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書

評
中
岡
成
文

『
試
練
と
成
熟

は
じ
め
に

著
者
か
ら
本
書
を
献
本
し
て
い
た
だ
き
、
後
日
、
そ
の
お
礼
を
お
伝
え

し
た
と
き
、
「
は
じ
め
て
自
分
か
ら
書
き
た
い
と
思
っ
て
書
い
た
本
な
ん

だ
」
と
仰
っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
思
い
入
れ
の
強
い
本
で
あ
る
し
、
私
自

身
、
学
生
時
代
か
ら
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
ち
ゃ

ん
と
し
た
書
評
を
舎
か
ね
ば
と
思
っ
て
読
ん
で
み
た
が
、
読
み
終
え
た
印

象
は
、
と
て
も
難
し
く
、
正
直
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

次
々
に
出
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
や
た
と
え
が
議
論
と
ど
う
つ
な
が
っ

て
い
る
の
か
が
つ
か
み
に
く
く
、
本
人
も
言
及
し
て
い
る
通
り
、
捉
え
ど

こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
対
照
的
に
、
二
度
、
三
度
と
読
む
に
つ
れ

て
、
時
間
を
か
け
て
一
つ
の
問
題
を
粘
り
強
く
考
え
て
こ
ら
れ
た
議
論
の

奥
行
き
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
一
つ
ひ

と
つ
の
文
体
、
表
現
に
至
る
ま
で
無
駄
が
な
く
、
そ
の
お
か
げ
で
あ
ま
り 自

己
変
容
の
哲
学
』大

阪
大
学
出
版
会
、
二
O

二
一
年

樫

本

直

樹

脱
線
す
る
こ
と
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
顕
き
は
し
た
が
、
自
ら
の
こ
と
も

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
書
は
「
自
己
変
容
」
と
い
う
テ
l

マ
に
つ
い
て
、
著
者
が
日
常
の
な

か
で
哲
学
し
て
い
る
様
子
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
て
い
る
本
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
著
者
が
書
き
つ
つ
考
え
、
書
き
つ
つ
変
わ
る
、
そ
の
つ
ど
の
自

己
変
容
、
そ
し
て
そ
の
記
録
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
長
年
、
西

洋
哲
学
（
と
り
わ
け
、
へ
l
ゲ
ル
の
哲
学
）
を
研
究
さ
れ
て
き
た
蓄
積
と

「
臨
床
哲
学
」
の
展
開
の
な
か
で
か
か
わ
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
経
験
や
、

人
び
と
と
の
出
会
い
を
通
し
て
考
え
た
こ
と
を
結
び
つ
け
、
自
己
変
容
と

い
う
事
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
一
冊
で
あ
る
と
言
え
る
。

本
書
の
中
心
テ
l

マ
で
あ
る
自
己
変
容
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
身

近
な
経
験
で
あ
る
。
年
を
と
る
こ
と
や
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
受
け
入
れ
る

こ
と
、
そ
し
て
あ
る
言
葉
や
著
作
に
出
会
い
、
感
銘
を
受
け
、
考
え
方
が

変
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
近
年
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
く
な
っ
た

公
共
的
な
意
思
決
定
に
市
民
が
か
か
わ
る
こ
と
を
目
指
す
さ
ま
ざ
ま
な
試
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み
の
な
か
で
、
参
加
者
の
考
え
や
感
じ
方
が
変
わ
る
／
変
わ
っ
た
と
言
わ

れ
た
り
も
す
る
。

た
だ
、
著
者
の
考
え
る
自
己
変
容
は
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
イ
メ
ー
ジ
す

る
自
己
変
容
と
少
し
異
な
る
。
そ
の
違
い
を
三
点
ほ
ど
あ
げ
る
。
ま
ず
、

こ
こ
で
い
う
「
自
己
」
と
は
、
イ
コ
ー
ル
「
自
分
」
（
人
間
）
だ
け
で
は

な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
も
の
（
自
然
物
や
人
工
物
）
や
組
織
（
シ
ス
テ

ム
）
に
も
「
自
己
」
は
あ
り
（H
頁
）
、
「
制
度l
組
織
l

ひ
と
ー
も
の

l

自
然
な
ど
が
連
動
し
て
起
こ
る
自
己
変
容
」
（
一
三
頁
）
を
見
ょ
う
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
変
容
を
理
解
す
る
際
、
「A
が
原
因
で
B

に
な
っ
た
」

と
い
う
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
枠
組
み
に
あ
て
は

め
た
り
、
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
て
「
よ
い
」
「
悪
い
」
と
価
値
づ
け
て

し
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
多
々
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
に
よ
れ

ば
、
変
容
と
は
、
要
す
る
に
、
「
容
」
（
か
た
ち
）
が
変
わ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
よ
い
も
悪
い
も
な
い
。
そ
う
い
う
制
約
を
少
し
の
あ
い
だ
離
れ

て
み
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
「
頑
固
さ
」
（
八
九

頁
）
の
よ
う
な
変
わ
ら
な
い
こ
と
も
変
容
と
し
て
、
ま
た
、
変
わ
ろ
う
と

し
な
い
意
地
や
変
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
願
望
（
五
六
頁
）
な
ど
も
変
容

の
契
機
と
し
て
「
自
己
変
容
論
」
の
中
に
含
め
て
考
え
て
い
る
。

著
者
が
自
己
変
容
に
対
し
て
も
つ
視
野
は
広
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か

ら
「
変
容
す
る
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
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本
書
の
内
容

さ
て
、
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
本
書
の
流
れ
を
系
統
立

て
て
概
観
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
の
引
用
、
事
例
、
授

業
の
話
、
著
者
の
経
験
な
ど
が
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
に
入
っ
て
い
る
た
め
、

「
一
章
で
は
1

、
二
・
草
で
は1

、
：
：
：
」
と
い
う
説
明
で
は
お
そ
ら
く
う

ま
く
伝
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
い
く
つ
か
の
ポ

イ
ン
ト
に
絞
っ
て
本
書
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

自
分
を
中
心
か
ら
は
ず
す

自
己
変
容
の
哲
学
の
中
心
に
あ
る
の
は
「
自
分
を
中
心
か
ら
は
ず
す
」

と
い
う
ス
タ
ン
ス
だ
。
本
舎
を
通
し
て
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
著
者
の
言

動
も
含
め
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
自
己
同
一
性
や
普
遍
性
、
つ
ま
り
「
変

わ
ら
な
い
こ
と
」
前
提
と
す
る
こ
と
へ
の
疑
い
、
ま
た
、
自
分
と
他
者
、

個
人
と
社
会
、
そ
し
て
受
動
と
能
動
と
い
っ
た
も
の
を
区
別
し
て
か
か
る

こ
と
へ
の
疑
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
い
わ
ゆ
る
学
問
と
し
て
の

哲
学
と
臨
床
哲
学
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
に
言
及
す
る
際
に
も
う
か
が
え
る
。

哲
学
と
は
、
あ
る
前
提
を
根
源
に
向
け
て
問
い
直
す
と
い
う
意
味
で
、
普

遍
性
へ
の
志
向
を
も
ち
、
ま
た
哲
学
が
学
問
で
あ
る
以
上
、
対
象
を
捉
え
、

理
論
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
そ
う
し
た
態
度
を
「
強
い
態

度
」
と
表
現
し
、
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
い
「
弱
い
態
度
」
に
身
を
置
こ
う

と
し
て
い
る
。
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自
己
変
容
に
話
を
戻
す
と
、
自
己
変
容
の
哲
学
は
「
自
分
論
」
で
は
な

い
。
で
は
、
「
自
分
を
捨
て
よ
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で

は
な
く
、
ま
た
「
他
者
論
」
な
の
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

あ
ち
ら
の
こ
と
と
い
う
よ
り
は
、
や
は
り
こ
ち
ら
の
こ
と
を
問
題
と
し
て

い
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
で
有
名
な
ク
l

ン
自
身
が
経
験
し
た
科
学
史
記
述

に
つ
い
て
の
回
心
の
例
（
九
八
｜
一
O

一
頁
）
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し

れ
な
い
。
ク
l

ン
が
一
七
世
紀
の
力
学
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
デ
カ
ル
ト
や
ガ
リ

レ
イ
）
の
誕
生
の
秘
密
に
迫
る
た
め
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
古
い
パ
ラ
ダ

イ
ム
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
）
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
に
、
テ

キ
ス
ト
の
新
し
い
読
み
方
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
新
し
い
理
解
に
至
っ
た

と
い
う
例
だ
。
著
者
は
こ
こ
に
二
重
の
変
容
を
見
る
。
個
別
の
科
学
的
テ

キ
ス
ト
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
の
読
み
と
い
う
点
で
の
変
容
と
、
科
学
史

家
と
し
て
の
根
本
的
見
方
そ
の
も
の
、
科
学
史
家
と
し
て
の
変
容
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ク
l

ン
が
、
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
力
学

で
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
か
を
自
問
す
る
中
で
、
現
代
人
（
つ
ま

り
自
分
）
に
わ
か
り
や
す
い
読
み
方
を
過
去
の
テ
キ
ス
ト
に
適
用
す
る
の

で
は
な
く
、
あ
え
て
外
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
ま
た
、
別
の
角
度
か
ら

言
え
ば
、
現
代
人
（
つ
ま
り
自
分
）
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
読
み
方
と

(2
) 

過
去
の
テ
キ
ス
ト
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
境
界
」
を
ま
た
ぐ
（
あ
る
い
は

ゆ
さ
ぶ
る
）
こ
と
が
変
容
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

自
分
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
、
変
容
は
訪
れ
な
い
。
対
立
や
緊
張
を
は

ら
む
二
項
を
分
か
つ
明
確
な
「
境
界
」
の
ゆ
ら
ぎ
が
自
己
変
容
へ
と
転
化

す
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
。
他
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
を
含
め
、

評書

著
者
は
こ
う
い
う
動
き
の
中
に
変
容
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
。

中
動
態

次
に
、
注
目
し
た
い
の
は
「
中
動
態
」
と
い
う
考
え
方
だ
。
中
動
態
と

は
、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
が
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
語
な
ど
に
あ
っ
た
文
法

用
語
で
、
「
主
体
が
た
だ
一
方
的
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
も
、
一
方
的
に

被
る
だ
け
で
も
な
く
、
行
為
の
結
果
が
主
体
自
身
に
返
っ
て
き
て
主
体
が

変
わ
る
点
に
、
特
徴
が
あ
る
」
（
一
二
二
頁
）
。
英
語
や
ド
イ
ツ
語
で
い
う

再
帰
動
詞
に
近
い
。
自
己
変
容
に
は
、
能
動
と
受
動
の
両
方
の
様
態
が
あ

り
う
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
多
く
の
変
容
は

中
動
態
的
」
（
一
二
三
頁
）
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
宮
沢
賢
治
の
「
セ

ロ
弾
き
の
ゴ
l

シ
ユ
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

楽
団
で
一
番
下
手
な
ゴ
l

シ
ユ
は
、
楽
長
に
こ
き
お
ろ
さ
れ
、
帰
宅
し

て
深
夜
ま
で
練
習
す
る
。
そ
こ
に
毎
夜
や
っ
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
た

ち
に
注
文
を
つ
け
ら
れ
（
受
動
）
た
り
、
下
手
な
チ
エ
ロ
で
動
物
に
治
療

（
チ
ェ
ロ
の
振
動
が
あ
ん
ま
代
わ
り
に
な
る
）
を
も
た
ら
し
（
能
動
）
た
り
す

る
な
か
で
、
彼
自
身
も
チ
ェ
リ
ス
ト
と
し
て
成
長
し
（
中
動
）
、
わ
ず
か

一
週
間
で
「
赤
ん
坊
」
の
弱
さ
を
脱
し
て
、
「
兵
隊
」
の
力
強
さ
を
身
に

つ
け
る
」
（
一
一
二
頁
）
。

ま
た
、
こ
の
中
動
態
的
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
も
へ
l

ゲ
ル
の

「
主
と
奴
」
の
議
論
、
つ
ま
り
、
従
属
的
で
主
体
性
を
剥
奪
さ
れ
た
奴
が

「
苦
悩
」
を
持
ち
こ
た
え
て
い
る
う
ち
に
、
反
転
し
、
新
し
い
主
体
性
、

自
立
性
を
獲
得
し
て
い
く
「
主
客
反
転
」
の
物
語
な
ど
も
使
い
つ
つ
、
そ

2 



の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
例
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
自
己
変
容
の
あ
り

方
が
能
動
（
態
）
と
受
動
（
態
）
と
い
う
こ
分
法
で
は
十
分
に
捉
え
き
れ

ず
、
中
動
（
態
）
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
自
分
が
か
か
わ
る
こ
と
で
相
手
も
変
わ
り
、
そ
し
て
そ
の
影
響
を

被
る
こ
と
で
自
分
も
変
わ
り
、
さ
ら
に
両
者
の
関
係
も
変
わ
っ
て
い
く
。

受
動
と
能
動
が
相
互
に
重
な
り
合
う
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
自
己
は
変
容

し
て
い
く
。
中
動
態
は
本
書
に
と
っ
て
も
っ
と
も
核
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
と
言
え
る
。
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臨
床
哲
学

自
己
変
容
の
哲
学
を
お
さ
え
る
上
で
、
や
は
り
著
者
が
こ
れ
ま
で
深
く

か
か
わ
っ
て
き
た
「
臨
床
哲
学
」
と
切
り
離
し
て
語
る
こ
と
は
難
し
い
で

あ
ろ
う
。
上
に
挙
げ
た
「
自
分
を
中
心
か
ら
は
ず
す
」
と
い
う
こ
と
、

「
中
動
態
」
と
い
う
考
え
も
、
や
は
り
こ
れ
ま
で
の
臨
床
哲
学
の
実
践
、

「
現
場
」
と
の
か
か
わ
り
、
す
な
わ
ち
、
動
き
な
が
ら
考
え
て
き
た
な
か

で
た
ど
り
着
い
た
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
つ

は
、
「
「
聴
く
」
こ
と
の
力il

臨
床
哲
学
試
論
」
（
一
九
九
九
年
）
の
中
で

鷲
悶
消
一
が
「
哲
学
は
こ
れ
ま
で
し
ゃ
べ
り
す
ぎ
て
き
た
」
と
言
っ
た
こ

と
、
自
ら
を
聴
く
位
置
に
置
き
つ
つ
も
自
ら
を
他
者
に
差
し
出
す
こ
と
と

し
て
「
聴
く
こ
と
」
を
位
置
づ
け
た
こ
と
と
共
通
の
観
点
で
も
あ
る
。

社
会
の
「
苦
し
み
の
現
場
」
に
、
主
に
医
療
・
看
護
・
介
護
、
そ
し
て

教
育
の
現
場
、
も
し
く
は
問
題
に
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
と
し
て
き
た
臨
床
哲

3 

179 

学
（
者
）
は
、
た
と
え
ば
医
療
現
場
に
お
い
て
、
第
三
者
的
に
か
か
わ
り
、

そ
の
現
場
を
中
立
的
に
記
述
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
記
述
の
恩
恵
と
影

響
に
自
ら
も
浴
す
る
者
と
し
て
、
医
療
現
場
に
か
か
わ
る
こ
五
八
頁
）
。

自
分
を
変
わ
ら
な
い
者
と
し
て
「
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
」
に
置
く
の
で

は
な
く
、
現
場
に
、
そ
し
て
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
そ
の
な
か
で
自
分

が
変
わ
り
、
自
分
が
変
わ
る
こ
と
で
相
手
も
変
わ
る
。
そ
し
て
、
両
者
の

「
あ
い
だ
」
そ
の
も
の
も
変
わ
り
、
両
者
を
取
り
巻
く
そ
の
「
場
」
も
変

わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
：
：
：
。
こ
の
現
場
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
と
い
う
点
で

著
者
は
「
自
動
詞
的
に
問
う
こ
と
を
自
ら
に
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

臨
床
哲
学
者
の
臨
床
性
の
重
要
な
一
部
だ
」
（
一
五
九
頁
）
と
も
言
っ
て

い
る
。

著
者
が
「
自
己
変
容
の
哲
学
」
と
い
う
こ
と
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
臨
床
哲
学
の
実
践
と
設
な
っ
て
い
る
。

評
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト

さ
て
、
本
書
を
紹
介
す
る
だ
け
で
、
与
え
ら
れ
た
紙
幅
の
多
く
を
使
っ

て
し
ま
っ
た
。
ま
だ
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
キ
ー
ワ
ー
ド
も
あ
り
、

十
分
に
汲
み
取
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ

こ
で
区
切
り
を
つ
け
、
以
下
で
は
感
想
め
い
た
コ
メ
ン
ト
を
ご
つ
付
け
加

え
た
い
。

少
し
文
脈
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
初
に
読
ん
だ
と
き
、
頭
に

浮
か
ん
だ
の
は
看
護
系
の
非
常
勤
先
で
私
が
よ
く
取
り
上
げ
る
遷
延
性
植
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物
状
態
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
話
だ
。
私
た
ち
は
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
時
、
「
自
分
」
を
起
点
と
し
て
考
え
る
。

私
が
相
手
に
対
し
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
、
相
手
が
そ
れ
を
受
け

取
る
。
そ
し
て
相
手
が
何
ら
か
の
反
応
を
示
し
、
私
が
そ
れ
を
受
け
取
れ

ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
と
い
う
具
合
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
メ
ー
ル

を
送
っ
た
の
に
返
事
が
な
け
れ
ば
「
イ
ラ
ッ
と
」
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

相
手
が
遷
延
性
植
物
状
態
患
者
で
あ
れ
ば
、
何
の
反
応
も
返
っ
て
こ
な
い
。

つ
ま
り
、
看
護
師
の
そ
の
患
者
に
対
す
る
働
き
か
け
は
常
に
一
方
的
と
な

る
。
で
は
、
こ
の
場
面
で
、
看
護
師
は
そ
の
患
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
な
い
と
す
る
と
「
何
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
相
手

の
反
応
が
な
く
、
た
だ
一
方
的
に
働
き
か
け
る
だ
け
、
と
い
う
の
は
な
か

な
か
し
ん
ど
い
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
筋
肉
の
ひ
き
つ
り
で
あ
っ
て
も
、

「
笑
っ
た
」
と
解
釈
し
、
と
に
か
く
相
手
の
中
に
反
応
を
探
ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
態
度
は
あ
く
ま
で
も
「
私
」
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
人
を
中
心
に
し
た
考
え
（
モ
デ
ル
）
で
あ
り
、
相
手

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
の
責
任
を
強
い
て
い
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
相
手
が
い
る
こ
と
に
促
さ
れ
る
よ
う
な
形
で
、
私
の
行
為
が
引
き
出

、
、

さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
分
を
出
発
点
と
し
な
い
ケ
ア
を
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
学
生
と
考
え
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
著
者
の
議
論
に
は
と
て
も
共
感
で
き
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
臨
床
哲
学
の
本
と
し
て
読
ん
だ
場
合
、
「
も
の

足
り
な
い
」
と
も
感
じ
た
。
著
者
自
身
「
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
」
と
断
つ

評m= 

て
い
る
の
で
、
そ
の
点
は
織
り
込
み
済
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学

と
い
う
制
度
を
通
し
て
臨
床
哲
学
に
か
か
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
は
少
し

複
雑
で
あ
る
。
著
者
は
か
つ
て
よ
り
臨
床
哲
学
は
武
道
の
流
派
の
よ
う
に

各
自
の
流
派
を
つ
く
れ
ば
よ
く
、
無
手
勝
流
で
ょ
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
本
書
は
中
間
流
臨
床
哲
学
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
著
者

が
本
書
で
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、
臨
床
哲
学
に
は
多
様
な
背
景
を
も
っ

た
人
が
お
り
、
多
様
な
実
践
が
あ
る
。
著
者
は
、
主
に
へ
！
ゲ
ル
を
基
礎

と
し
て
、
臨
床
哲
学
の
実
践
を
考
え
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
や
り
方
が

「
ヘl
ゲ
ル
は
貴
重
な
手
が
か
り
提
供
し
て
く
れ
る
」
（
六
頁
）
と
い
う
こ

と
で
い
い
の
か
。
ま
た
、
本
書
で
引
き
出
さ
れ
た
「
自
己
変
容
」
お
よ
び

「
中
動
態
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
臨
床
哲
学
の
他
の
多
様
な
実
践
に
対

し
ど
う
い
う
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
多
様
性
が
共
有
す
る
「
何
か
」
に

な
り
う
る
の
か
ど
う
か
。
さ
ら
に
、
し
ば
し
ば
応
用
倫
理
学
や
臨
床
倫
理

学
と
の
違
い
か
ら
臨
床
哲
学
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
を
介
し

て
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
や
倫
理
学
を
ベ
l

ス
に
社
会
の
問
題
に
向
き
合
お
う

と
し
て
い
る
人
び
と
と
議
論
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
肝
心
な
と
こ
ろ
で
ぽ

か
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
て
な
ら
ず
、
も
う
少
し
明
確
な
態
度
表
明
が
欲

し
か
っ
た
。お

わ
り
に

本
書
は
い
わ
ゆ
る
哲
学
舎
で
は
な
い
。
著
者
が
考
え
て
き
た
こ
と
、
と

り
わ
け
、
著
者
と
父
親
と
の
か
か
わ
り
の
事
例
の
よ
う
に
、
長
年
「
持
ち
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こ
た
え
」
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
と
結
び
つ
け
つ
つ
考
え
て
き
た
思
考
の
蓄

積
を
、
生
煮
え
で
も
い
い
か
ら
、
あ
る
程
度
の
確
信
の
も
と
に
綴
っ
た
自

己
変
容
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
会
誌
を

手
に
取
る
人
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
な
か
な
か
手
に
は
取
ら
な
い
、
取
る

と
し
て
も
優
先
順
位
と
し
て
は
後
の
方
と
な
る
本
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
、
他
者
と
の
対
話
、
そ
し
て
自
分
自
身

と
の
対
話
を
過
し
て
思
考
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
繰
り
上
げ
て

い
く
こ
と
が
哲
学
の
営
み
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
本
書
は
ま
さ
に
「
哲
学
」

の
本
で
あ
る
。
共
感
す
る
に
せ
よ
、
批
判
す
る
に
せ
よ
、
各
々
の
も
っ
て

い
る
「
哲
学
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
眺
め
る
機
会
と
し
て
、
是
非
手

に
取
っ
て
ほ
し
い
本
で
あ
る
。
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法（l
）
中
間
成
文
「
弱
さ
の
構
築
l
l
1

死
生
の
臨
床
哲
学
へ
」
、
『
死
生
学
研

究
」
特
集
号
「
東
ア
ジ
ア
の
死
生
学
へ
」
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社

会
学
研
究
科
（
二
O
O
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（2
）
「
境
界
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
第
二
九
回
「
臨
床
哲
学
研
究

会
」
（
二O
一
二
年
七
月
一
五
日
開
催
）
で
行
わ
れ
た
合
評
会
で
評
者

を
さ
れ
た
村
上
靖
彦
氏
の
配
布
資
料
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
当
日
の
議
論
に
も
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
な
お
合
評
会

の
様
子
は
、
大
阪
大
学
大
学
院
臨
床
哲
学
研
究
室
の
紀
要
『
臨
床
哲

学
」
〈O
F
E
－
－
で
も
読
め
る
。

宮
丹
羽
＼
＼
者
宅
芦
－

o
F
o
ω
ω
r
M
T
C

－
釦
の
・
」
℃
＼
己
主
回
＼

ω
u己
目u－U
S
N－
〈O
－E
l－
－Z
ヨ
一

（
ごO
一
三
年
二
月
二
八
日
磁
認
）

（3
）
「
遷
延
性
植
物
状
態
忠
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て

は
、
『
交
流
す
る
身
体
｜
｜
「
ケ
ア
」
を
捉
え
な
お
す
』
、
N
H
K

ブ
ッ

ク
ス
（
＝
0
0
七
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
西
村
ユ
ミ
さ
ん
の
議
論
を
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
授
業
を
し
て
い
る
。

（
か
し
も
と
な
お
き
・
大
阪
大
学
）




