
。
す
で
に
『
国
家
』
に
つ
い
て
さ
え
、
つ
い
「
要
す
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
何
を
言
わ
ん

と
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
輪
郭
線
を
辿
る
こ
と
に
注
意
が
働
い
て
し
ま
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
F
・
M
・
コ
ー
ン
フ
ォ
ー
ド
の
（
す
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ
た
）
翻
訳
に
お
け
る
試
み
が
、
き
わ
め
て
正
直
に
告
げ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
ま
し
て
『
法
律
』
と
な
れ
ば
、
か
り
に
ア
テ
ナ
イ
か

ら
の
客
人
の
言
葉
だ
け
を
読
み
つ
い
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
何
一
つ
と
し
て
読
み
落
と
し
た
気
持
ち
を
残
さ
ず
に
す
む
の
で
は

な
い
か
。

　
し
か
し
、
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ど
こ
か
で
プ
ラ
ト
ン
を
読
み
損
ね
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
明
ら
か
に
、

こ
の
最
後
の
著
作
で
さ
え
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
「
憲
法
草
案
」
と
し
て
論
考
の
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
意
図
的
に
拒
否
さ
れ
て

お
り
、
「
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
」
が
ク
レ
タ
の
山
道
を
歩
み
つ
つ
、
メ
ギ
ロ
ス
や
ク
レ
イ
ニ
ア
ス
と
い
う
恰
好
の
聞
き
手
を
相
手
に
し

て
語
り
か
け
る
、
と
い
う
形
式
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま
さ
に
対
話
形
式
が
形
骸
化
し
て
い
る
か
に
見
え
る
晩
年

の
著
作
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
そ
の
必
然
性
は
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
も
な
お
プ
ラ
ト
ン
が
そ
れ
を

堅
持
し
つ
づ
け
た
こ
と
に
こ
そ
、
彼
に
と
っ
て
そ
れ
が
本
質
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
想
展
開
が
必
然
と
し
て
要
請
し
て
い
る
こ
と
を
了
解
し
、
そ
の
こ

と
の
意
味
し
て
い
る
も
の
を
感
知
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
ほ
ん
と
う
の
プ
ラ
ト
ン
理
解
へ
の
道
は
す
で
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
明
瞭
に
意
図
し
て
そ
の
よ
う
に
著
作
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
動
か
し
え
な
い
以
上
、
「
対
話
」
の

か
た
ち
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
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た
感
受
の
糸
が
見
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
い
ま
、
改
め
て
「
対
話
篇
」
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
を
主
題
的
に
再
考
し
て
み
る
こ
と
、
そ

れ
が
ど
の
よ
う
に
独
自
な
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
彼
が
そ
う
し
た
思
想
表
明
の
か
た
ち
に
固
執
し
つ
づ
け
た
の
か
を
問
い
な
お
し
て
み
る
こ

と
は
、
け
っ
し
て
小
さ
か
ら
ぬ
意
味
を
持
つ
試
み
た
り
，
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
豆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
古
代
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
豊
野
か
や
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
序
説
」
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
「
対
話
篇
」
と
い
う
こ
と
に
深
い

注
意
を
は
ら
っ
て
そ
の
意
味
す
る
も
の
に
固
執
し
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
示
唆
を
引
き
出
し
た
人
の
一
人
と
し
て
、
P
・
プ
リ
…
ト
レ
ン
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
《
）

一
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
の
主
著
と
も
言
う
べ
き
『
プ
ラ
ト
ン
』
の
第
1
巻
（
総
説
）
は
、
か
な
り
大
き
な
一
つ
の
章
を
「
対

話
」
に
あ
て
て
い
る
。
そ
こ
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
（
む
ろ
ん
）
プ
ラ
ト
ン
的
「
対
話
篇
」
の
成
立
に
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
の

影
響
が
決
定
的
な
モ
メ
ン
ト
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
多
く
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
仲
間
」
た
ち
の
う
ち
で
プ
ラ
ト
ン
の
み
が
、
真

の
意
味
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
薄
面
的
活
動
の
意
味
を
継
承
し
、
そ
れ
を
「
哲
学
的
対
話
篇
」
に
ま
で
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ト
レ

ソ
ダ
ー
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
「
自
然
」
は
、
作
家
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
「
芸
術
」
と
し
て
再
現
さ
れ
る

（
o
Q
．
一
お
）
。

　
た
し
か
に
、
当
初
そ
れ
は
、
生
前
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
行
を
実
像
の
ま
ま
に
描
き
だ
す
の
に
最
も
適
し
た
手
法
と
し
て
、
採
択
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
む
ろ
ん
事
実
の
「
記
録
」
の
た
め
で
は
な
い
。
単
な
る
「
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
」
が
い
か
に
平

板
な
姿
を
し
か
描
き
え
な
い
か
は
、
ク
セ
ノ
ポ
ソ
の
著
作
（
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
出
』
な
ど
）
が
い
い
証
拠
と
な
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
実
像
を
描
き
だ
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
「
発
見
」
し
て
い
く
こ
と
と
一
体
的
な
作
業
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
の
成
功
は
、
作
者
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
手
腕
を
示
す
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ

れ
以
上
に
、
モ
デ
ル
を
な
す
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
の
対
話
的
本
質
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
対
話
形
式
の
文
学
や
談
話
体
の
著
作



は
け
っ
し
て
他
に
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
あ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
の
み
が
、
す
で
に
最
初
期
の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス

的
薄
話
篇
」
か
ら
一
貫
し
て
、
お
よ
そ
比
肩
す
る
も
の
の
な
い
特
質
を
獲
得
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
外
在
的

な
「
手
法
」
で
あ
る
よ
り
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
像
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
「
記
録
」
し
つ
つ
、
彼
の
対
話
に

お
い
て
彼
自
身
が
顕
現
す
る
さ
ま
を
、
最
も
鮮
明
に
体
験
し
た
の
は
、
そ
の
作
者
自
身
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
対
話
と
い
う
か
た
ち
は
、
や
が
て
表
現
犯
の
「
手
法
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
仕
方
で
も
の
ご
と

を
考
察
す
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
の
た
め
の
「
方
法
」
と
し
て
深
く
根
づ
き
、
彼
の
思
想
形
成
の
推
進
力
と
な
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
さ
き
に
触
れ
た
フ
リ
ー
ト
レ
ソ
ダ
ー
は
、
文
字
通
り
に
ド
ラ
マ
の
文
法
で
、
そ
れ
を
追
い
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
作
者
の
位
置
を
ゲ
ー
テ
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
場
合
と
同
一
視
し
た
り
、
揚
面
設
定
や
対
話
の
時
刻
な
ど
の
状
況
的
要
素
に
「
シ
ン
ボ

リ
ッ
ク
」
な
意
味
を
過
度
に
付
与
し
た
り
し
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
後
期
の
い
く
つ
か
の
「
対
話
篇
」
に
お
い
て
、
次

第
に
中
心
的
役
割
か
ら
後
退
し
つ
つ
「
た
だ
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
」
だ
け
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
存
在
に
与
え
た
意
味
付
け
は
、
き
わ
め
て

的
確
な
も
の
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の
人
の
持
つ
意
味
を
あ
ざ
や
か
に
逆
証
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
』
（
第
豆
部
）
に
始
ま
る
い
く
つ
か
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
的
方
法
の
展
開
（
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
『
政
治
家
』
な
ど
）
や
『
テ
ィ
マ

イ
オ
ス
』
の
「
自
然
学
」
は
、
も
は
や
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
は
し
な
い
が
、
し
か
し
な
お
、
彼
は
そ
の
場
に
あ
っ
て
「
ゆ
る

ぎ
な
い
仕
方
で
哲
学
者
の
存
在
を
現
し
て
い
る
」
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
た
と
え
聴
き
手
と
し
て
で
は
あ
れ
、
彼
が
そ
こ
に
い

る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
議
論
に
意
味
と
深
さ
を
保
障
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ω
。
霊
甲
①
）
。

　
と
す
れ
ば
「
後
期
対
話
篇
」
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
位
置
の
後
退
は
、
必
ず
し
も
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
位
置
の
本
質

的
後
退
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
う
ち
に
い
っ
そ
う
内
在
化
さ
れ
、
い
わ
ば
ソ

ク
ラ
テ
ス
的
「
方
法
」
と
し
て
純
化
さ
れ
て
い
く
過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
自
立
し
た
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
傍
ら
に
聴
き
手

　
　
　
　
対
話
と
想
起
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と
し
て
立
つ
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
そ
し
て
最
後
の
著
作
に
お
い
て
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
見
知
ら
ぬ
地
ク
レ
タ
島
に
お
い
て
な
さ
れ
る
彼
を
交
え
ぬ

紺
話
、
と
い
う
表
層
の
遠
ざ
か
り
よ
う
は
、
実
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
意
味
」
が
対
話
そ
の
も
の
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
、
構
造
化
さ
れ

て
い
く
こ
と
と
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
法
律
』
に
お
け
る
「
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
」
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
ほ
と
ん
ど
彼
自

身
を
そ
の
ま
ま
薄
話
性
の
う
ち
に
繰
り
込
み
う
る
自
由
を
得
た
証
し
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　
そ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
一
連
の
後
期
著
作
が
い
ず
れ
も
端
的
な
ド
ラ
マ
形
式
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
多
少
の
逆
説
性
を
は
ら
ん
だ

興
味
深
い
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
「
哲
学
と
詩
歌
と
の
問
の
長
年
の
仲
違
い
」
（
『
国
家
』
×
』
O
刈
O
）
や
、
「
書

か
れ
た
も
の
」
と
「
も
の
を
知
っ
て
い
る
人
が
語
る
生
命
を
も
ち
、
魂
を
も
っ
た
言
葉
」
（
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
b
。
刈
O
＞
）
と
の
対
比
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
、
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
と
呼
応
し
た
論
点
と
し
て
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
詩
人
追
放
論
」
に
お

い
て
、
あ
る
べ
き
描
写
の
仕
方
か
ら
と
り
あ
え
ず
排
除
さ
れ
た
の
は
「
叙
述
（
ミ
ミ
ミ
リ
）
」
に
対
置
さ
れ
た
直
接
話
法
的
な
「
も
の
真

似
（
烹
ミ
ミ
の
）
」
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
形
式
だ
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
『
豪
家
』
旨
曾
8
窃
塗
）
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
著
作
が
、
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
冒
頭
に
お
け
る
ス
タ
イ
ル
の
問
題
の
意
識
化
を
へ
て
の
ち
に
、
最
終
的
な
外

形
と
し
て
は
ま
さ
し
く
直
接
話
法
の
や
り
と
り
（
す
な
わ
ち
端
的
な
「
も
の
真
似
（
嵐
§
ミ
の
）
」
）
が
選
び
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
叙
述
（
勲
湖
心
ミ
の
）
」
と
「
も
の
真
似
（
ミ
ミ
ミ
の
）
」
と
の
対
置
と
い
う
『
国
家
』
で
の
図
式
は
、
け

っ
し
て
単
純
に
ス
タ
イ
ル
の
問
題
そ
れ
自
体
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
言
語
化
の
レ
ベ
ル
な
い
し
質
を
問
題
に
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
だ
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
媛
も
純
粋
な
「
叙
述
（
勲
平
戸
ミ
り
）
」
行
為
の
描
写
（
嵐
§
ミ
リ
）
は
、
論
文
と
い
う
塗
装
唱
ミ
リ
に

帰
着
せ
ず
、
ふ
た
た
び
最
も
簡
明
な
「
も
の
真
似
（
ミ
ミ
ミ
リ
）
」
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
後
期
著
作
は
示
竣
し
て
い
る
。
思

考
と
記
述
と
の
最
も
よ
く
一
元
化
さ
れ
た
様
態
が
そ
こ
に
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
る
ま
い
。
そ
の
と
き
、
も
は
や
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
立
ち
会
い
す
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。



　
皿

　
し
か
し
、
問
い
を
も
と
に
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
「
対
話
性
」
と
は
何
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
と

は
い
か
な
る
意
図
に
支
え
ら
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
の
か
。

　
す
ぐ
に
気
づ
か
れ
る
特
異
な
点
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
お
い
て
は
、
つ
い
に
一
度
た
り
と
も
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
発
言
は
聞
か
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
け
っ
し
て
「
対
話
篇
」
と
い
う
形
式
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
事
柄
で
は
な
く
、
別
個
の
特
性
と
し

て
考
え
ら
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
分
か
ち
が
た
い
仕
方
で
著
作
の
根
本
性
格
を
決
め

る
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
メ
モ
ラ
ビ
リ
ア
」
を
こ
え
て
、
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
思
想
表
明
の
意
図
さ
れ

た
か
た
ち
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
そ
う
わ
れ
わ
れ
は
奇
異
の
念
に
と
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
は

　
　
「
彼
自
身
の
考
え
は
、
四
人
の
人
物
、
す
な
わ
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
、
ア
テ
ナ
イ
の
客
人
お
よ
び
エ
レ
ア
の
客
人
の
口

　
　
を
通
し
て
そ
れ
を
表
明
し
て
い
る
。
…
…
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
が
発
　
義
者
と
な
っ
て
い
る
と
き
で
さ
え
も
、
プ
ラ
ト
ン
は

　
　
自
分
の
説
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
（
日
噛
紹
）

と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
座
の
説
明
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
奇
異
の
念
は
少
し
も
解
消

さ
れ
は
し
な
い
。
せ
い
ぜ
い
問
い
が
わ
ず
か
に
先
送
り
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ー
プ
ラ
ト
ソ
は
な
ぜ
そ
う
し
た
仮
面
劇
を
演
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　
「
著
者
の
不
在
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
「
薄
好
篇
」
を
意
外
に
根
深
く
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
以
外
の
思
想
家
に
よ
っ
て
二
度
と

書
か
れ
な
か
っ
た
と
言
い
う
る
の
も
、
外
形
上
は
そ
の
点
に
お
け
る
徹
底
性
の
ゆ
え
で
あ
る
、
と
見
な
し
て
い
い
。
「
プ
ラ
ト
ン
全
集
」

の
う
ち
に
含
ま
れ
た
若
干
の
偽
作
（
の
作
者
）
を
別
に
す
れ
ば
、
す
で
に
初
期
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
倣
作
す
ら
も
全
く
別
の
性
格
の

「
対
話
篇
」
に
転
じ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
キ
ケ
ロ
の
作
晶
と
同
様
に
、
い
ず
れ
も
一
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
複
数
の
登
場
人

物
が
各
自
の
見
解
を
喋
々
し
た
の
ち
に
、
著
者
自
身
あ
る
い
は
明
白
な
そ
の
代
理
人
が
登
場
し
て
彼
ら
を
批
判
し
、
最
後
に
「
正
解
」
を

　
　
　
　
対
話
と
想
起
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明
か
す
、
と
い
う
結
講
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
変
化
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
（
問
答
法
）
評
価
と
位
置

づ
け
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
の
ち
の
ガ
リ
レ
オ
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
薄
話
篇
」
に
お
い
て
は
、
著
者
の
立

場
は
い
っ
そ
う
固
定
化
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
は
文
字
通
り
の
仮
面
で
し
か
な
い
。
帰
結
は
当
初
か
ら
目
論
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

　
プ
ラ
ト
ン
は
意
図
し
て
「
対
話
」
の
外
に
立
つ
。
そ
れ
は
、
つ
ね
に
彼
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
の
み
交
わ
さ
れ
る
。
『
パ
イ
ド
ン
』
（
＄
ω
）

に
お
け
る
作
為
的
な
ア
リ
バ
イ
表
明
（
「
プ
ラ
ト
ン
は
病
気
中
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」
）
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
「
方
法
」
的
意
味
を
読
み

取
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
な
い
し
『
饗
宴
』
に
お
い
て
、
幾
重
に
も
結
講
さ
れ
た
闘
接

的
伝
聞
の
「
仕
掛
け
」
に
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
図
は
、
明
瞭
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
単
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
そ
の

他
の
宇
多
人
物
か
ら
の
距
離
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
い
の
は
、
む
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
は
「
著
者
」
か
ら
距
離
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
位
置
は
、
あ
た
か
も
合
わ
せ
鏡
の
中
に
写
し
出
さ
れ
た
多
数
の
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
像
の
一
番
奥
に
立
つ
虚
像

の
よ
う
に
、
著
作
中
の
発
言
か
ら
最
も
遠
く
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
7
）
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あ
る
解
釈
者
た
ち
は
、
「
著
者
の
不
在
」
を
著
作
に
つ
い
て
の
副
次
的
意
義
の
表
明
や
「
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
な
る
も
の
は
そ
も
そ
も
何

一
つ
存
在
し
な
い
」
と
い
う
『
第
二
書
簡
』
（
ω
一
膳
O
）
中
の
言
葉
（
わ
ず
か
な
自
己
言
及
は
、
こ
こ
で
も
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
し
か
な

い
）
に
結
び
つ
け
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
懐
疑
主
義
」
的
立
揚
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
著
者
の
名
に
お
い
て
語
る
こ
と
を
し
な
い
の
は
、

す
な
わ
ち
著
作
中
の
い
か
な
る
言
明
に
も
彼
が
コ
、
・
・
ッ
ト
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
絶
対
的
に
正
し
い
客

観
的
真
理
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
立
揚
で
あ
っ
た
」
が
ゆ
え
に
、
議
論
は
巴
ぎ
葺
器
ヨ
な
「
対
話
」
の
か
た
ち

で
し
か
（
す
な
わ
ち
相
対
的
な
真
理
の
蓑
明
と
し
て
し
か
）
展
開
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
驚
く
ほ
か
な
い
誤
解
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
あ
る
一
醸
の
事
実
に
触
れ
て
も
い
る
の
で
は
な
い
か
。

た
し
か
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
q
ミ
送
黙
な
兼
袋
謎
（
論
文
）
は
何
扁
つ
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
た
だ
「
対
話
篇
」
の
み
が
存
在
す
る
。
す

な
わ
ち
、
ミ
N
謹
聴
紮
交
ミ
食
（
論
文
）
と
し
て
書
き
表
さ
れ
う
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
「
絶
対
的
に
正
し
い
客
観
的
真
理
」
が
存
在
し
え
な



か
っ
た
、
と
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
彼
ら
も
大
き
く
見
当
を
外
し
て
は
い
ま
い
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
真
理
を
放
棄
し
て
い

る
こ
と
を
意
昧
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
新
た
な
可
能
性
を
「
対
話
」
的
表
現
の
う
ち
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
著
者
の
不
在
」
H
思
想
の
「
匿
名
性
」
員
。
謬
。
ξ
巳
蔓
に
積
極
的
な
意
味
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
立
場
の
基
本
線
は
、
す
で
に
L
・
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
の
関
係
を
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
と

そ
の
学
派
に
属
す
る
人
び
と
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
、
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
後
代
の
事
績
も
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
精
神
と
成
果
に
則
し
て
達

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
乱
切
が
．
．
ミ
＆
り
ぜ
魁
、
（
最
南
く
）
の
名
の
下
に
公
表
さ
れ
た
と
い
う
事
態
を
、
プ
ラ
ト
ン
に
平
行

．
移
動
さ
せ
て
考
え
る
。
事
実
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
骨
格
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
問
い
」
へ
の
応
接
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
イ
デ
ア
論
を
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
の
下
に
語
る
こ
と
は
、
容
易
に
了
解
で
き
よ
う
。
ま

た
、
プ
ラ
ト
ン
が
当
時
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
（
特
に
ア
ル
キ
ュ
タ
ス
）
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
と
り
わ
け
学
問
の

共
同
探
究
性
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
期
対
話
篇
に
ま
で
視
野
を
拡
げ
れ
ば
、
当
然
そ
う
し
た

思
想
の
「
非
個
人
性
」
は
よ
り
一
般
的
な
地
平
で
語
り
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ソ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ピ
ュ

タ
ゴ
ラ
ス
派
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
「
多
数
の
仮
面
の
使
用
と
い
う
こ
と
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
匿
名
性
の
固
有
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
」

（
や
δ
）
。
さ
ら
に
、
こ
れ
も
さ
き
に
も
触
れ
た
点
で
あ
る
が
、
（
初
期
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
）
著
者
自
身
が

対
話
に
参
画
す
る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
よ
う
な
著
作
に
お
い
て
も
、
あ
え
て
「
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
」
と
い
う
仮
面
（
ほ
と
ん
ど

ひ
た直

面
と
い
う
べ
き
も
の
）
を
外
そ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
提
起
す
る
「
プ
ラ
ト
ン
の
議
論
に
特
有
の
本
性
た
る
、
特
定
個
人
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
主
張
の
否

認
」
（
ま
㌶
・
）
と
い
う
想
定
は
、
｝
面
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
て
正
鵠
を
得
た
も
の
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
繰
り
返
し
て

　
　
　
　
対
話
と
想
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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〇

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
、
「
仮
面
」
と
は
け
っ
し
て
著
者
を
代
理
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
著
者
と
の
隔
た

り
を
明
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
、
プ
ラ
ト
ン
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
教
祖
」
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
意

味
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
も
言
う
よ
う
に
「
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
い
か
な
る
書
士
も
名
前
の
偉
大
さ
を
権

威
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
は
け
っ
し
て
し
な
い
」
（
や
一
①
）
人
で
あ
り
、
同
時
に
、
「
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
は
あ
ま
り
顧
慮
せ
ず
に
、

そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
真
実
の
ほ
う
を
気
に
か
け
て
く
れ
た
ま
え
」
『
パ
イ
ド
ソ
』
（
り
一
〇
）
と
い
う
注
意
を
た
え
ず
喚
起
す
る
人
で
あ
っ
た
。

著
者
の
み
な
ら
ず
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
ま
た
、
言
表
に
対
し
て
た
え
ず
距
離
を
と
る
。
む
ろ
ん
そ
の
姿
勢
は
「
無
知
の
知
」
の
洞

察
に
通
底
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
薄
話
を
主
導
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
真
理
を

語
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
ひ
た
す
ら
真
理
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

　
の
ち
に
そ
の
役
割
を
受
け
継
ぐ
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
や
エ
レ
ア
か
ら
の
客
人
、
ア
テ
ナ
イ
か
ら
の
客
人
が
い
ず
れ
も
架
空
の
人
物
な
い
し
匿

名
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
必
然
性
を
も
っ
た
設
定
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
雷
説
か
ら
提

示
者
の
影
を
払
拭
し
、
そ
れ
を
非
人
卓
越
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
真
理
は
彼
の
外
な
る
何
も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
ら
れ

る
も
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
発
明
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
単
に
あ
る
が
ま
ま
に
見
い
だ
さ
れ
認
知
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
。
真
理
が
人
を
主
導
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
が
真
理
を
主
導
す
る
の
で
は
な
い
」
（
や
一
。
。
）
。
し
か
も
、
彼
ら
も

や
は
り
、
聴
き
手
の
合
意
を
取
り
つ
け
る
と
い
う
、
一
見
「
無
駄
な
」
所
作
を
反
復
す
る
こ
と
な
し
に
は
話
を
さ
き
へ
進
め
よ
う
と
し
な

い
。
言
論
は
聞
き
手
と
答
え
手
と
の
関
係
の
中
に
置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
手
続
き
は
言
論
を
一

方
的
な
発
言
に
お
い
て
で
は
な
く
、
対
話
的
な
「
場
」
に
お
い
て
成
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
論
そ
の
も
の
の
資
格
を
発
言
者
と

の
関
係
か
ら
独
立
し
た
も
の
へ
と
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
だ
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
の
重
要
な
一
つ
の
面
で
し
か
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
、
必
ず
し
も
「
対
話
篇
」
を
必
要

と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
真
理
を
個
の
権
威
と
英
知
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
、
す
で
に
古
来
の
知
の
観
念
に
根
ざ
し
た
考
え
方
で
も
あ
っ



た
の
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
は
自
ら
の
知
が
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
た
ち
の
歌
う
が
ま
ま
を
、
聞
き
伝
え
る
だ
け
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
エ
ソ
ペ
ド
ク
レ
ス
に
は
、
む
ろ
ん
叙
事
詩
人
た
ち
と
は
異
な
る
知
へ
の
対
処
が
あ
っ
た
に

せ
よ
、
し
か
し
、
彼
ら
も
ま
た
詩
の
か
た
ち
を
踏
襲
し
、
そ
れ
を
女
神
た
ち
に
語
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
や
は
り
真
理
の
無
私
性
へ
の
自

覚
に
結
び
つ
い
た
態
度
に
他
な
る
ま
い
。
よ
り
明
確
な
意
識
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼

は
「
ロ
ゴ
ス
」
を
「
共
通
の
も
の
（
含
＆
℃
）
」
と
し
て
、
そ
れ
を
「
自
分
独
自
の
思
慮
（
～
勲
ミ
禽
弩
“
ミ
ヒ
）
」
に
対
置
さ
せ
つ
つ
（
断
片

二
）
、
「
私
に
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
に
聞
き
従
う
」
よ
う
に
と
説
い
て
い
る
（
断
片
五
〇
）
。

　
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
の
論
旨
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
見
過
ご
し
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
的
「
魁
話
篇
」

は
、
匿
名
化
に
よ
っ
て
真
理
の
「
客
観
性
」
と
思
想
の
非
役
人
性
を
方
法
的
に
取
り
込
む
と
と
も
に
、
な
お
か
つ
、
ま
さ
に
「
対
話
篇
」

．
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
的
営
為
の
「
個
人
的
・
主
体
的
（
冨
誘
。
墨
一
器
山
弾
豆
①
。
臨
く
。
）
」
側
面
を
最
も
実
効
的
な
仕
方
で
確
保
し

て
も
い
る
の
で
あ
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
対
話
形
式
こ
そ
何
に
も
ま
し
て
、
真
理
が
生
身
の
人
間
を
通
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
非

個
人
的
な
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
鮮
明
に
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
や
b
。
O
）
。
つ
ま
り
、
知
は
個

を
通
し
て
発
現
し
、
個
に
お
い
て
担
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
こ
う
指
摘
す
る
と
き
、
お
そ
ら
く
最
も
強
く
念
頭
に
置
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

い
る
の
は
、
た
と
え
ば
『
第
七
書
簡
』
（
。
。
島
O
簿
）
に
お
い
て
「
知
の
飛
び
火
」
に
斎
え
ら
れ
て
い
る
事
態
で
あ
ろ
う
。
エ
ー
デ
ル
ス
タ

イ
ン
は
、
こ
の
点
に
触
れ
た
比
較
的
短
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
「
人
間
的
対
話
す
な
わ
ち
．
、
魯
ぎ
の
8
三
国
ぎ
o
q
8
α
q
。
匹
。
同
、
、
」
と
い
う
言
葉
で
結

ん
で
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
は
こ
の
側
面
を
「
過
小
評
価
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
」
に
せ
よ
、
彼
に
と
っ
て
「
眼
目
は
も
っ
ぱ

ら
客
観
的
な
要
因
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
や
b
。
一
の
P
α
O
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
あ
る
方
向
付
け
の
下
に
「
主
体
的
」
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
賃
聾
。
葺
9
。
一
な
要
素
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
賄
・
マ
ー
ラ
ソ
や
P
・
フ
リ
ー
ト
レ
ン
ダ
ー
、
あ
る
い
は
E
・
フ
ラ
ン
ク
ら
と
の
相
違

を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
改
め
て
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
彼
ら
の
立
場
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
な
「
懐
疑
主
義
」
や
「
書
か

　
　
　
　
対
話
と
想
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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れ
ざ
る
教
説
」
の
重
要
視
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
り
（
た
だ
し
プ
リ
！
ト
レ
ン
ダ
ー
は
除
く
）
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
エ
ー
デ
ル

ス
タ
イ
ン
に
よ
る
「
対
話
篇
」
の
新
た
な
性
格
付
け
は
効
果
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
対
話
的
特
性
、
と
り
わ
け
そ
の

「
主
体
的
要
素
」
は
十
分
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
ず
に
い
る
、
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
彼
自
身
で
す
ら
、
結
末
に
お
い
て
再
び

「
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
匿
名
性
な
ど
単
な
る
そ
ぶ
り
で
あ
り
、
無
用
で
無
意
味
な
虚
位
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
対
話
篇
が
プ
ラ
ト
ン
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
し
ょ
せ
ん
周
知
の
事
実
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
（
㍗
b
。
一
）
と
自
問

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
他
方
で
「
主
体
的
要
素
」
を
強
調
す
る
論
者
た
ち
の

解
釈
に
も
同
意
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
「
薄
唇
篇
」
の
必
然
性
は
、
再
び
見
え
に
く
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
V

　
言
葉
の
適
否
は
別
と
し
て
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
対
話
篇
」
の
基
底
に
は
「
主
体
的
」
な
（
あ
る
い
は
①
首
。
。
冨
ロ
陣
芝
な
！
）
モ
メ
ン

ト
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
、
よ
り
本
質
的
な
要
因
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
む
ろ
ん
そ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
薪

た
に
問
い
直
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
事
実
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
に
お
い
て
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
特
定
の
場
面
設
定
の

も
と
で
の
p
・
島
ぎ
ヨ
貯
§
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
エ
ー
デ
ル
ス
タ
イ
ン
は
、
し
か
し
、
そ
れ

を
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
「
模
擬
演
習
」
と
し
て
し
か
意
味
づ
け
え
な
い
で
い
る
。

　
そ
の
意
味
を
問
い
直
す
た
め
に
、
今
一
度
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
無
知
の
知
」
へ
と
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
、
言
わ
ば
絶
対
的
な
出
発

点
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
仕
方
で
、
真
理
の
「
客
観
的
」
所
在
を
指
し
示
す
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
偲
の
（
主
体
的

な
）
判
断
に
進
行
を
ゆ
だ
ね
る
紺
話
的
探
究
を
必
然
化
せ
し
め
る
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
自
ら
の
無
知

を
含
め
て
知
的
権
威
の
存
在
を
、
単
に
目
下
の
裏
実
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
言
わ
ば
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
、
概
成
の
知
の
実
質
に
満

足
し
な
い
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
確
認
し
た
う
え
で
、
知
の
再
構
築
を
始
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ソ
ク



ラ
チ
ス
も
ま
た
、
前
五
世
紀
後
半
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
伝
統
知
の
破
産
状
況
を
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
や
過
激
な
知
識
人
た
ち
と
共
有
し
て
い

る
。
た
だ
し
彼
の
み
が
、
そ
こ
に
お
い
て
な
お
、
残
さ
れ
た
可
能
性
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
が
「
人
間
的
な
知
（
を
曹
e
熱
ミ
8
耳
袋
）
」
と
呼
ん
で
新
た
に
求
め
よ
う
と
す
る
「
知
」
は
、
そ
の
絶
対
性
を
神
に
ゆ
だ
ね
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
旦
そ
の
つ
ど
の
暫
定
性
と
い
う
括
弧
に
く
く
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
対
話
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
操
作
の
こ

と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
も
し
言
い
換
え
る
べ
き
な
ら
ば
、
く
く
り
込
ん
だ
も
の
を
ふ
た
た
び
知
へ
と
解
き
ほ
ぐ
す
努
力
を
指
す

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
薄
話
へ
の
参
画
者
は
、
言
明
に
諾
否
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
や
お
う
な
く

そ
れ
を
個
に
お
い
て
（
主
体
的
に
）
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
立
話
は
成
立
し
な
い
一
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ

う
な
仕
方
に
お
け
る
対
話
の
み
を
、
彼
は
有
効
な
手
立
て
と
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
対
話
と
い
う
事
態
は
、
実
は
必
ず
し
も
複
数
の
音
声
に
よ
る
や
り
と
り
と
し
て
の
み
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
プ
ラ
ト

ン
は
言
う
。
わ
れ
わ
れ
の
思
考
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
魂
の
内
な
る
対
話
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
一
。
。
⑩
国
…

『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
卜
。
8
国
）
。
す
な
わ
ち
、
個
そ
の
も
の
が
対
話
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
が
つ
ね

に
そ
う
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
仕
方
で
自
ら
の
思
考
の
明
晰
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。

　
思
考
が
本
来
的
に
「
対
話
」
で
あ
る
（
べ
き
で
あ
る
）
と
す
れ
ば
、
「
対
話
篇
」
と
は
本
来
の
思
考
の
あ
り
方
を
自
覚
的
に
、
し
か
も

最
も
明
瞭
な
仕
方
で
溝
造
化
し
た
も
の
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
即
し
た
よ
り
適
切
な
指
摘
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
前
期

か
ら
後
期
に
わ
た
る
彼
の
対
話
篇
は
い
ず
れ
も
、
一
方
で
は
、
自
分
ひ
と
り
の
思
考
を
登
場
人
物
の
聞
の
「
論
争
」
の
形
に
ま
で
意
識
化

し
客
観
化
し
た
も
の
か
ら
、
他
方
で
は
、
「
論
争
」
的
な
話
題
を
「
自
己
自
身
と
の
対
話
」
的
な
次
元
に
ま
で
沈
潜
さ
せ
た
対
話
篇
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

こ
の
二
方
向
の
企
図
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
度
意
い
に
お
い
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
」
。

対
話
と
想
起

一
三
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以
上
の
よ
う
な
意
昧
に
お
い
て
、
真
理
の
「
客
観
性
」
と
そ
の
「
主
体
性
」
は
、
ほ
と
ん
ど
一
つ
の
事
態
の
表
裏
と
し
て
、
対
話
的
探

究
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
矛
盾
し
た
手
順
を
踏
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
。
真
理
の
「
客
観
性
」
に
立

ち
な
が
ら
、
各
自
の
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
に
新
た
な
出
発
点
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
ー
ー
プ
ラ
ト
ン
的

な
対
話
に
お
い
て
は
、
議
論
は
し
い
て
食
。
鳥
ぎ
ヨ
ぎ
§
な
か
た
ち
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
対
話
の
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の

「
知
」
、
す
べ
て
の
言
明
は
既
往
の
認
定
資
格
を
剥
奪
さ
れ
、
ド
ク
サ
と
し
て
平
準
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
の
み
有
効

な
議
論
の
可
能
性
が
託
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
論
は
一
つ
の
奇
妙
に
逆
転
し
た
ル
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
説
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
、
い
か
な
る
権
限
も
も
た
ず
、
真
偽
未
定
（
疑
問
符
付
き
）
の
ド
グ
マ
と
し
て
対
話
相
手
に
よ
る
諾
否
（
イ
エ
ス
／
ノ

ー
）
の
一
言
に
服
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
は
、
言
説
の
か
た
ち
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
諾
否
の

表
明
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
揖
タ
ゴ
ラ
ス
と
の
問
答
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が

　
　
「
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
わ
た
し
に
と
っ
て
は
同
じ
こ
と
で
す
。
あ
な
た
さ
え
ち
ゃ
ん
と
答
え
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
そ
れ
が

　
　
あ
な
た
の
ご
見
解
だ
ろ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
も
で
す
ね
。
わ
た
し
が
吟
味
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
言
説
そ
の
も
の
で
す
け
れ
ど

　
　
も
、
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
、
質
問
す
る
ほ
う
の
こ
の
わ
た
し
も
、
答
え
る
ほ
う
の
あ
な
た
も
、
と
も
に
吟

　
　
味
を
受
け
る
結
果
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
」
（
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
ω
ω
ω
○
）

と
い
う
含
み
の
多
い
ロ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
個
所
に
は
、
彼
の
構
え
が
よ
く
現
れ
て
い
よ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
と
の

対
話
に
お
い
て
も
、
「
言
説
そ
の
も
の
」
の
提
示
よ
り
も
、
一
問
一
答
化
さ
れ
た
各
手
順
へ
の
同
意
／
不
同
意
を
執
拗
に
求
め
つ
づ
け
る
。

自
他
の
主
体
的
「
吟
味
」
を
通
じ
て
の
み
、
「
言
説
そ
の
も
の
」
の
客
観
的
当
否
は
明
ら
か
に
な
る
か
ら
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
議
論

の
実
質
は
、
言
説
の
提
示
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
一
「
い
っ
た
い
窟
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
。
む
ろ
ん
、



誰
の
言
説
で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
た
え
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
長
談
義
は
ど
れ
ほ
ど
流
暢
に
語
ら
れ
よ
う
と
も
、
無

意
味
な
ル
ー
ル
違
反
で
あ
り
（
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
ω
ω
α
㌣
O
…
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
蒙
。
。
U
咽
劇
謡
U
塗
な
ど
）
、
対
話
者
の
一
方
が
返
答
を
拒
否

す
れ
ば
ゲ
ー
ム
は
崩
壊
す
る
（
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
㎝
8
0
塗
…
『
国
家
』
押
。
。
m
o
両
な
ど
）
。

　
さ
ら
に
、
彼
が
最
も
強
調
し
て
や
ま
な
い
の
は
、
答
え
手
こ
そ
が
議
論
の
進
行
を
決
め
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
村
話
法
の
最
も
開
花
し
た
か
た
ち
を
示
す
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
楽
々
と
議
論
を
操
り
、

相
手
方
の
諾
否
を
取
り
つ
け
つ
つ
、
し
か
し
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

　
　
「
…
…
し
か
し
、
あ
な
た
は
お
気
づ
き
で
は
な
い
が
、
実
は
そ
れ
ら
の
言
論
の
う
ち
ど
れ
一
つ
と
し
て
わ
た
し
に
端
を
発
し
て
い
る

　
　
の
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
わ
た
し
と
対
話
を
交
わ
す
相
手
方
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
た
し
が
ご
く
わ
ず
か
な
り
と
知
っ
て
い

　
　
る
こ
と
と
い
え
ば
、
た
だ
他
の
知
恵
あ
る
人
か
ら
言
論
を
引
き
出
し
て
、
そ
れ
を
適
切
な
仕
方
で
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る

　
　
の
で
す
」
（
一
2
切
）
。

　
も
っ
と
も
、
実
際
の
「
対
話
篇
」
中
の
議
論
に
お
い
て
は
、
問
い
手
と
答
え
手
は
重
層
的
に
目
ま
ぐ
る
し
く
交
錯
し
て
い
る
。
も
し
議

論
が
完
全
な
一
問
一
答
形
式
に
還
元
さ
れ
た
と
き
に
は
、
答
え
手
は
純
然
た
る
イ
エ
ス
／
ノ
1
の
返
答
者
と
し
て
そ
の
内
実
を
担
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
議
論
を
で
き
る
か
ぎ
り
一
問
一
答
の
か
た
ち
に
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
を
試
み
つ
つ
、
実
質
的
に
は

い
つ
も
問
い
手
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
双
方
の
合
意
、
す
な
わ
ち
最
小
単
位
の
意
見
の
一
致
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
た
「
主
体
的
」
言
論
の
「
客
観
性
」
を
確
保
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
対
話
の
進
展
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠
の
前
提
は
、
対
話
者
（
特
に
答
え
手
の
側
）
が
ど
こ
ま
で
も
自
己
に
忠
実
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
議
論
が
巴
ぎ
邑
厳
島
な
か
た
ち
を
と
る
必
然
性
は
、
問
違
い
な
く
そ
こ
に
起
因
す
る
。
個
々
人
が
（
⑦
×
§
①
暮
芝

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
）
自
己
に
忠
実
に
、
思
っ
て
い
る
が
ま
ま
を
語
り
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
の
発
言
自
体
は
単
な
る
思
い
な
し
（
ド
ク

　
　
　
　
対
話
と
想
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

サ
）
の
域
を
出
な
い
と
し
て
も
、
対
話
は
そ
れ
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
、
有
意
味
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
逐
一
の
発
言
は
、
必
ず

し
も
文
字
通
り
「
ほ
ん
と
う
に
」
思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
を
精
確
に
取
り
押
さ
え
る
こ
と
は
け
っ
し
て
容
易
な
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
で
は
な
い
し
、
そ
れ
自
体
が
実
は
対
話
の
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
た
だ
発
言
者
が
、
そ
の
と
き
、
〈
そ
う
思
っ
て
い
る
と
ほ
ん
と

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
に
思
っ
て
い
る
V
こ
と
を
表
明
し
さ
え
ず
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
誤
り
は
「
吟
味
」
（
驚
①
蓑
。
り
）
を
重
ね
れ
ば
、
い
ず
れ
正
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
吟
味
」
（
舞
超
8
0
の
）
の
議
論
構
造
に
つ
い
て
は
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
れ
が
単
に
尻
与
の
命
題
に
つ
い
て
の
演
繹
計
算
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、

そ
の
限
り
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
鋭
い
論
理
の
メ
ス
は
、
破
壊
的
に
し
か
機
能
し
な
い
。
お
れ
わ
れ
は
、
お
そ
ら
く
現
実
に
は
、
誤
っ
た

思
い
な
し
を
提
出
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
え
ず
さ
ら
な
る
思
い
な
し
へ
と
お
れ
わ

れ
を
駆
り
立
て
る
こ
と
に
お
い
て
、
彼
は
そ
の
活
動
に
意
義
を
認
め
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
否
定
の
巧
妙
さ
は
、
誤
謬
を
答
え
手
自
身
が
そ

の
思
い
な
し
を
的
確
に
捉
え
き
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
し
て
、
要
す
る
に
自
己
自
身
の
応
答
へ
の
不
満
と
し
て
押
し
戻
し
て
く
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
犯
す
誤
り
と
は
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
自
身
の
本
意
を
表
明
し
そ
こ
ね
た
事
態
な
の
だ
、
と
彼
は
言
う
。

だ
か
ら
、
誰
し
も
が
そ
の
挑
発
に
の
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
答
え
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
内
に
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
は
な
い
か
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
け
っ
し
て
自
己
を
偽
ら
な
い
と
い
う
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
固
有
の
（
途
方
も
な
い
）
能
力

を
言
い
表
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
鋭
い
論
法
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
（
空
と
ぼ
け
）
に
よ
っ
て
、
相
手
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
本
心
に
即
し
た
返
答

と
合
意
を
巧
み
に
取
り
付
け
る
、
並
外
れ
た
力
で
あ
る
。
「
知
恵
あ
る
人
か
ら
言
論
を
引
き
出
し
て
、
そ
れ
を
適
切
な
仕
方
で
受
け
取
る

と
い
う
こ
と
」
が
容
易
な
作
業
で
な
い
の
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。



　
一
見
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
知
の
「
客
観
性
」
を
掲
げ
た
対
話
の
営
み
も
、
そ
れ
を
言
わ
ば
理
想
状
況
の
下
で
再
現
し
よ
う
と
す
る
「
対

話
篇
」
も
、
か
え
っ
て
最
も
深
く
「
私
」
の
う
ち
へ
と
降
り
て
い
く
こ
と
を
「
方
法
」
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
カ
リ
ク
レ

ス
の
よ
う
に
「
臆
す
る
こ
と
な
く
何
で
も
率
直
な
も
の
言
い
を
し
て
く
れ
る
人
間
」
を
、
心
底
か
ら
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
を
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
に
賞
賛
し
つ
つ
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
真
の
対
話
の
成
立
に
必
要
な
三
要
件
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
「
十
分
に
吟
督
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
」
む
ろ
ん
相
手
が
「
知
識
（
●
　
　
　
　
　
　
　
、
肋
鵠
§
輔
心
㌃
“
）
と
好
意
（
薮
ぎ
§
）
」
を
も
備
え
て
い
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
「
率
直
な

も
の
言
い
（
　
　
　
　
　
、
防
食
、
、
“
ミ
食
）
」
こ
そ
「
試
金
石
」
の
質
を
決
め
る
最
大
の
要
件
で
あ
る
。
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け
る
一
連
の
対
話
に
お
い

て
、
こ
の
条
件
の
み
は
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
も
ポ
ロ
ス
に
も
欠
け
て
い
て
、
た
だ
カ
リ
ク
レ
ス
だ
け
に
備
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
駆
◎
o
Φ
U
塗
）
。

　
た
だ
し
、
「
私
」
の
本
心
と
先
入
見
に
曇
ら
さ
れ
た
「
私
見
（
。
奪
ミ
の
）
」
と
を
取
り
違
え
て
は
な
ら
な
い
。
先
入
見
こ
そ
は
、
既
成
の

知
的
権
威
を
そ
れ
と
気
づ
か
な
い
ほ
ど
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
な
い
し
前
極
世
紀
の
知
的
状
況
の
総
体
に
と
っ
て
の
大
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
対
話
的
努
力
の
多
く
が
、
そ
う
し
た
要
因
を

払
拭
す
る
こ
と
に
注
が
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
先
入
見
だ
け
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
既
成
概
念
、
一
般
的
通
念
、
「
多
数
者
の
思
い
な

し
」
な
ど
は
、
す
べ
て
（
「
私
」
の
本
心
に
反
す
る
も
の
と
し
て
）
紺
話
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
総
じ
て
対
話
の
進
行
に
い
つ
も
鷹
揚
な
態

度
を
く
ず
さ
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
だ
け
は
、
き
び
し
く
監
視
の
目
を
配
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
。

　
　
「
そ
し
て
、
い
い
か
ね
、
ク
リ
ト
ソ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
同
意
を
与
え
て
い
く
う
ち
に
、
思
い
な
し
（
ド
ク
サ
）
に
反
し
た
仕
方
で

　
　
同
意
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
た
ま
え
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
人
た
ち
、
思
う

　
　
よ
う
に
な
る
人
た
ち
は
ご
く
少
数
で
し
か
な
い
の
だ
」
（
『
ク
リ
ト
ソ
』
お
∪
）
。

　
　
「
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
意
見
を
共
有
し
え
た
以
上
は
、
他
の
人
た
ち
の
思
い
な
し
な
ど
は
放
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

　
　
　
　
対
話
と
想
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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八

　
　
な
い
」
（
『
政
治
家
（
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
）
』
卜
。
8
切
）
。

　
彼
は
、
こ
の
原
則
を
プ
買
タ
ゴ
ラ
ス
に
対
し
て
さ
え
、
け
っ
し
て
譲
ろ
う
と
は
し
な
い
。

　
　
「
よ
し
て
く
だ
さ
い
よ
。
わ
た
し
が
求
め
て
い
る
の
は
「
も
し
君
が
こ
う
望
む
の
な
ら
」
と
か
「
君
が
そ
う
思
う
の
な
ら
ば
」
と
か

　
　
の
単
葉
の
つ
い
た
事
柄
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
た
し
や
あ
な
た
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。
「
わ
た
し
ゃ
あ
な
た

　
　
が
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
「
も
し
も
」
と
い
う
言
い
方
が
言
論
か
ら
取
り
除
か
れ
る
な
ら
ば
、
当
の
言
論
は
最
も
よ
く
吟
味
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
の
言
い
分
な
の
で
す
」
（
『
プ
採
タ
ゴ
ラ
ス
』
ω
認
O
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
対
話
を
通
じ
て
成
立
し
た
合
意
は
、
と
り
あ
え
ず
は
対
話
者
間
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
は
い
え
、
真
に

「
共
有
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
合
意
の
深
さ
に
応
じ
て
、
も
は
や
私
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ぬ
「
客
観
性
」
を
持

ち
え
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
薄
話
篇
」
は
、
そ
の
可
能
性
を
最
も
有
効
に
引
き
出
す
試
み
で
あ
り
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
自
体
が
思
想
の
か

た
ち
で
あ
り
、
思
想
形
成
の
明
確
な
「
方
法
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
著
者
」
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
に
意
識
的
に
第
三
岩
と
し
て
立
ち

会
い
、
言
わ
ば
薄
塗
化
さ
れ
た
自
己
と
向
き
合
い
つ
つ
、
聴
き
手
と
し
て
そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
そ
し
て
、
読
み
手
も
ま
た
、
そ
の
つ

ど
の
対
話
の
進
行
に
「
合
意
」
を
与
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
幾
重

に
も
重
ね
ら
れ
た
「
合
意
」
に
よ
る
思
想
の
共
有
へ
の
最
も
有
効
な
手
立
て
を
プ
ラ
ト
ン
は
闘
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
ど
れ

ほ
ど
に
合
意
を
促
し
う
る
か
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
、
著
者
の
力
量
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
深
く
合
意
の
レ
ベ
ル
を
設
定

し
っ
っ
議
論
に
「
参
加
」
し
う
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
側
に
付
託
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
第
一
章
・
完
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

注

（
1
）
　
〉
．
頃
覧
雪
師
の
発
言
。
緊
●
ω
㊦
o
ω
謀
P
＞
⇒
o
冨
葺
℃
随
一
〇
ω
o
O
『
費
目
（
お
Q
。
膳
）
噂
㍗
b
。
繋
に
よ
る
。

（
2
）
　
野
ζ
．
O
o
ヨ
h
o
a
（
讐
y
霊
9
酔
。
．
ω
幻
。
讐
σ
浮
鴨
O
駄
臼
ρ
お
鑑
．



（
3
）
男
。
。
。
幕
貯
§
”
9
⑦
『
㌔
巨
§
。
・
妻
・
昏
。
♂
．
田
巳
。
搾
§
α
q
．
b
u
巴
貯
H
c
。
q
切
・
．
●

（
4
）
　
勺
・
句
誌
巴
哉
巳
2
国
簿
§
b
d
畠
・
一
．
b
d
無
嵩
コ
一
り
忽
恥
・

（
5
）
　
こ
う
し
た
論
点
を
織
り
込
み
つ
つ
、
よ
り
広
汎
な
視
野
か
ら
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
形
式
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
藤
沢
令
夫
「
プ
ラ
ト
ン

　
的
対
話
形
式
の
意
味
と
そ
の
必
然
性
」
（
『
イ
デ
ア
と
世
界
』
お
。
。
O
所
収
。
初
出
”
岩
波
講
座
『
文
学
』
第
四
巻
、
お
9
①
）
が
あ
る
。
拙
論
は
、
そ

　
の
成
果
を
踏
ま
え
、
そ
れ
と
の
相
補
性
を
念
頭
に
置
い
た
書
き
か
た
が
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
む
ろ
ん
、
『
国
家
』
の
議
論
に
お
い
て
も
、
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
の
許
容
さ
れ
る
局
面
は
あ
る
。
小
池
澄
夫
「
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
注
」
（
『
古
代
哲
学
研

　
究
』
国
Q
。
（
μ
⑩
O
①
）
箸
●
一
1
ぱ
）
参
照
。

（
7
）
　
曾
o
q
電
勺
ぴ
・
竃
①
ユ
き
”
、
、
同
。
搬
ヨ
鴛
儀
0
8
仲
①
江
島
国
げ
U
芭
o
o
q
器
ω
、
．
》
㎏
o
二
塁
巴
o
h
些
。
田
の
ρ
o
騰
詮
o
p
。
吻
u
Q
。
（
搭
崎
）
》
智
・
戯
8
1
ω
O
．
ま

　
た
、
当
面
の
論
述
で
は
検
討
を
省
い
た
が
、
客
・
串
巴
ρ
、
、
国
母
。
．
ω
》
お
¢
ヨ
。
曇
彗
α
昏
ω
U
一
9
0
α
q
β
①
乱
撃
き
、
．
曽
O
蔦
．
望
．
ぎ
〉
”
o
・
勺
7
一
一
●

　
ω
唇
℃
ド
お
O
b
。
℃
℃
，
刈
ω
あ
b
。
は
、
（
初
期
）
対
話
篇
の
、
ρ
μ
5
ω
け
凶
8
商
鼠
・
碧
ω
≦
興
楠
銀
着
讐
．
を
基
本
か
ら
論
じ
て
御
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
基
本
性
格
を
呂
。
希
ぼ
。
な
も
の
と
解
し
、
や
は
り
プ
ラ
ト
ン
な
い
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
懐
疑
主
義
」
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
し
て
い

　
る
。
な
お
、
最
近
の
諸
家
の
議
論
の
検
討
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
8
）
　
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
b
。
恥
じ
ご
塗
、
『
第
七
書
簡
』
ω
亀
O
（
「
現
に
こ
れ
ら
（
プ
ラ
ト
ン
が
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
柄
）
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の

　
著
作
は
一
つ
も
な
さ
れ
て
い
な
い
し
、
今
後
も
け
っ
し
て
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
他
の
学
び
ご
と
の
よ
う
に
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が

　
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
て
…
…
」
）
な
ど
。

（
9
）
r
謹
㊦
露
。
ご
り
凝
説
舞
。
三
。
ぎ
。
昌
巳
蔓
．
讐
》
雪
曇
旨
8
ヨ
a
。
剛
℃
議
9
6
。
。
ω
（
同
㊤
2
）
嚇
署
・
μ
山
b
。
’

（
1
0
）
　
注
（
8
）
に
つ
づ
く
パ
ッ
セ
ー
ジ
。
「
長
い
間
こ
の
営
み
そ
の
も
の
に
関
わ
る
考
察
を
共
に
し
、
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
突
如
と
し

　
て
、
あ
た
か
も
一
つ
の
火
が
燃
え
移
っ
て
別
の
光
明
が
点
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
学
び
手
の
魂
の
内
に
芽
生
え
る
と
、
あ
と
は
そ
れ
自
体
が
自
己

　
成
長
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ
る
」
。

（
1
1
）
　
閣
．
舅
鎚
コ
ぎ
、
．
↓
冨
男
§
魯
ヨ
Φ
艮
巴
O
唱
。
ω
三
〇
コ
o
h
距
緯
。
器
α
〉
ユ
自
。
仲
〇
二
①
ζ
讐
〉
ヨ
9
．
冒
瑛
欝
一
〇
粘
勺
凱
δ
一
’
Φ
一
（
一
〇
お
y
℃
マ
器
蹄

（
1
2
）
　
藤
沢
令
夫
、
前
掲
論
文
（
『
イ
デ
ア
と
世
界
』
◎
。
刈
ペ
ー
ジ
）
。

　
　
　
対
話
と
想
起
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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（
1
3
）
　
同
様
の
注
意
は
、
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
。
上
掲
引
用
以
外
の
主
要
な
個
所
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
け
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
と
こ
ろ
で
、
君
は
「
事
柄
は
か
く
か
く
で
あ
る
」
と
自
分
で
言
う
よ
う
な
と
き
、
一
番
よ
く
得
心
が
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

　
　
か
ね
。

　
　
　
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
　
わ
た
し
と
し
て
は
、
そ
う
思
い
ま
す
。

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
で
は
返
答
を
す
る
側
に
な
り
た
ま
え
。
そ
し
て
、
君
自
身
が
「
正
し
い
こ
と
は
有
益
で
あ
る
」
と
自
分
の
口
で
書
う
の
を
聞
く

　
　
ま
で
は
、
た
と
え
他
の
人
が
そ
う
言
っ
て
い
る
か
ら
と
て
、
信
じ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
（
『
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
（
図
）
』
一
二
問
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
で
は
あ
の
人
の
こ
と
は
放
っ
て
お
き
た
ま
え
。
こ
こ
に
い
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
一
体
全
体
、
君
自
身
は
、
メ
ノ
ソ
よ
、
徳

　
　
と
は
何
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
か
ね
。
（
『
メ
ノ
ソ
』
謡
U
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
　
（
…
…
）
だ
か
ら
、
何
よ
り
も
ま
ず
わ
れ
わ
れ
自
身
に
注
意
を
向
け
て
、
ど
う
い
う
仕
方
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
を
よ
り
ょ
い
人

　
　
間
に
し
て
く
れ
る
の
は
誰
か
を
、
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
（
『
メ
ノ
ン
』
Φ
①
U
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
　
　
「
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
が
ど
ん
な
話
を
す
る
と
き
に
で
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
た
だ
一
人
だ
け
を
味
方
証
人
と
し
て
立
て
る
こ
と
し
か
で
き

　
　
な
い
。
私
の
話
の
相
手
が
そ
れ
で
す
。
他
方
、
他
の
多
く
の
人
た
ち
の
こ
と
は
放
っ
て
お
く
の
で
す
。
ま
た
、
票
決
を
行
わ
せ
る
こ
と
も
、
投
票

　
　
者
は
一
人
と
い
う
仕
方
で
し
か
、
わ
た
し
に
は
で
き
な
い
の
だ
。
」
（
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
心
録
〉
①
）
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ソ
ク
ラ
テ
ス
　
し
か
し
雪
に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
、
語
っ
て
い
る
の
が
誰
で
あ
る
か
と
か
、
ど
こ
の
国
の
人
で
あ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、

　
　
大
き
な
違
い
に
な
る
の
だ
。
こ
と
が
そ
の
と
お
り
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
だ
け
を
考
慮
し
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
す
。

　
　
（
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
b
。
誤
O
）



な
お
《
引
用
に
は
後
期
著
作
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
対
話
性
」
に
対
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
方
法
意
識
は
、
つ
ね
に
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
が

最
も
顕
在
化
し
て
い
る
の
は
、
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
と
と
も
に
、
後
期
著
作
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
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ま
・
か
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と
し
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
西
洋
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代
哲
学
史
〕
教
授
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Dialogue　and Anamnesis　：

An　lntroduction　to　the　Method　of

　Plato’s　Philosophy　（Part　1）

by　Katsutoshi　UCHIYAMA

Professor　．of　Ancient　Philosophy

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　It　goes　without　pauch　saying　that　Piato’s　works　are　written　in　a　unique

sty1・，　th・t　i・，　th・・tyl・・f　ph量1…P嫡・1　d・am…H・h・・箆ev・・ch・ng・d　thls

dialogue－form　up　to　his　last　writings，　the　writings　in　which　substantial

arguments　are　expressed　through　the　mouth　of　the　rnain　speaker　so

exclusively　that　they　wouid　be　rather　rnore　naturally　conveyed　in　the

conventionai　style　oftreatise．　Nevertheless，　Plato　seemed　to　feel　the　neces－

sity　to　adopt　this　style　even　for　the　Laws．　This　fact　suggests　that　he　had

some　indispensable　reason　to　adopt　it，　the　reason　which　could　not　be　explain－

ed　away　on　mere　rhetorical　grounds．　lf　this　were　the　case，　it　is　clear　that

his　thought　will　not　be　adequately　grasped　without　fully　taking　notice　of

the　uniqueness　and　sig・nificance　of　his　characteristic　dialogue－form．　ln　this

paper，　the　author　will　try　to　rethink　the．　form　itself　so　as　to　bring　its

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．



uniqueness　into　relief　and　clarify　the　reason　why　Plato　sticked　to重he量dea

Of　Writing　in　suCh　a　style．

　　The　un三queness　of　Plato’s　wri士ings　does　not　co蕊sist　merely　in圭ts　d三alogi・

cal　style，　but　rather　in　the　fact　that　P至ato　himself　never　apPears　on　the

stage　through◎ut　a11　h三s　dialog翠es．　Indeed，　he　refers　to　himself　only　twice

in　his　such　a　voluminous　works（exc王uding　the　Ietters），　and，　i夏one　of　the

重wo　cases，　he　mentions　his　name　only　to　inform　us　about　hls　absence　from

the　conversation　carried　on三n　the　Phaedo．　He　deliberately　sets　up　his　own

alibi　in　this　case．　All　other　coロversatio夏s　1n　other　d三alogues　are　also　carrled

out　where　he三s　absent．　Of　course，　personae　dramatis（including　Socrates）

are　not　mere　mouthpieces　of　his　thoughts．　We　should　assume　that　Plato，

as　the　author，　intentionally　distant三ates　himself　from　the　statements　express・

sed　三n　the　conversations。

　　In　order　to　make　se簸se　of　this‘absence　of　the　author’，　some斑odem

scholars　such　as　Ph．　Merlan　offered　a　scept三cls職圭nterpretat三〇n．　On　the

other　hand，　L　Edelstein　identi丘es　a　positive　mea無ing　in　this　feature　by

naming三t　the‘Platon呈。　anonymity’，　He　emphas量zes　the‘objective’factor　of

dialogue・form，　that三s，‘pecuharly　I）latonic　argument　for　renouncing　one，s

clalms　to　oτiginality’．　It　is　Edelstein’s　understanding　that　Plato　adopted

this　style　of　anonym三ty　because　he　thinks　that‘truth　is　somethi皿g　outside

of　him．　It　is　not　made　or　invented，．　The　present　author　agrees　to　his　argu・

ment　up　to　this　po三庶Howeveろwe加ust　also　recogn三ze　the‘subject…ve／

existentlal’factor　of　the　d1alogue・form．　Edelsteln　himself　does　not　wish　to

neglect　this　factor；he　is‘far　from　min三miz量ng　the　importance，．　But　he　does

not　seem　to　fully　appreciate　the　signi丘cance　of　this　factor，　though　he圭s

right　in　his　refusal　of　the　scepticism　interpretation　oロit．　We　should　under－

stand　it　more　fu1！y，　and　in　a　d簸erent　way　from　that　of　the　scept三cism

の

1nterpreters．

　　The　present　author　argues　that　these　‘subjective’　and　‘objective’　factors

are，　so　to　speak，　the　two　sides　of　one　cruc三al　point　from　wh三ch　the　dialec－

tical　inquir三es　are　ca1王ed　for．　Platonic　dialogues　secure　themselves　the
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‘objective’　status　with　their　‘absence　of　the　author’，　while　they　retain　sub－

jective”i　character　by　means　of　their　ad　hominem　structure　of　arguments

which　are　carried　out　among　specifically　identified　persons．　Plato　keeps　’

these　two　factors　bound　together　in　his　all　writings　in　order　to　reject　any

kind　of　ready－made　authority　of　wisdom．　er　rather，　he　was　forced　to

recognize　that，　even　if　there　were　indeed　a　certain　wisdom／knowledge，　it　is

not　something　to　be　acquired　from　other　wise　men，　nor　something　to　be

conveyed　by　its　ready－made　teachings，　and　that　the　only　way　to　get　it　is　to

search　through　really　embraced　belief　（doxa）　in　one’s　own　mind．

　　Dialogue　in　the　Platonic　meaning　is　the　way　to　search　for　truth　through

the　process　of　mutually　exchanging　and　examining　the　bpinions　among

the　speakers　step　by　step．　lt　is　a　crucial　condition　for　each　conversation

to　get　a　satisfactory　result　that　its　participants　should　be　a11　faithful　to

themselves；　they　rnust　always　say　‘what　they　think’，　as　Socrates　requires

in　the　Protagoras．　lf　only　they　are　always　aware　of　this　requirement，　it　is

the　matter　of　no　much　concern　whether　or　not　they　make　some　unintended

mistake　in　their　course　of　expressing　own　opinions．　Mistakes　will　be　check－

ed　anyhow　in　due　course　of　conversations．　s
　　When　a　certain　agreement　is　reached　through　such　dialogical　process，　the

result　will　be　shared　as　a　common　and　approved　thing　by　all　the　speakers，

and　will　be　no　lon．ger　a　sheer　subjective　belief．　lt　can　be　said　that　the

Platonic　dialogue　is　a　truly　effective　way　to　realize　such　a　process．　Plato，

the　author，　joins　in　his　dialogues　as　a　listener　so　that　he　will　come　to　see

himself　objectified　in　his　own　works．　We　readers　can　join，　too，　so　far　as

we　can　agree　with　the　steps　of　the　conversation　written　by　Plato．　lt　de一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

pends　on　the　writer’s　skill　how　far　we　can　go　along　wlth　these　steps　con－

vincedly，　while　we　readers　have　our　own　responsibility　to　join　in　P！atonic

dialogues　substantially．
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