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と
か
く
世
間
と
い
う
も
の
は「

世
間
」
考
現
学

士
口
　
田
　
清
　
彦

．
Ｉ
一　
‘．
・
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（＝
役
割
の
押
し
つ
け
）
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「娘
を
結
婚
さ
せ
る
■
―

″嫁
が
せ
る
″
―

の
は
母
親
の

『務
め
」
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、

「娘
を

″嫁
が
せ
″
な
け
れ
ば
、
母
親
の

「務
め
』

は
終
わ
ら
な
い
」
と
い
う
．こ
と
と
。　
　
　
　
　
　
．

話
を
元
に
戻
す
と
、
　
　
一　
　
　
　
一　

´

会
場
で
発
言
し
た
女
荘
は
Ｆ

一ヽ
０
一
マ
ー
シ
ャ
ル

が
提
示
す
る
思
想
と
ほ
ぼ
同
じ
お
考
え
を
お
持
ち
と

思
わ
れ
る
。
と
か
く
世
の
母
親
は
、
娘
が
ど
う
い
う

考
え
を
持
ち
、
ど

＾
う
い
う
生
き
方
を

（し
よ
う
と
）

し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
わ
か
ろ
う
と
す
る

よ
り
も
、
と
に
か
く

（″無
事
に
し

嫁
が
せ

（る
こ

と
に
よ
り
、
「母
親
と
し
て
の
務
め
」
を
果
じ
Ｙ
た
が

る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
一
未
婚
の
女
性
の
う
ち
三
七

・
五
％
も
が

「
一
人
立
ち
で
き
れ
ば
、
あ
え
て
結
婚

し
な
く
て
も
よ
い
」
と
考
え
は
じ
め
て
い
る
と
い
う

の
に
。
（数
字
は
、
総
理
府
が
８４
年
５
月
、
全
国
の
二

十
歳
以
上
の
男
女

一
万
人
を
対
象
に
面
接
し
て
行

っ

た

「婦
人
に
関
す
る
世
論
調
査
卜
結
果
よ
り
）

「
そ
れ
い
ゆ
」
の
８４
年
夏
の
催
し

「広
が
れ
、
お

ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の

一
環
と
し
て
持
た

れ
た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ヨ
ン

「自
分
ら
し
い
生

き
方
の
す
す
め
―
―
結
婚

・
仕
事

・
暮
ら
し
方
」
に

パ
ネ
ラ
ー
の

一
人
と
し
て
参
加
し
た
が
、
会
場
か
ら

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
発
言
が
あ

っ
た
。
四
十
過
ぎ
の

女
性
で
あ

っ
た
が
、
「自
分
の
娘
が
な
か
な
か
結
婚
し

よ
う
と
し
な
い
、　
一
体
ど
う
い
う
つ
も
り
な
の
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
。
司
会
者
の
方

か
ら
、
「娘
さ
ん
の
こ
と
よ
り
も
、
あ
な
た
ご
自
身
は

結
婚
に
つ
い
て
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
」
と
い
う
質

問
が
返
さ
れ
た
が
、
あ
ま
り
具
体
的
な
答
え
は
返
っ

て
こ
な
か
っ
た
。

話
は
少
し
傍
道
に
逸
れ
る
が
、

テ
レ
ビ
の

「
デ

・
ビ
ア
ー
ズ
」
と
い
う
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に

「
（娘
の
結
婚
式
か
ら
帰
っ

て
き
た
女
性
に
対
し
て
）
母
と
し
て
の
務
め
を
終
え

た
今
日
」
と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
か
ぶ
さ
る
の
が

あ
る
が
、
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
は
二
つ
の
″
思
想
″

「
そ
れ
い
ゆ
」
の
催
し
か
ら
し
ば
ら
く
経

っ
た
九

月
の
下
旬
、
今
度
は

「
ひ
と
り
歩
き
の
会
」
の
例
会

―
―
そ
の
時
の
テ
ー
マ
は

「妻
の
自
立
、ヽ夫
の
自
立
」

―
―
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
内
容
の
発
言
に

ぶ
つ
か
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〓

「娘
の
友
達
で
、
大
学
生
と
な
り
親
元
か
ら
離
れ

て
二
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
女
性
が
い
る
が
、
男
出

入
り
が
激
し
い
ら
し
い
。
自
分
の
娘
に
は
そ
う
い
う

こ
と
を
さ
せ
た
く
な
い
の
で
、
手
元
に
置
い
て
お
き

た
い
。
結
婚
前
の
娘
を
抱
え
る
親
と
し
て
、
そ
う
い

う
こ
と
を
心
配
す
る
の
は
当
然
の
心
情
で
あ
る
Ｌ
娘

の
友
達
が
ど
う
い
う
生
き
方
を
し
よ
う
と
、
私
は
と

や
か
く
言
う
気
は
な
い
が
、
世
間
が
許
さ
な
い
」

「
そ
れ
い
ゆ
」
の
場
合
も
、
「
ひ
と
り
歩
き
の
会
」

の
場
合
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
が
い
ず
れ
も
買
親

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
″親

″
と
し
て
で
は
な
く
）

一
人
の
人
間
と
し
て

（女
と
し
て
、
男
と
し
て
）
ど

う
（自
分
ら
し
く

ｏ
自
立
し
て
）
生
き
る
か
」
、
「
そ
の

中
で

″結
婚
″
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
」
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
と
い
う
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
者
は
、

自
分
の
生
き
方
や
結
婚
観
を
語
る
の
で
は
な
く
、
（結

婚
前
の
）
娘
の
心
配
を
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
こ
に
は
、　
一
人
の
人
間
と
し
て
よ
り
も
、
母
親
と

い
う

「役
割
」
の
中
で
物
を
見
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

て
き
た
女
の
姿
と
、
母
か
ら
娘

へ
と
い
う
形
で
女
が

女
の
自
立
を
開
し
込
め
て
い
く
日
本
の
女
の
特
殊
な
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構
造
と
が
見
事
に
読
み
と
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
ま

た
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
し
て
み
た
い
。
私
が
今
こ

だ
わ
っ
て
み
た
い
の
は
、

「世
間
」
と
い
う
言
葉
と

そ
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

責
任
逃
が
れ
、

隠
れ
蓑
と
し

て
の

「
世
間
」

「
ひ
と
り
歩
き
の
会
」
の
発
言
者
は
、
「私
は
と
も

か
く
、
世
間
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
」
と
言

っ
た
。
「
そ

れ
い
ゆ
」
の
発
言
者
も
、
言
外
に
ほ
ぼ
同
じ
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
込
め
て
い
た
。

「私
は
と
も
か
く
、
世
間
は
」
、
と
い
う
時
の

「世

間
」
と
い
う
の
は

一
体
何
な
の
だ
ろ
う
。
世
の
親
が

娘

（あ
る
い
は
息
子
）
に
対
し
て
よ
く
使
う
、
そ
し

て
そ
の
多
く
の
場
合

「最
後
の
切
り
札
」
と
ｔ
て
持

ち
出
し
て
く
る

「世
間
」
。
そ
し
て
必
ず
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど

「私
は
と
も
か
く
」
と
い
う
前
置
き
と
ワ
ン

セ
ッ
ト
で
使
わ
れ
る

「世
間
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ

仕
組
み
と
、
そ
の
か
ら
く
り
を
解
明
し
よ
う
と
い
う

の
が
本
文
の
目
的
で
あ
る
。

私
自
身
も
小
さ
い
時
か
ら
、
こ
の

「世
間
」
と
い

う
言
葉
を
さ
ん
ざ
ん
聞
か
さ
れ
て
育

っ
て
き
た
。
多

ぐ
は
母
親
の
言
葉
と
し
て
耳
に
残

っ
て
い
る
が
、
た

ま
に
は
父
親
や
身
内
の
年
長
者
、
あ
る
い
は
仕
事
関

係
の
年
長
者
が
日
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、

「世
間
体
が
悪
い
」
、
「世
間
に
は
通
用
し
な
い
」
、

「世
間
さ
ま
に
申
し
開
き
で
き
な
い
」、
「世
間
に
迷

惑
を
か
け
ぬ
よ
う
」、
「世
間
が
許
さ
ん
｝
な
ど
な
ど
、

と
。　
　
　
　
　
一　
・　
　
一
■
―
，ｆ
■
∫
　
・ヽ●
１
，

こ
の

「世
間
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
時
、
私

は
と
て
も
苛
立
つ
。
こ
の
苛
立
ち
は
、
私
が
小
さ
か

っ
た
時
よ
り
も
長
ず
る
に
従

つ
て
よ
り
大
き
く
な

っ

て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
苛
立
ち
の
原
因
は
、
こ

の
言
葉
を
使
わ
れ
る
と
反
論
の
し
よ
う
が
な
い
、
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
一
と
い
‥う
の
は
Ｆ
「世
間
」

と

い
う
言
葉
は
実
体
が
あ
る
よ
う
で
ｒ
実
は
実
体
が
と

て
も
暖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
か
ち
で
あ
る
。
実
体
が

あ
る
よ
う
で
な
い
。
実
に
捕
ま
え
ど
こ
ろ
が
な
い
■

の
で
あ
る
。

・先
年
、
勤
め
先
の
経
営
者
と
賃
上
げ
間

題
を
め
ぐ
る
交
渉
嗜
し
て
い
た
時
に
、
経
営
者
か
ら

・

「
そ
う
い
う
考
え
は
世
間
で
は
通
用
し
な
い
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
く
ら
こ
ち
ら
の
意
見
を
主

張
し
て
、
相
手
の
考
え
を
論
駁
し
よ
う
と
し
て
し
、

こ
の

「世
間
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
は
全
て
の
論
理

は
立
ち
す
く
み
、
無
に
帰
し
て

´
し
ま
う
。
な
ぜ
か
と

い
う
と
、
「世
間
」
と
い
う
言
葉

・
を
発
し
た
発
語
者
は

「世
間
」
と
い
う
煙
幕
の
中
に
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
。

あ
く
ま
で

「私
」
と
い
う

″主
体
仁
を
持

っ
た
言
葉

で
立
ち
向
か
わ
ず
に
、
「世
間
｝
之
し、
う
暖
昧
で
捕
ま

え
ど
こ
ろ
の
な
い
言
葉
を
使
う
の
は
、
そ
こ
に
主
体

を
隠
し
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「世
間
」
と
い
う
言
葉
に
必
ず

「私
は
と
も
か
く
」

と
い
う
言
葉
が
く

っ
つ
け
ら
れ
て
使
わ
れ
る
の
は
、

そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「世

間
｝
は
、
責
任
の
が
れ
の
た
め
の
て
い
の
い
い
隠
れ

蓑
で
あ
る
。
論
理
的
に
相
手
を
説
得
で
き
な
い
時
、

あ
る
い
は
相
手
か
ら
論
理
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
時
、

「世
間
」
と
い
う
言
葉
の
力
を
借
つ
る
こ
と
に
よ
り

相
手
を
立
往
生
、
い
や
煙
に
巻
い
て
し
ま
う
こ
と
が

で
き
る
。
発
語
者
は

「世
間
」
と
い
う
後
ろ
楯
の
向

こ
う
に
姿
を
く
ら
ま
し
て
い
る
の
で
、
相
手
は
論
理

的
に
反
駁
し
よ
う
が
な
く
な
る
。
立
ち
向
か
い
よ
う

が
な
い
。　
　
一　
．

１
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

「世
間
」
と
い
う
言
葉
は
、

‥発
す
る
者
に
は
と
て
も
便
利
な
代
物
で
あ
り
、
そ
の

相
手
に
と

っ
て
は
ま
こ
と
に
理
不
尽
極
ま
り
な
い
”

責
任
の
所
在
を
あ
い
ま
い
に
す
る
、
す
な
わ
ち
責
任

逃
が
れ
の
言
葉
と
し
て
は
実
に
重
宝
で
、ま
さ
に
ヶ最

後
の
切
り
札
″
と
し
て
の
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。
　
一

別
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
み
る
と

「世
間
」
の
姿
が
見
え
て
く
ち
　
¨

と
こ
ろ
で
、
こ
の

「世
間
」
と
い
う
言
葉
に
対
し

て
、
た

っ
た

一
人
で
立
ち
向
か
う
の
は
蝠
郷
の
斧
か

と
い
え
ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
か
ら
く
り
さ
え

見
抜
け
ば
、
実
は
相
手
は
張
り
ぼ
て
の
虎
、
案
外
に

中
身
は
脆
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

「世
間
」
と
い
う

言
葉
せ
、
別
の

（具
体
的
な
）
言
葉
で
言
い
換
え
さ

-44-



せ
れ
ば
よ
い
。

た
と
え
ば

「世
間
が
許
さ
な
い
」
と
か

「世
間
の

迷
惑
に
な
る
」
と
い
う
時
の

「世
間
」
と
い
う
の
は
、

別
の
言
葉
に
置
き
換
え
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
少
し
ず

つ
具
体
的
な
社
会
集
団
と
し
て
の
姿
か
た
ち
を
現
わ

し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
大
は
国
家
、
企
業

（管
理
）

社
会
か
ら
、
小
は
地
縁

・
血
縁
集
団
で
あ
る
親
族

・

親
兄
弟
や
隣
近
所
ま
で
。
そ
こ
で
さ
ら
に
言
葉
の
置

き
換
え
を
進
め
さ
せ
て
、
そ
れ
で
は
具
体
的
に
、
誰

と
誰
と
が

″許
さ
な
い
ク
の
か
、　
″迷
惑
に
な
る
″

の
か
、
と
ま
る
で
玉
葱
の
皮
を
剥
く
よ
う
に

「世

間
」
の
皮
を

一
枚

一
枚
剥
い
で
ゆ
く
と
、
結
局
最
後

の
最
後
に
正
体
を
現
わ
す
の
は
、
援
昧
模
糊
と
し
た

「世
間
」
の
間
の
中
に
姿
を
隠
し
た
は
ず
の
発
語
者

本
人
で
あ
る
。
結
局

″許
さ
な
い
″
″迷
惑
に
な
る
“

の
は
、
「世
間
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
当
入
自
身
で

し
か
な
い
。

″
許
さ
な

い
″
の
は
、

「
世
間
」

で
は
な
く
、
あ
な
た
自
身

「世
間
」
と
い
う
言
葉

（を
使
う
こ
と
）
の
か
ら

く
り
に
つ
い
て
も
う
少
し
こ
だ
わ
つ
て
み
よ
う
。
「世

間
が
許
さ
な
い
」
と
か

「世
間
の
迷
惑
に
な
る
」
と

い
う
言
葉
を
使
う
時
、
そ
の

「世
間
」
と
い
う
言
葉

に
込
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
発
語
者

（例
え
ば
親

な

。
ら
親
）
が
、
自
分
が
所
属
、
あ
る
い
は
帰
属
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る

（思
い
込
ん
で
い
る
Ｙ
社
会
集

団
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
例
え
ば

「
子
供
が
三
十
歳

に
も
な

っ
て
結
婚
し
な
い
」
こ
と
を
、
「世
間
が
許
ざ

な
い
」
、
あ
る
い
は

「世
間
が
迷
惑
」
と
い
う
の
は
、

子
供
の
行
為
が
、
親
の
所
属

・
帰
属
し
て
い
る
集
団

（血
縁

ｏ
地
縁
集
団
）
の
ル
ー
ル
・
規
範
を
乱
す
こ

と
に
な
り
、
そ
の
社
会
集
団
が

ヽ
「迷
惑
」
を
こ
う
む

り
、
だ
か
ら

「許
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
子
供
の
行
為
は
親
が
帰
属
す
る
社
会
集

団
の
掟
や
秩
序
を
乱
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
■

昔
は
、
親
も
子
供
も
全
く
同
じ
社
会
集
団
に
属
じ

て
い
た
。
大
は

「国
家
」
（＝
お
か
み
）
か
ら
、
小
は

地
域
共
同
体

（＝
む
ら
）
や

「家
≒

そ
こ
に
は
、
そ

の
集
団
を
統
合
す
る

一
人
の
長

（天
皇
、
村
長
、
家

父
長
等
）
が
い
て
、
そ
の
他
の
人
々
は
そ
の
長
の
下

に
仕
え
る
下
僕
で
あ
り
、
下
僕
は
長
の
作

っ
た
掟
や

秩
序
に
は
絶
対
服
従
で
あ
り
、Ｆ
そ
の
掟
や
秩
序
を
乱

さ
な
い
限
り
に
お
い
で
利
益

（の
お
こ
ぼ
れ
γ
を
得

て
生
活
や
生
命
を
保
持
さ
れ
て
い
た
ｏ
こ
の
よ
う
な

社
会
に
お
い
て
は
、
掟
や
秩
序
を
乱
す
こ
と
は
す
な

わ
ち
生
活
や
生
命
の
危
機
に
撃
が
る
０
従

っ
て
当
人

の
み
な
ら
ず
、
当
人
に
列
な
る
地
縁
、
血
縁
の
者
達

同
士
の
相
互
監
視
へ
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
ゆ
く
の

も
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち

「隣
組
」
「五
人
組
」
の
思

想
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
集
団
の

一
員

（＝
駒
）
と

し
て
の
意
識
は
あ

っ
て
も
、
自
由
で
伸
び
や
か
で
あ

る
べ
き

一
人
の
人
間
と
し
て
の

（個
の
存
在
と
し
て

の
）
意
識
は
な
い
。　
　
　
　
　
　
■

　

・

親
が

「世
間
」
の
名
に
お
い
て
子
供
の
行
為
を
監

視
あ
る
い
は
規
制

。
東
縛
す
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、

親
が
所
属

・
帰
属
し
て
い
る

（と
信
じ
こ
ん
で
い
る
）

社
会
集
団
か
ら
親
自
身
が
制
裁
を
受
け
、
排
除
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
親
が

「世
間
」
の
名
モ
ロ
に
す
る
時
一
そ
れ
は
親
自
身
が

自
分
の
属
し
て
い
る

（と
思
い
こ
ん
で
い
る
）
社
会

集
団

（の
ル
ー
ル

・
規
範
）
に
無
条
件
の
恭
順
の
意

を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
は

子
供
の
為
で
は
な
い
。
子
供
が

「世
間
」
の
規
範
に

従
わ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
親
自
身
が
そ
の
社
会
集
団

の
中
で
不
利
を
被
る
、
あ
る
い
は
肩
身
の
狭
い
思
い

を
す
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
世
間

が
許
さ
な
い
」
と
か

「世
間
に
迷
惑
」
と
い
う
言
葉

の
本
当
の
所
は
、
親
自
身
が
困
る
、
親
自
身
が
許
さ

な
い
、
とヽ
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
「私
は

と
も
か
く
世
間
が
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
と
ん
だ

詭
弁
、
真
赤
な
嘘
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
一

も
し
親
と
子
供
と
の
両
者
が
所
属
す
る
社
会
集
団

■
世
間
が
完
全
に
同
じ
だ
と
す
れ
ば
、
親
の

″
心

配
″
を
あ
な
が
ち
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ま
い
が
、

今
の
時
代
に
お
い
て
は
、
親
が
帰
属
し
て
い
る

（と

思
い
こ
ん
で
い
る
）
社
会
集
団
と
、
子
供
が
帰
属
じ

て
い
る
社
会
集
団
と
は
明
ら
か
に
食
い
違

っ
て
き
て

-45‐



い
る
。
親
が
親
の

「世
間
」
を
楯
に
と
り
、
子
供
に

そ
の
親
の

「世
間
」
の
ル
ー
ル
や
規
範
を
押
し
つ
け

よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
は
じ
め
か
ら
無
理

が
あ
る
。

（
べ
つ
に
、
子
供
が
三
十
歳
に
な

っ
て
結
婚
し
て

い
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
こ
と
で
、
親
が
多
少
肩
身
の

狭
い
思
い
を
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
「世
間
」

が

（例
え
ば
隣
り
の
お
ば
ち
ゃ
ん
や
、
学
校
の
先
生

や
、
団
地
の
自
治
会
長
が
）
、
「許
さ
な
い
」
わ
け
で

も
な
い
し
、
「迷
惑
」
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、

ま
た

「申
し
開
き
を
せ
よ
」
と
言
う
わ
け
で
も
な
い
。

親
が

「
肩
身
の
狭
い
思
い
」
を
す
る
の
は
ず
お
そ
ら

く
世
間
の
暉
を
気
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、土
日
の
「隣

組
」
や

「五
人
組
」
で
も
あ
る
ま
い
、
直
接
「迷
惑
」

に
な
る
で
も
な
し
、
世
間
が
寄

っ
て
た
か
っ
て
結
婚

を
強
要
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
世
間
の
奪
な

ど
を
気
に
し
は
じ
め
れ
ば

一
事
が
万
事
、
き
り
が
な

い
。
我
動
ぜ
ず
と
悟
と
構
え
て
い
れ
ば
、
世
間
の
方

か
ら
退
散
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
）

も

っ
と

「
世
間
」
を
広
げ

て
み
よ
う

こ
こ
で
、
話
を
は
じ
め
に
戻
そ
う
。
　
　
　
　
´

今
、
私
達
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
生

き
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
社
会
集

団
の

「駒
」
と
し
て
で
は
な
く
、　
一
人
の
人
間
と
し

し
て
い
か
に
人
間
ら
し
く
、
か
つ
自
分
ら
し
く
生
き

る
か
、・．
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
・社
会
集
団
自
体
の
あ

り
よ
う
が
、
昔
の
よ
う
な
ギ

一
人
の
長
の
も
と
に
ビ

ラ
ミ
ッ
ド
型
に
縦
に
つ
な
が
る
支
配

・
服
従
の
社
会

で
は
な
く
、
自
立
し
た
八
自
由
で
平
等
な
）

一
人

一

人
の
人
間
が
横
に
つ
な
が
り
共
生

・
連
帯
し
て
い
く

社
会
に
変
わ

っ
て
き
て
い
る
ず
今
の
時
代
に
お
い
て
、

も
し

「世
間
」
と
い
う
言
葉
を
強
い
て
使
う
と
す
る

な
ら
一
「世
間
」
は
一
自
分
で

（経
の
関
係
で
は
な
く
、

横
に
）
作

っ
て
ゆ
く
も
の
、
そ
し
て
、
自
分
で
広
げ

て
ゆ
く
も
の
ぃ
と
い
え
ま
⇒
ず
自
分
で
な
い
誰
か
が

作
り
、
押
し
つ
け
て
く
る
Ｌ
世
間
」
と
や
ら
に
属
し

て
、
得
体
の
知
れ
な
い
他
人
に
迎
合
ず
帰
順
す
る
の

で
は
な
く
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
他
人
に
押
し
つ
け
た

り
せ
ず
に
、
自
分
が
主
人
公
に
な

っ
て
自
分
の

「世

間
」
（ヒ
ュ
ー
マ
ン
・ネ
ッ
ー
ワ
ー
ク
）
を
自
分
の
手

で
ど
ん
ど
ん
仁
り
だ
ｔ
ｒ
横
に
広
げ
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

「
そ
れ
い
ゆ
」
や
ヽ
ひ
と
り
歩
き
の
会
｝
な
ど
の

サ
ー
ク
ル
に
出
席
ｔ
て
、
「自
分
ら
し
い
生
き
方
」
に

つ
い
て
語

ヽ
り
合
う
と
い
う
こ
と
も

，
自
分
で
自
分
の

「世
間
」
を
作
り
、
広
げ
は
じ
め
る

一
つ
の
方
法
で

あ
る
。
団
地
な
ど
で
共
通
の
問
題
を
抱
え
る
者
同
志

が
話
し
合
い
の
輸
を
広
げ
て
ゆ
く
の
も
自
分
が
作
り

だ
す

一
つ
の

「世
間
責
＝
団
地
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ

ン
）
で
あ
る
。
親
は
親
自
身
の
自
分
の

「世
間
」
を
、

子
供
は
子
供
の
自
分
の

「世
間
」
を
作
り
、
広
げ
る

作
業
の
中
で
、
お
互
い
の
共
通
の

「世
間
ア
が
作

，

上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
こ
し
た
こ

と
は
な
い
。

「渡
る
世
間
に
鬼
は
な
い
」
と
い
う
言

葉
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
四

・
一
二
Ｙ


