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本
稿
は
、
筆
者
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
研
究
の
一
環
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
と
批
判
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
マ
ル
ク
ス
と
な
ら
ん
で
、
戦
後
日
本
の
社
会
科
学
に
股
も
大
き
な
影
響
を
与

え
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
や
思
想
を
わ
れ
わ
れ
に
よ
り
馴
染
み
の
深
い
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
対
比
し

（
ｌ
》

て
み
る
こ
と
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
や
思
想
の
特
徴
を
理
解
す
る
た
め
の
好
便
な
一
助
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
以
下
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
適
切
な
社
会
理
論
は
行
為
理
論
と
い
う
基
礎
を
必
要
と
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
一
つ
の
理
論
の
論
証
的
レ
ベ
ル
は
、
合
理
性
な
い
し
合
理
化
の
概
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
ね
ば
な

は
じ
め
に

は
じ
め
に

む
す
び

第
一
節
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
の
基
本
視
角

第
二
節
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
行
為
合
理
性
の
概
念

第
三
節
社
会
的
合
理
化
と
倫
理
の
役
割

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
に
つ
い
て

波
平
恒
男
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
も
、
西
洋
の
近
代
な
い
し
近
代
社
会
の
特
質
と
そ
の
成
立
を
合
理
化
過

裡
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
し
た
繩
会
学
の
巨
匠
ｌ
そ
の
職
も
鰯
蕊
な
一
人
ｌ
と
し
て
、
き
わ
め
て
高
く
評
鰄
さ
れ
て
い
る
・
そ

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
業
績
や
彼
の
提
出
し
た
「
合
理
化
の
弁
証
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
ハ
１
バ
ー
マ
ス
の
理

ら
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
古
典
的
範
例
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
理
論
と
社
会
学
的
分
析
で
あ
る
。

さ
ら
に
ウ
ェ
ー
バ
１
の
研
究
は
、
近
代
の
成
立
と
特
質
を
い
わ
ば
文
化
的
合
理
化
と
社
会
的
合
理
化
と
い
う
合
理
性
の
増
大
の
二
層

的
な
推
移
（
と
そ
の
相
互
作
用
）
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
模
範
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
行
為
の
合
理
性
を
目
的
合
理
性
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
二
層
的
に
構
想
さ
れ
た

理
論
モ
デ
ル
の
説
明
潜
在
力
を
十
分
に
汲
み
尽
く
し
え
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
こ
の
テ
ー
ゼ
を
中
心
に
、
彼
に
よ

（
８
）

る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
と
批
判
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

（
３
）

な
か
っ
た
。
」

「
社
会
学
の
巨
匠
た
ち
（
巴
閉
鳥
閂
）
の
中
に
あ
っ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
歴
史
哲
学
的
思
考
の
諸
前
提
や
進
化

論
（
固
己
・
旨
は
○
日
、
日
扁
）
の
根
本
諸
仮
定
と
は
手
を
切
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
近
代
化
を

普
遍
史
的
な
合
理
化
過
程
の
所
産
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
合
理
化
過

程
を
包
括
的
経
験
的
に
研
究
し
う
る
よ
う
道
を
拓
き
は
し
た
が
、
し
か
し
そ
の
合
理
化
の
過
程
を
経
験
主
義
的
（
の
日
ロ
嵐
、
蒔
呂
）

に
転
釈
し
て
解
し
、
か
く
し
て
社
会
的
学
習
過
程
に
お
け
る
ま
さ
に
合
理
性
の
諸
局
面
を
見
失
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は

第
一
節
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
の
基
本
視
角
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（
４
）

論
や
思
想
に
は
や
く
か
ら
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
最
も
詳
細
に
ウ
ェ
ー
ー
バ
ー
の
業
績
と
対
決
し
て
い
る

の
は
、
一
九
八
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
対
話
的
行
為
の
理
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
大
著
に
お
い
て
彼
は
、
い
わ
ば
西
洋
近
代

（
５
）

に
お
け
る
「
理
性
の
痕
跡
」
を
、
一
九
世
紀
以
来
の
社
会
学
の
巨
匠
た
ち
の
仕
事
の
う
ち
に
探
る
と
い
う
作
業
を
．
ｐ
口
ら
に
課
し
て
い

る
が
、
そ
こ
で
対
決
を
求
め
て
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
っ
た
。
Ｐ
・
ノ
ル
テ
と
と
も
に

言
え
ば
、
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、
彼
の
『
体
系
的
な
意
図
を
も
っ
た
理
論
史
』
に
際
し
て
、
た
と
え
数
多
く
の
『
巨
匠
』
を
採
り
上

げ
検
討
し
て
い
る
に
し
て
も
、
し
か
し
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
の
者
が
、
『
対
話
的
行
為
の
理
論
』
を
序
言
か
ら
最
終
考
察
に
至
る
ま

（
６
）

で
支
配
し
て
い
る
し
」
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
見
紛
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
人
で
あ
る
。
」

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
リ
ア
ン
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
元
来
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
伝
統
の
な

か
で
育
っ
た
研
究
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
の
あ
り
方
も
、
「
批
判
的
受
容
」
の
そ
れ
で
あ

（
７
）

り
、
右
の
主
著
に
お
い
て
も
「
西
洋
マ
ル
ク
ス
主
義
の
精
神
か
ら
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
の
試
み
」
が
限
ロ
ロ
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
際
、

「
特
徴
的
な
こ
と
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
文
化
間
の
比
較
に
お
け
る
西
洋
の
『
独
自
な
特
性
』
へ
の
問
い
と
の
関
連
に
お
い
て
で
は
な

く
、
む
し
ろ
彼
の
『
時
代
診
断
』
の
局
面
の
下
に
、
し
た
が
っ
て
意
味
喪
失
お
よ
び
自
由
喪
失
の
テ
ー
ゼ
に
総
括
さ
れ
る
、
西
洋
の

合
理
化
の
諸
々
の
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
の
分
析
と
い
う
局
面
の
下
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と

（
８
）

で
あ
る
。
」
ひ
と
こ
と
で
一
一
一
己
っ
て
し
ま
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
‐
に
お
け
る
合
理
化
の
弁
証
法
の
モ
チ
ー
フ
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受

け
な
が
ら
ル
カ
ー
チ
や
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
お
よ
び
ア
ド
ル
ノ
が
発
展
さ
せ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
「
物
化
」
な
い
し
「
物
象
化
と

批
判
の
テ
ー
マ
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
論
や
時
代
診
断
を
批
判
的
に
再
吟
味
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
以
後
の
哲
学
や
社
会
学
の
理
論

的
洞
察
を
吸
収
し
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
に
再
定
式
化
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
そ
こ
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
企
図
で

（
９
）

あ
っ
た
。
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
世
界
象
の
合
理
化
の
分
析
に
は
、
全
く
正
当
に
も
、
目
的
合
理
性
の
概
念
に
は

還
元
さ
れ
え
な
い
あ
る
包
括
的
Ⅱ
複
合
的
な
合
理
性
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
合
理
性
概
念
は
、
彼
に
よ
る

近
代
に
お
け
る
社
会
的
合
理
化
の
分
析
で
は
見
失
わ
れ
、
目
的
合
理
性
の
そ
れ
へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
西
洋
の
近
代
化
の
過
程
を
生
活
の
諸
領
域
に
お
け
る
目
的
合
理
性
の
拡
大
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）

こ
の
「
合
理
性
概
念
の
重
大
な
狭
隆
化
」
に
た
い
す
る
批
判
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
の
中
心
的
論
点
を
な
し
て
い

る
が
、
し
か
し
ま
た
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
合
理
性
概
念
の
切
り
詰
め
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
た
ん
な
る
理
論
的
錯
誤
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
資
本
主
義
的
近
代
化
の
選
択
的
範
型
（
②
の
］
鳥
戴
く
の
、
冨
巨
ｍ
弁
臼
）
」
と
い
う
西
洋
の
社
会
的
近
代
化
の
現
実
の
形
姿

の
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
有
し
て
も
い
た
。
こ
こ
で
、
「
選
択
的
範
型
」
と
い
う
の
は
、
目
的
合
理
的
行
為
の
拡
大
と
し
て
の
資
本
主

義
的
近
代
化
の
パ
タ
ー
ン
が
、
世
界
像
の
脱
呪
術
化
の
結
果
と
し
て
の
文
化
的
近
代
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
包
括
的
合
理
性
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
の
選
択
的
Ⅱ
部
分
的
な
現
実
化
で
し
か
な
い
と
い
う
謂
で
あ
る
。
こ
の
選
択
性
Ⅱ
部
分
性
の
ゆ
え
に
、
合
理
化
の
進
展
の
結

果
と
し
て
の
非
合
理
性
（
「
意
味
喪
失
」
と
「
自
由
喪
失
」
）
と
い
う
「
合
理
化
の
弁
証
法
」
が
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
論
は
、
近
代
西
洋
の
社
会
的
合
理
化
の
欠
陥
に
照
応
し
た
理
論
的
難

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
す
る
批
判
的
評
価
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
提
示
し
て
お
け
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
れ
を
次
の
一
節
に
読
匁
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、

「
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
西
洋
合
理
主
義
の
台
頭
の
た
め
の
内
的
必
然
的
な
諸
条
件
を
充
た
す
べ
き
と
こ
ろ
の
宗
教
史
的
な
脱
呪
術

、
、
、
■

化
の
過
濯
を
、
一
つ
の
ｌ
ご
く
畷
味
で
あ
っ
た
に
せ
よ
Ｉ
複
合
的
な
合
理
性
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
．
そ
れ
に
諭
し

、
、
、
、
、
も

て
、
彼
は
、
近
代
に
お
い
て
貫
徹
し
て
い
る
社
会
的
合
理
化
の
分
析
に
際
し
て
は
、
目
的
合
理
性
と
い
う
制
限
さ
れ
た
理
念
に
よ
っ

（
岨
）

て
導
か
れ
て
い
る
。
」
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点
を
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
、
近
代
化
を
二
重
の
合
理
化
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
彼
の
理
論
は
、
そ
の
よ
う
な
現

実
と
理
論
に
お
け
る
欠
落
を
可
視
的
に
し
う
る
説
明
の
潜
在
力
を
蔵
し
て
も
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ

て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
の
理
論
は
、
「
資
本
主
義
的
近
代
化
の
結
果
現
れ
る
諸
々
の
社
会
病
理
を
説
明
す
る
た
め
の
依
然
と
し

（
吃
）

て
最
も
見
込
み
の
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

も
ち
ろ
ん
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
説
明
潜
在
力
を
体
系
的
に
利
用
し
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が

本
節
冒
頭
の
引
用
に
続
け
て
、
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
彼
の
著
作
を
断
片
的
な
状
態
で
残
し
た
。
け
れ
ど
も
、
彼
の
合
理
化

の
理
論
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
全
体
の
構
想
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
そ
の
適
切
な
再
構
成
を
経
た

修
正
と
補
完
ｌ
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、
二
囑
的
な
合
理
化
理
論
の
各
々
の
次
元
に
お
け
る
根
本
的
な
改
訂
ｌ
が
必
震
で
あ
る
．

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
第
一
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
愛
顧
し
た
「
目
的
合
理
的
行
為
」
（
目
『
の
呂
日
蔑
目
巳
の
、

出
自
号
旨
）
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
「
対
話
的
行
為
」
（
丙
・
日
日
目
」
冨
冒
の
、
国
目
』
の
旨
）
の
そ
れ
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
が
な
さ
れ
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
に
よ
る
合
理
性
の
目
的
合
理
性
へ
の
制
限
に
代
え
て
、
欠
損
の
な
い
包
括
的
な
合
理
性
概
念
が
（
再
）
獲
得
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
。
こ
う
し
た
欠
損
の
な
い
合
理
性
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
批
判
的
社
会
理
論
」
の
規
範
的
基
礎
な
の
で
あ
り
、
右
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

転
換
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
社
会
理
論
の
行
為
理
論
的
基
礎
づ
け
を
試
み
る
と
い
う
点
に
、
ま
さ
に
彼
の
『
対
話
的
行
為
の
理
論
』

（
、
〉

の
全
体
と
し
て
の
意
図
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
理
解
社
会
学
」
の
基
礎
づ
け
の
た
め
に
書
か
れ
、
『
経
済
と
社
会
』
に
巻
頭
論
文
と
し
て
収

第
二
節
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
行
為
合
理
性
の
概
念
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め
ら
れ
て
い
る
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
に
お
い
て
、
（
社
会
的
）
行
為
を
四
つ
の
種
類
に
類
型
化
し
、
そ
の
類
型
論
を
合
理
性
へ

の
問
い
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
的
行
為
も
、
次
の
四
つ
の
種
類
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
曰
目
的
合
理
的
行
為
。

こ
れ
は
、
外
界
の
事
物
の
行
動
お
よ
び
他
の
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
或
る
予
想
を
持
ち
、
こ
の
予
想
を
、
結
果
と
し
て
合
理
的
に

追
求
さ
れ
考
慮
さ
れ
る
自
分
の
目
的
の
た
め
に
条
件
や
手
段
と
し
て
利
用
す
る
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。
１
回
鰄
繼
合
理
的
行
為

こ
れ
ば
あ
る
行
動
の
独
自
の
舞
的
鰄
値
ｌ
倫
理
的
美
的
嚢
的
そ
の
他
の
１
そ
の
も
の
へ
の
鰐
果
を
度
外
視

し
た
意
識
的
な
信
仰
に
よ
る
行
為
で
あ
る
。
ｌ
㈲
感
情
的
籍
に
エ
モ
ー
シ
雪
ナ
ル
な
行
為
・
こ
れ
は
直
接
の
感
情
や
気
分

（
Ｍ
》

に
よ
る
行
為
で
あ
る
．
１
脚
伝
統
的
行
為
．
身
に
つ
い
た
習
慣
に
よ
る
行
為
で
あ
る
。
」

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
行
為
の
合
理
性
の
問
題
は
、
常
に
同
時
に
、
合
理
性
の
度
合
い
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
あ

り
う
べ
き
合
理
化
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
引
用
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
定
義
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
続
く
評
注
を
読
め
ば
よ
り
一
層
明
白
で
あ
る
。
彼
の
実
質
的
研
究
に
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
西
洋
、
な

（
応
）

か
ん
ず
く
近
代
西
洋
の
〈
ロ
理
主
義
の
独
自
な
特
性
を
認
識
し
、
そ
の
成
立
の
あ
と
を
解
明
す
る
こ
と
」
を
自
己
の
研
究
の
中
心
的
テ
ー

マ
と
し
た
が
、
行
為
の
合
理
性
へ
の
問
い
も
、
か
か
る
「
西
洋
の
合
理
化
過
程
」
の
枠
内
に
お
け
る
合
理
性
の
増
大
Ⅱ
合
理
化
の
進

（
妬
）

展
と
の
関
連
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。

先
の
引
用
に
お
け
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
「
目
的
合
理
的
行
為
」
（
瞬
斎
・
同
：
。
ご
巳
の
②
出
目
」
：
）
お
よ
び
「
価
値
合
理
的

行
為
」
（
ョ
の
Ｈ
可
：
。
ｇ
｝
の
⑩
四
目
量
已
）
の
二
つ
の
類
型
を
合
理
的
行
為
の
そ
れ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
両
者
の
あ
い
だ

に
は
合
理
性
の
程
度
に
お
け
る
優
劣
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
そ
れ
に
対
し
て
、
情
緒
的
お
よ
び
伝
統
的
行
為
は
、
非
合
理
的
な

い
し
前
合
理
的
行
為
の
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
）
行
為
者
が
、
あ
る
明
瞭
な
価
値
地
平
か
ら
、
自
ら
の
目
的
な
い
し
目
標
を
決
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定
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
目
的
達
成
に
と
っ
て
適
切
な
手
段
を
、
付
随
的
結
果
を
顧
慮
し
つ
つ
、
選
択
す
る
と
き
、
彼
は
目
的
合
理
的

に
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
目
的
合
理
性
」
（
辱
『
の
。
同
Ｐ
註
ｏ
ｐ
Ｂ
詳
畔
Ⅱ
目
的
Ｉ
手

段
関
係
の
合
理
性
）
が
合
理
性
の
最
高
の
形
態
す
な
わ
ち
合
理
化
の
最
高
の
段
階
を
な
し
て
お
り
、
か
か
る
合
理
性
に
基
づ
く
行
為

（
Ⅳ
）

で
あ
る
「
目
的
合
理
的
行
為
」
が
、
最
も
〈
ロ
理
的
な
行
為
類
型
と
し
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
な
し
て
い
る
、

そ
れ
に
対
し
て
、
「
価
値
合
理
性
」
（
三
日
ヰ
ロ
威
○
曰
巳
群
騨
）
は
、
合
理
性
（
合
理
化
）
の
度
合
い
と
い
う
点
で
、
は
っ
き
り
と

「
目
的
合
理
性
」
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
行
為
者
が
、
特
定
の
行
為
な
い
し
行
動
様
式
の
も
つ
無
条
件
の
内
的
価
値
を

確
信
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
目
的
や
そ
の
た
め
の
手
段
を
、
あ
り
う
べ
き
結
果
お
よ
び
付
随
的
結
果
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
選
択

す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
こ
で
は
価
値
合
理
性
が
行
為
を
方
向
づ
け
て
い
る
。

「
目
的
合
理
性
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
価
値
合
理
性
は
、
つ
ね
に
非
合
理
な
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
行
為
の
目
指
す
価
値

が
絶
対
的
価
値
へ
高
め
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
非
合
理
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
行
為
の
独
自
の
価
値
（
純
粋
な
信
念
、

美
、
絶
対
的
な
善
意
、
絶
対
的
な
義
務
感
）
だ
け
が
心
を
奪
う
よ
う
に
な
る
と
、
価
値
合
理
性
は
、
ま
す
ま
す
行
為
の
結
果
を
無

（
旧
）

視
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」

ち
な
み
に
、
以
上
の
よ
う
な
合
理
性
の
二
つ
の
形
態
の
対
比
を
め
ぐ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
、
右
の
引
用
が
す
で
に
示
唆
し
て

い
る
よ
う
に
、
彼
の
有
名
な
諸
科
学
に
お
け
る
「
価
値
自
由
」
の
要
請
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
「
諸
価
値
の
多
神
論
」
を
め
ぐ
る
議

論
、
さ
ら
に
は
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
お
け
る
「
責
任
倫
理
」
と
「
心
情
倫
理
」
と
の
対
立
を
め
ぐ
る
議
論
と
深
く
関
連
し
て

い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
行
為
の
価
値
合
理
的
な
方
向
づ
け
を
、
目
的
合
理
的
な
そ
れ
に
劣
る
も
の
と
し
て
規
定
す
る
と
き
、
明
ら
か

に
そ
こ
で
は
、
究
極
的
な
諸
価
値
の
和
解
不
可
能
な
多
元
性
と
い
う
彼
自
身
の
確
信
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の

下
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
、
（
例
え
ば
、
非
暴
力
主
義
の
よ
う
な
）
あ
る
行
動
様
式
の
無
条
件
の
内
的
価
値
へ
の
確
信
が
、
山
上
の
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さ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
類
型
論
は
、
先
の
引
用
に
も
「
す
べ
て
の
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
的
行
為
も
、
次
の
四
つ
の
種

類
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
的
行
為
を
も
明
示
的
に
包
含
し
て
い
る
。
彼
の
行
為
類
型
論
お
よ
び
行
為

合
理
性
の
規
定
の
問
題
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
こ
の
社
会
的
行
為
、
と
り
わ
け
社
会
的
相
互
行
為
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
彼
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

「
社
会
的
行
為
と
は
、
単
数
あ
る
い
は
複
数
の
行
為
者
の
考
え
て
い
る
意
味
が
他
の
人
々
の
行
動
と
関
係
を
持
ち
、
そ
の
過
程

〈
知
）

が
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
を
指
す
。
」

こ
の
定
義
に
お
い
て
も
す
で
に
、
社
会
的
な
相
互
行
為
の
可
能
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
明
示
的
に
は
「
社
会

関
係
」
の
概
念
の
下
に
、
社
会
的
行
為
の
相
互
性
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

「
社
会
的
『
関
係
』
と
は
、
意
味
内
容
が
相
互
に
相
手
を
目
指
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
方
向
を
与
え
ら
れ
た
多
数
者
の
行
動
の
こ

と
を
指
す
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
、
双
方
の
行
為
の
相
互
関
係
が
少
し
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
的
関
係
と
い
う
概
念
の
規
準

と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
容
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
、
例
え
ば
、
闘
争
関
係
、
敵
対
関
係
、
恋
愛
関
係
、
友
人
関
係
、
信
頼
関

（
別
）

係
、
市
場
に
お
け
る
交
換
、
：
…
・
」

し
か
ら
ぱ
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
相
互
行
為
の
次
元
に
お
け
る
合
理
性
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

定
義
か
ら
す
れ
ば
、
目
的
合
理
性
こ
そ
が
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
合
理
性
の
最
高
の
形
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

（
側
）

と
寺
こ
れ
る
の
で
あ
る
。

垂
訓
や
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
心
情
倫
理
」
（
の
①
骨
邑
百
ｍ
ｍ
の
菩
陦
）
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
具
体
的
行
為
の
結
果
や
付
随
的
結
果
を
顧
慮
す
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
心
情
倫
理
に
も
固
定
さ
れ

え
な
い
と
こ
ろ
の
、
目
的
合
理
的
な
行
為
の
方
向
づ
け
が
、
（
例
え
ば
政
治
家
の
）
「
責
任
倫
理
」
（
「
の
吋
自
罫
日
冨
長
、
の
菩
陦
）
の
基
礎
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ち
ｌ
引
鬮
を
今
一
度
繰
り
返
せ
ば
ｌ
た
ん
に
「
外
界
の
事
物
」
の
み
な
ら
ず
、
「
他
の
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
或
る
予
想
を
持

ち
、
こ
の
予
想
を
、
結
果
と
し
て
合
理
的
に
追
求
さ
れ
考
慮
さ
れ
る
自
分
の
目
的
の
た
め
に
条
件
や
手
段
と
し
て
利
用
す
る
」
場
合
、

社
会
的
（
相
互
）
行
為
は
、
目
的
合
理
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
よ
う
な
社
会
的
行
為
の
合
理
性
の
規
定
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
略
的
合
理
性
」

（
の
尊
巴
の
固
め
号
の
勾
口
は
自
己
詳
騨
）
の
概
念
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
相
互
行
為
の
パ
ー
ト
ナ
ー
た
ち
の
一
方

が
、
相
手
方
の
「
行
動
に
つ
い
て
或
る
予
想
を
持
ち
、
こ
の
予
想
を
…
…
自
分
の
目
的
の
た
め
に
条
件
や
手
段
と
し
て
利
用
す
る
」

だ
け
で
な
く
そ
の
逆
の
関
係
も
同
時
に
存
立
し
て
い
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ｌ
合
理
的
決
定
の
理
論
や
ゲ
「
ム
喫
議
の

剛
議
法
に
縫
っ
て
ｌ
「
戦
略
的
行
為
」
（
…
愚
…
塵
…
旨
）
の
合
理
性
、
す
な
わ
ち
霊
的
合
理
性
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
相
互
行
為
の
当
事
者
た
ち
の
双
方
が
互
い
に
（
目
的
）
合
理
的
に
行
為
す
る
と
き
、
目
的
合
理
性
は
戦
略

（
皿
）

的
ム
ロ
理
性
へ
と
拡
大
さ
れ
る
、
な
い
し
は
転
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

戦
略
的
合
理
性
の
特
質
は
、
こ
の
よ
う
に
何
よ
り
も
ま
ず
、
相
互
行
為
に
お
け
る
道
具
化
・
手
段
化
の
相
互
性
と
い
う
点
に
あ
る
。

あ
る
目
的
合
理
的
な
行
為
主
体
は
、
そ
の
目
的
ｌ
手
段
１
思
考
を
諸
客
体
に
向
け
る
が
、
そ
の
さ
い
同
時
に
彼
は
、
そ
れ
ら
の
客
体

（
の
一
部
）
も
ま
た
行
為
主
体
で
あ
り
、
彼
と
同
じ
行
為
志
向
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
決
定
理
論
の
用
語
で

言
え
ば
、
効
用
計
算
の
主
体
は
、
合
理
的
決
定
に
際
し
て
、
相
互
行
為
の
相
手
方
の
効
用
計
算
を
も
自
己
の
効
用
計
算
の
条
件
な
い

し
手
段
と
し
て
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
通
常
、
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
合
理
性
の
う
ち
に
は
あ
る
種
の
い
か
が
わ
し
さ
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
こ

と
を
直
感
的
に
知
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
第
二
の
定
式
を
引
き
合
い
に
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
「
汝
の
人
格
な
ら
び
に
他
の
す
べ
て
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
、
常
に
同
時
に
目
的
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し
」
し
て
使
用
し
、
決
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
せ
ぬ
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
戦
略
的
行
為
の
準
則
は
、
こ
の
よ
う
な
無
条

件
の
倫
理
規
範
と
は
明
ら
か
に
対
立
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
戦
略
的
相
互
行
為
は
、
例
え
ば
政
治
に
お
け
る
権

力
闘
争
や
経
済
に
お
け
る
市
場
鏡
争
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
常
に
仮
言
命
法
（
も
し
…
…
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
…
…

せ
よ
）
に
の
み
従
う
か
ら
で
あ
る
②

こ
こ
に
は
、
合
理
性
（
な
い
し
理
性
）
概
念
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
対
立
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
も
し
社
会
的
相
互
行
為
に
お
け
る
合
理
性
が
目
的
合
理
性
な
い
し
戦
略
的
合
理
性
に
還
元
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の

定
言
命
法
は
実
践
理
性
の
命
令
と
し
て
の
地
位
を
標
傍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
の
普
遍
主
義
的
倫
理
は
、
お
そ
ら

く
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
像
に
根
ざ
す
一
つ
の
独
断
論
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
理
性
概
念
の
戦
略
的

合
理
性
へ
の
還
元
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
化
の
理
論
や
科
学
の
価
値
自
由
の
テ
ー
ゼ
と
は
十
分
に
両
立
し
う
る
よ
う
に
み
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
倫
理
と
い
う
の
は
、
宗
教
的
世
界
像
の
脱
呪
術
化
の
不
徹
底
と
し
て
か
、
も
し
く
は
現
代

の
徹
底
的
に
合
理
化
さ
れ
た
世
界
に
お
け
る
最
終
的
な
価
値
選
択
の
私
的
か
つ
実
存
的
な
、
究
極
的
に
は
非
合
理
的
な
決
断
と
し
て

（
卿
）

し
か
考
え
矢
つ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
ウ
ェ
「
（
「
の
行
為
理
論
上
の
隆
路
ｌ
理
性
な
い
し
合
濯
の
目
的
合

理
性
へ
の
護
化
ｌ
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
対
話
的
合
理
性
」
（
…
旨
…
…
…
呂
騨
）
お
よ
び
「
対
話
的
行
為
」

（
路
）

（
澪
・
ロ
］
曰
巨
已
百
一
弓
の
、
出
目
巳
の
旨
）
と
い
う
複
合
的
・
包
括
的
概
念
を
用
い
て
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
こ
の
複
合
的
概

念
の
彫
琢
は
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
言
語
論
的
な
い
し
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
転
回
と
い
う
近
年
の
動
向
に
大
き
く
依
拠
し
て

い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
伝
統
的
な
主
体
哲
学
な
い
し
は
意
識

哲
学
の
枯
渇
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
取
っ
て
代
わ
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
出
発
す
る
彼
の
「
対
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話
的
行
為
の
理
論
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
行
為
理
論
の
欠
陥
は
、
そ
れ
が
目
的
を
志
向
し
た
行
為
の
個
体
主
義
的

モ
デ
ル
に
囚
わ
れ
て
い
る
点
に
本
質
的
に
由
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
言
語
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
を
そ
な
え
た

少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
主
体
の
間
の
、
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
に
依
拠
し
た
間
人
格
的
関
係
で
は
な
く
、
一
人
の
孤
独
な
行
為
主

（
坊
）

体
の
目
的
活
動
が
、
基
礎
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
」

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
基
礎
的
な
の
は
、
複
数
の
主
体
間
の
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
媒
介
さ

れ
た
相
互
行
為
で
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
よ
う
な
相
互
行
為
は
、
行
為
主
体
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
発
話
行
為
の
や
り
と
り
）

そ
れ
自
体
と
い
う
要
素
と
、
個
々
の
行
為
主
体
の
目
的
活
動
（
函
司
の
烏
詐
陛
】
、
冨
詳
）
と
い
う
一
一
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
の
「
対
話
的
行
為
」
の
理
論
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
、
複
数
の
行
為
主
体
の
（
い
わ
ば
言
語
外
的
な
）
目
的
活
動
な

い
し
目
的
論
的
行
為
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
相
互
了
解
の
達
成
を
通
じ
て
相
互
に
調
整
（
【
Ｃ
Ｃ
ａ
目
」
臼
の
ロ
）
さ
れ
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
「
行
為
者
た
ち
は
彼
ら
の
行
為
プ
ラ
ン
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
行
為
と
を
、
合
意
に
基
づ
い
て
調
整
す
る
た
め

（
訂
）

に
、
行
為
状
況
に
関
す
る
相
互
了
解
を
求
め
る
。
」

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
社
会
的
行
為
に
お
け
る
言
語
に
よ
る
相
互
了
解
（
ぐ
の
Ｈ
、
威
且
街
一
目
函
）
や
合
意
の
契
機
を
重
視

す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
言
語
は
相
互
了
解
に
役
立
つ
だ
け
で
な
く
、
目
的
達
成
の
た
め
の
（
影
響
力
行
使
や
欺
臓
な
ど
の
）
単
な
る

手
段
と
し
て
も
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
方
に
お
け
る
一
一
一
口
語
の
対
話
的
（
戸
。
Ｂ
巳
目
時
Ｐ
は
ぐ
）
な
使

用
と
、
他
方
に
お
け
る
戦
略
的
（
、
胃
自
侭
】
の
ｓ
）
な
使
用
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
お
け
る
「
発
語
内
的
」

行
為
と
「
発
語
媒
介
的
」
行
為
）
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
い
て
は
、
社
会
的
行
為
は
そ
の
行
為
志
向
に
応
じ
て
、
「
成

果
に
志
向
し
た
」
社
会
的
行
為
す
な
わ
ち
「
戦
略
的
行
為
」
と
、
「
相
互
了
解
に
志
向
し
た
」
社
会
的
行
為
す
な
わ
ち
「
対
話
的
行

為
」
（
炭
。
日
日
目
陦
凰
司
の
碗
出
目
□
の
」
ロ
）
に
大
別
さ
れ
る
。
「
わ
た
し
が
対
話
的
行
為
と
い
う
の
は
、
参
加
し
て
い
る
行
為
者
た
ち
の
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（
蝿
》

行
為
プ
ラ
ン
が
自
己
中
心
的
な
成
果
計
算
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
相
互
了
解
の
行
為
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る
場
ム
ロ
で
あ
る
。
」
そ
し

て
こ
の
よ
う
に
社
会
的
相
互
行
為
に
お
け
る
行
為
調
整
が
、
目
的
合
理
性
な
い
し
戦
略
的
合
理
性
に
従
う
の
で
は
な
く
、
相
互
了
解

の
合
理
性
に
基
づ
く
と
き
、
彼
は
そ
れ
を
「
対
話
的
合
理
性
」
（
岸
Ｃ
日
日
自
陣
ｇ
ど
の
國
自
』
目
巳
騨
騨
）
と
呼
ぶ
。

「
対
話
的
行
為
」
お
よ
び
「
対
話
的
合
理
性
」
は
、
三
つ
の
次
元
を
内
に
含
ん
で
い
る
（
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
ら
は
「
複
合
的
」

概
念
で
あ
る
）
。
こ
の
点
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
相
互
了
解
に
志
向
し
た
発
話
行
為
（
述
定
、
要
求
、
告
白
な
ど
）
に
お
け
る
「
妥

当
要
求
」
（
の
島
目
、
切
目
の
已
目
＆
）
と
、
．
そ
れ
が
前
提
と
す
る
「
世
界
関
係
」
（
言
の
」
吾
の
目
、
）
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

相
互
了
解
に
志
向
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
発
話
者
は
自
分
の
語
っ
て
い
る
こ
と
が
、
日
客
体
や
事
態
の
「
客
観

的
世
界
」
と
の
関
係
で
「
真
理
」
で
あ
る
、
Ｑ
正
統
な
間
人
格
的
諸
関
係
の
「
社
会
的
世
界
」
と
の
関
係
で
「
正
当
」
で
あ
る
、
曰

自
己
の
諸
体
験
の
「
主
観
的
世
界
」
と
の
関
係
で
「
誠
実
」
で
あ
る
、
と
い
う
Ｉ
批
判
可
能
な
ｌ
妥
当
要
求
を
掲
げ
て
い
る
．

楓
互
行
為
が
、
こ
の
よ
う
雄
原
理
的
に
批
判
可
鱸
な
妥
当
要
求
の
三
つ
の
次
元
す
べ
て
に
お
け
る
欄
互
承
認
ｌ
い
わ
ば
二
重
の
否

定
ｌ
に
基
づ
い
て
調
整
さ
れ
る
と
き
そ
こ
に
は
対
話
的
行
為
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
．

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
対
話
的
行
為
の
合
理
性
の
増
大
を
、
世
界
像
の
合
理
化
と
そ
れ
を
前
提
と
し
た
「
生
活
世
界
」

（
■
ｇ
の
口
⑩
肴
の
」
←
）
の
合
理
化
と
い
う
近
代
化
の
進
行
の
う
ち
に
要
請
し
て
い
る
。
実
を
言
え
ば
、
右
の
世
界
関
係
に
即
し
た
発
話
行

為
の
説
明
が
、
す
で
に
近
代
の
世
界
理
解
を
前
提
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
ｏ
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
近
代
な
る
も
の
は
、

客
観
的
、
社
会
的
お
よ
び
主
観
的
世
界
の
形
式
的
な
範
畷
的
区
別
の
導
入
に
立
脚
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
分
化
は
、
文
化
的
近
代
の

達
成
し
た
積
極
的
で
否
定
し
え
な
い
成
果
な
の
で
あ
る
。
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（
別
）

こ
う
し
た
世
界
像
の
〈
ロ
理
化
は
、
様
々
な
理
由
か
ら
、
西
洋
に
お
い
て
の
み
徹
底
的
に
押
し
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に

お
い
て
の
み
葵
的
世
界
翌
解
、
す
な
わ
ち
Ｉ
ピ
ァ
ジ
雲
の
用
讓
で
一
一
一
一
．
え
ば
ｌ
「
脱
中
心
化
さ
れ
た
世
界
理
解
」

（
鋼
）

（
』
８
の
員
円
』
の
『
ず
の
、
三
の
」
尊
の
同
⑩
註
目
巳
⑩
）
の
成
立
が
可
能
と
さ
れ
た
。
近
代
の
脱
中
心
化
さ
れ
た
世
界
理
解
に
お
い
て
は
、
世
界
は

ふぐ、◎ ウ
ェ
ー
バ
ー
が
「
世
界
像
の
合
理
化
」
の
研
究
の
基
礎
に
し
て
い
る
包
括
的
・
複
合
的
な
合
理
性
概
念
は
、
近
代
の
「
社
会
的
合

理
化
』
に
関
す
る
研
究
で
は
目
的
合
理
性
に
制
限
さ
れ
て
い
る
ｌ
煎
迩
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判

の
眼
目
で
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
両
者
の
理
論
の
共
通
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
に
お
け

る
合
理
主
義
の
発
展
の
過
程
を
二
層
的
な
合
理
化
の
推
移
と
し
て
捉
え
る
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
こ
の
二
つ
の

次
元
の
各
々
に
つ
い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
明
に
不
満
足
な
点
を
認
め
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
近（
”
）

代
化
の
（
逆
説
的
な
）
過
程
を
、
文
化
的
近
代
化
と
社
会
的
近
代
化
の
一
一
層
的
モ
デ
ル
を
用
い
て
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
即
し
な
が
ら
、
世
界
像
の
発
展
な
い
し
合
理
化
を
脱
呪
術
化
の
過
程
と
し
て
解
釈
す
る
。
こ

の
世
界
像
の
合
理
化
は
、
部
族
社
会
か
ら
初
期
の
高
度
文
化
（
世
界
宗
教
）
へ
の
移
行
に
お
け
る
呪
術
と
神
話
の
克
服
と
い
う
、
一

つ
の
普
遍
的
な
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
幸
福
と
功
徳
の
不
均
衡
と
い
う
意
味
問
題
を
本
質
的
な
動
因
と
し

て
い
る
．
そ
の
意
味
問
題
の
嫌
々
な
解
決
Ｉ
櫛
議
論
の
様
々
な
形
態
１
１
と
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
形
式
的
な
世
界
概
念
の
相
違
の

《
功
）

ゆ
え
に
、
諸
宗
教
の
世
界
像
に
は
異
な
っ
た
合
理
性
の
潜
在
力
が
刻
印
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
脱
呪
術
化
の
過
程
は
、
世
界
一
示
教
の

合
理
化
作
用
に
よ
る
呪
術
と
神
話
の
克
服
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
・
形
而
上
学
的
世
界
解
釈
か
ら
近
代
的
世
界
解
釈
へ
の
移
行
へ
と
導

第
三
節
社
会
的
合
理
化
と
倫
理
の
役
割
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も
は
や
全
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
客
観
的
、
社
会
的
お
よ
び
主
観
的
世
界
と
い
う
諸
次
元
に
分
割
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
脱
中
心
化
と
と
も
に
、
科
学
、
道
徳
と
法
、
お
よ
び
芸
術
と
い
っ
た
文
化
的
な
「
価
値
諸
領
域
（
三
の
風
呂
嵐
円
の
ロ
）
」
（
ウ
ェ
ー

バ
ー
）
が
、
固
有
の
論
理
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
分
化
し
自
立
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
価
値
諸
領
域
は
、
各
々
に
独
自
の
論
理
に
従
っ

て
Ｉ
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
ｌ
墓
化
可
鰭
（
§
】
・
…
禽
臺
言
）
で
あ
る
．

近
代
化
の
過
程
は
．
こ
の
よ
う
な
近
代
的
な
ｌ
脱
中
心
化
さ
れ
た
ｌ
意
霧
遣
の
成
立
お
よ
び
文
化
的
な
鰄
値
諸
領
域
の
分

化
と
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
文
化
的
レ
ベ
ル
で
存
立
し
て
い
る
合
理
性
構
造
の
社
会
的
レ
ベ
ル
へ
の
移
し
変
え
と
い
う
視
角
か
ら
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
合
理
性
概
念
の
狭
随
化
が
明
ら
か
と
な
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
世
界
像
の
合
理
化
と
と
も
に
文
化
的
レ
ベ
ル
で
存
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
合
理
性
の
潜
在
力
の
社
会
的
レ
ベ
ル

へ
の
移
し
変
え
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
目
的
合
理
的
な
行
為
志
向
と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
行
為
領
域
の
制
度
化
の
う
ち
に
確
認
し
て

（
卿
）

い
る
。
資
本
主
義
的
な
経
営
と
官
僚
制
的
に
組
織
さ
れ
た
国
家
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
が
、
そ
の
中
心
的
な
制
度
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
れ
ら
の
事
実
的
に
見
出
さ
れ
た
近
代
の
経
済
と
国
家
の
（
目
的
）
合
理
性
を
い
わ
ば
無
批
判
に
前

提
と
し
、
そ
う
し
た
合
理
性
の
制
度
化
が
い
か
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
か
と
い
う
形
で
問
い
を
立
て
る
こ
と
で
、
合
理
性
概
念
の
狭

陰
化
を
企
て
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
制
度
化
の
課
題
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
歴
史
的
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

（
狐
）

ズ
ム
の
職
業
倫
理
と
近
代
市
民
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
一
一
つ
の

、
、
、
、
、

原
理
の
制
度
化
は
、
資
本
主
義
的
近
代
化
と
い
う
社
会
的
合
理
化
の
一
つ
の
形
態
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ

、
、
、
、

れ
を
不
当
に
も
社
会
的
合
理
化
そ
の
も
の
と
等
置
し
て
い
る
。

資
本
主
義
的
な
近
代
化
は
、
資
本
主
義
経
済
と
官
僚
制
的
な
国
家
行
政
と
い
う
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
貫
徹
に
よ
っ

る
◎
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て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
目
的
合
理
的
な
行
為
志
向
が
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
体
系
の
う
ち
に
繋
留
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
歴
史
的
に
こ
の
機
能
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
の
本
質
的

（
鐙
）

な
役
割
を
強
調
し
た
。
そ
の
禁
欲
的
な
職
業
倫
理
は
、
目
的
合
理
的
な
行
為
士
心
向
を
倫
理
的
に
正
当
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

資
本
主
義
な
経
済
行
為
や
官
僚
制
的
な
行
政
行
為
の
形
態
に
、
一
つ
の
価
値
合
理
的
な
基
礎
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
の
発
展
の
さ
ら
な
る
経
過
の
な
か
で
、
自
己
を
貫
徹
す
る
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
、

や
が
て
そ
の
初
発
条
件
で
あ
っ
た
倫
理
的
基
盤
そ
の
も
の
を
掘
り
崩
し
て
い
く
。
発
展
し
た
資
本
主
義
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ

ム
の
倫
理
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
、
敵
対
的
か
つ
破
壊
的
な
環
境
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
に
は
、
宗
教
（
お
よ
び
倫
理
）
一
般
の

運
命
が
対
応
し
て
い
る
。
宗
教
は
、
科
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
世
界
解
釈
と
の
競
合
の
な
か
で
、
さ
ら
な
る
脱
呪
術
化
と
公
の
舞

台
か
ら
の
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
禁
欲
的
倫
理
に
、
功
利
主
義
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
取
っ
て
代

わ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
の
萎
縮
と
解
体
の
過
程
の
中
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
に
お
け
る
「
原
理
に
指
導
さ
れ
た
道
徳

蕊
」
も
ま
た
解
消
す
る
．
圓
的
合
理
的
行
為
の
サ
プ
シ
ス
｜
ア
ム
は
、
以
繭
の
「
道
徳
的
・
襄
践
的
」
合
理
性
ｌ
ウ
ヱ
「
（
「
の

一
一
一
一
壜
う
「
実
質
的
合
理
性
」
ｌ
へ
の
繋
鬮
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
團
有
の
力
学
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
自
立
化
す
る
．

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
、
合
理
化
の
こ
の
よ
う
な
自
己
破
壊
的
な
過
程
は
、
本
質
的
に
不
可
避
で
押
し
と
ど
め
難
い
も
の
で
あ
つ

（
蝿
〉

た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
お
い
て
は
、
「
原
理
に
導
か
れ
た
道
徳
意
識
は
宗
教
的
な
コ
ン
ー
ア
キ
ス
ト
に
お
い
て
の
み
存
続
し
う
る
」
と

想
定
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
的
世
界
像
に
埋
め
込
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
倫
理
の
可
能
性
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
世
界
像
の
脱
呪
術
化
は
不
可
避
で
あ
る
の
で
、
近
代
化
の
逆
説
的
進
行
も
ま
た
、
い
か
な
る
倫
理

的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
も
、
道
徳
的
・
実
践
的
合
理
性
に
そ
っ
た
形
で
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
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ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
一
方
で
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
を
世
界
像
の
脱
呪
術
化
と
と
も
に
成
立
し
た
合

理
性
の
潜
在
力
の
首
尾
一
貫
し
た
具
体
化
と
み
な
し
て
い
た
が
、
同
時
に
他
方
で
は
、
そ
の
禁
欲
的
倫
理
の
「
非
人
間
性
」
を
鋭
く

資
本
主
義
的
近
代
化
の
逆
説
的
性
格
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
説
明
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
、
た
し
か

に
幾
つ
か
の
点
で
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
く
、
修
正
と
補
完
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理

と
資
本
主
義
の
精
神
と
の
親
和
性
の
テ
ー
ゼ
に
基
い
た
彼
の
説
明
は
、
た
し
か
に
世
界
像
の
脱
呪
術
化
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
合

理
性
の
潜
在
力
が
、
社
会
的
レ
ベ
ル
で
実
効
的
に
現
実
化
さ
れ
る
経
緯
を
正
し
く
見
定
め
て
は
い
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
は
、
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
Ⅱ
テ
ー
ゼ
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
資
本
主
義
的
近
代
化
が
一
面
化
さ
れ
た
社
会
的
合
理
化
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
正

し
く
認
識
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
目
的
合
理
的
行
為
の
拡
大
を
社
会
的
合
理
化
そ
の
も
の

と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
的
近
代
化
の
選
択
性
を
誤
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
社
会
的
合
理
化
に
お
け
る
倫
理

の
役
割
と
い
う
点
か
ら
言
い
換
え
る
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
が
近
代
的
意
識
構
造
の
成
立
と
と

も
に
存
立
す
る
道
徳
的
・
実
践
的
な
合
理
性
の
潜
在
力
を
た
ん
に
部
分
的
に
汲
み
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
誤
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
そ
の
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
「
友
愛
倫
理
」
（
口
匿
の
島
・
耳
鼻
＄
曾
陦
）

の
名
の
下
に
分
析
し
た
（
例
え
ば
再
洗
礼
派
の
）
宗
教
運
動
を
引
き
合
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の

倫
理
は
、
そ
う
し
た
普
遍
主
義
的
な
友
愛
倫
理
に
体
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
道
徳
的
・
実
践
的
」
な
合
理
性
の
潜
在
力
の
部
分
的

な
汲
み
出
し
を
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
は
、
何
よ
り
ま
ず
宗
教
的
な
友
愛
倫
理
の
う
ち
に

表
現
さ
れ
て
い
た
道
徳
的
意
識
の
模
範
的
な
具
現
化
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
一
つ
の
歪
め
ら
れ
た
、
ま
さ
に
最
高
度
に
非
合
理
的

（
ｗ
）

な
具
現
化
な
の
で
あ
る
。
」
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指
摘
し
て
も
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
な
か
で
端
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
恩
寵
特
定
主
義
の
偏
狭
さ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
生
活
形
態
の
抑
圧
的
な

特
徴
を
非
常
に
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
を
、
普
遍
主
義
的
な

友
愛
倫
理
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
潜
在
力
の
一
面
化
さ
れ
た
汲
み
出
し
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
。
実
際
の
と

《
鍋
）

こ
ろ
、
そ
こ
に
は
た
ん
に
資
本
主
義
的
合
理
化
の
選
択
的
範
型
そ
の
も
の
が
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

か
く
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
世
界
像
の
合
理
化
か
ら
社
会
的
合
理
化
へ
の
移
行
と
い
う
場
面
で
、
資

本
主
義
的
近
代
化
の
選
択
性
を
認
識
せ
ず
、
彼
の
分
析
に
お
け
る
切
り
詰
め
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、

現
実
の
近
代
化
過
程
の
欠
陥
に
相
応
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
主
た
る
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
「
合
理

化
の
王
道
、
す
な
わ
ち
十
六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
」
生
起
し
た
、
「
目
的
合
理
的
行
為
の
、
全
体
社

《
調
〉

会
に
と
っ
て
構
造
形
成
的
な
制
度
化
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
資
本
主
義
的
近
代
化
の
範
型
の
う
ち
に
は
、
例
え
ば
先
に
見
た
よ
う
な
友

愛
倫
理
の
潜
在
力
が
入
り
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
目
的
合

理
的
な
行
為
志
向
と
は
明
確
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
と
っ
て
は
、
友

愛
倫
理
が
非
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
対
立
の
う
ち
に
は
、
資
本
主
義
的
合
理
化

の
一
面
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
は
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
合
理
化
に
は
別
の
可
能
性
が
あ
り
え
た
、
な
い
し
は
今
日
に
お

い
て
あ
り
う
る
と
い
う
一
つ
の
「
反
事
実
的
」
な
い
し
「
抗
事
実
的
」
（
戸
。
口
薗
凰
鳥
蝕
の
ｇ
）
な
考
察
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
い
る
。

行
為
理
論
的
基
礎
に
お
け
る
切
り
詰
め
の
ゆ
え
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
う
し
た
抗
事
実
的
な
問
題
設
定
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
。

「
文
化
的
合
理
化
か
ら
社
会
的
合
理
化
へ
の
移
行
に
さ
い
し
て
、
…
…
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
目
的
合
理
的
行
為
の
類
型
に
合
わ
せ
て
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し
つ
ら
え
た
彼
の
行
為
理
論
で
企
て
た
、
合
理
性
概
念
の
重
大
な
（
怜
○
」
函
の
員
臼
＆
Ⅱ
帰
結
す
る
と
こ
ろ
の
多
い
）
狭
陰
化
が
明
ら

か
に
な
る
。
か
く
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
西
洋
合
理
主
義
の
事
実
的
に
見
出
さ
れ
た
形
態
か
ら
直
接
〔
無
媒
介
に
〕
出
発
し
、
そ

（
側
）

れ
を
〈
ロ
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
抗
事
実
的
に
構
想
さ
れ
た
諸
可
能
性
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
行
為
理
論
的
基
礎
の
切
り
詰
め
が
、
社
会
的
合
理
化
を
目
的
合
理
的
行
為
の

制
度
化
に
制
限
す
る
と
い
う
、
彼
の
社
会
分
析
の
狭
陰
化
の
方
向
を
予
決
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批

判
の
要
点
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
そ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
陸
路
を
、

対
話
的
行
為
お
よ
び
対
話
的
合
理
性
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
合
理

性
の
複
合
的
・
包
括
的
な
概
念
－
‐
そ
れ
は
、
ウ
ヱ
「
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
的
研
究
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
が
ｌ
に
引

照
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
分
析
し
た
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
拡
大
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
、
近
代
市、、

民
法
に
お
け
る
形
式
的
合
理
化
な
ど
は
、
決
し
て
近
代
の
脱
中
心
化
し
た
世
界
理
解
と
と
も
に
存
立
す
る
合
理
性
の
潜
在
力
を
全
面

、
、
、
、
、
、
、

的
な
幅
に
お
い
て
汲
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
｝
」
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
対
話
的
行
為
」
の
擬
念
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
行
為
合
理
性
の
全
て
の
淡
元
ｌ
認
知
的
・
道
具
的
道

徳
的
・
襄
的
お
よ
び
審
美
的
・
表
目
的
合
澤
ｌ
を
含
ん
で
い
る
．
そ
し
て
こ
の
概
念
に
は
そ
の
相
補
概
念
と
し
て
「
生
活

世
界
」
の
概
念
が
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
為
当
事
者
の
視
角
か
ら
社
会
を
捉
え
た
場
合
の
社
会
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
。
相
互

了
解
に
嵩
し
て
行
為
す
る
看
た
ら
は
、
生
活
世
界
ｌ
そ
れ
は
自
明
視
さ
れ
た
背
景
的
知
識
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
Ｉ
の
な
か

で
、
全
て
の
次
元
の
妥
当
要
求
を
め
ぐ
る
合
意
を
通
し
て
、
彼
ら
の
行
為
状
況
の
共
通
理
解
を
形
成
し
な
が
ら
相
互
行
為
を
お
こ
な

う
。
逆
に
ま
た
生
活
世
界
は
、
対
話
的
行
為
を
通
し
て
意
味
的
・
象
徴
的
に
再
生
産
さ
れ
る
。
し
か
し
、
生
活
世
界
の
象
徴
的
再
生

霞
は
、
そ
の
物
質
的
再
生
産
か
ら
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
．
社
会
の
物
質
的
再
生
霞
は
ｌ
近
代
に
お
い
て
は
ｌ
目
的
合
理
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的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
生
活
世
界
」
と
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
二
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
統
合
し
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
（
批
判
的
）
社
会
理
論
の
視

角
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
近
代
に
固
有
の
矛
盾
は
、
近
代
の
脱
中
心
化
さ
れ
た
世
界
理
解
と
と
も
に
可
能
と
な
っ
た
目
的
合
理
的
行
為

の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
、
や
が
て
そ
の
複
合
性
を
ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
近
代
的
世
界
理
解
の
成
立
と
と
も

に
存
立
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
合
理
性
ｌ
道
艤
的
・
実
践
的
お
よ
び
審
美
的
・
表
圓
的
な
合
理
性
ｌ
の
潜
在
力
を
犠
牲
し
て
自

己
を
貫
徹
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
・
ハ
「
バ
ー
マ
ス
は
こ
れ
を
ｌ
ウ
ェ
ー
バ
「
の
「
自
由
喪
失
」
（
甸
鬮
…
…
豐
）
を
再
定

式
化
し
て
ｌ
シ
ズ
｜
ア
ム
に
よ
る
生
活
世
界
の
「
植
民
地
化
」
（
房
・
］
・
…
…
品
）
と
呼
ん
で
い
る
．
他
方
、
合
理
化
さ
れ
た
生

活
世
界
は
、
た
ん
に
シ
ス
テ
ム
の
命
法
に
よ
っ
て
外
的
に
の
み
な
ら
ず
、
内
的
な
問
題
に
よ
っ
て
も
合
理
性
の
基
礎
を
脅
か
さ
れ
う

る
。
す
な
わ
ち
、
価
値
諸
領
域
の
分
立
化
と
と
も
に
「
専
門
家
文
化
」
（
固
§
の
耳
の
曰
丙
巳
什
冒
の
ロ
）
が
生
活
世
界
の
日
常
実
践
か
ら
自
立

化
し
、
秘
教
化
し
て
い
く
．
そ
の
繕
是
日
常
実
践
の
「
文
化
的
貧
困
化
」
（
百
房
…
ぐ
・
…
目
”
）
ｌ
こ
れ
は
ウ
ヱ
ー
バ
「

（
仇
）

に
お
け
る
「
意
味
喪
失
」
（
“
圓
劃
…
）
に
対
応
す
る
ｌ
が
綴
繕
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
蒔
代
診
断
」
を
基
本
な
点
で
受
容
し
て
い
る
ｌ
そ
し
て
そ
の
よ
り
適
切
な

再
定
式
化
を
試
み
て
い
る
ｌ
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
（
一
面
的
厳
）
合
理
化
の
宿
命
的
な
進
行
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議

念
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
意
識
構
造
の
成
立
と
と

も
に
存
立
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
ｌ
と
り
わ
け
「
遁
繍
的
・
実
践
的
」
な
Ｉ
合
理
性
の
鑿
力
峰
目
的
蔓
性
の
鱸
繍
約
な

一
面
的
貫
徹
に
対
し
て
は
頑
固
な
抵
抗
を
示
し
う
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
本
稿
の
こ
れ
ま
で
考
察
で
、
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
に
よ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
と
彼
に
対
す
る
批
判
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
見

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
エ
ッ
セ
ン
ス
の
考
察
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
全
体
で
は
な
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
受
容
と
批
判
の
全
体
を
十
全
に
理
解
す
る
に
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
行
為
理
論
や
社
会
理
論
の
み
な
ら
ず
、
最
近
の

（
⑫
）

討
議
倫
理
学
や
法
哲
学
に
関
す
る
研
究
へ
の
立
ち
入
っ
た
考
察
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
考
察
を
整
理
し
、
本
稿
に
お
け
る
欠
落
を
若
干
補
う
こ
と
で
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
適
切
な
社
会
理
論
は
行
為
理
論
と
い
う
基
礎
な
い
し
端
緒
を
必
要
と
し
て
お
り
、

ま
た
そ
の
二
つ
の
理
論
水
準
は
、
合
理
性
な
い
し
合
理
化
の
概
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
理
論
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
結
節
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
「
対
話
的
合
理
悴
ピ
と
い
う
複
合
的
・
包
括
的
概
念
で

あ
る
。
こ
の
包
括
的
概
念
に
引
照
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
目
的
合
理
性
の
概
念
は
、
認
知
的
・
道
具
的
合
理
性
か
、
せ
い

ぜ
い
戦
略
的
合
理
性
の
次
元
ま
で
し
か
含
ん
で
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
像
の
合
理
化
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
近
代
の
脱
中
心
化
さ
れ
た
世
界
理
解
の
成
立
は
、
た
ん
に
目
的
合
理

性
の
潜
在
力
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的
。
実
践
的
お
よ
び
審
美
的
・
表
自
的
合
理
性
の
潜
在
力
を
も
増
大
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
潜
在
力

陸
た
し
か
に
西
洋
の
資
本
主
義
的
近
代
化
の
範
型
ｌ
目
的
合
理
的
行
為
の
一
面
的
貫
徹
ｌ
に
よ
っ
て
は
汲
象
尽
く
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
ｏ
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
発
展
の
選
択
性
Ⅱ
部
分
性
を
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
別
様
の

発
展
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
彼
の
行
為
理
論
を
目
的
合
理
行
為
の
類
型
に
合
わ
せ
て
し
つ
ら
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
世
界
像
の
分
析
に
は
い
ま
だ
内
在
し
て
い
た
包
括
的
な
合
理
性
概
念
を
狭
陰
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
狭
随

む
す
び
に
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ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の
よ
う
な
限
界
は
、
目
的
合
理
的
行
為
の
概
念
に
代
え
て
、
行
為
合
理
性
の
全
て

の
次
元
を
統
合
し
た
「
対
話
的
行
為
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

論
証
連
関
を
詳
細
に
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
す
で
に
本
論
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
行
為
概
念
は
「
生
活
世
界
」
と
い
う
社

会
の
捉
え
方
を
相
補
概
念
と
し
て
伴
っ
て
い
る
。
対
話
的
行
為
は
、
生
活
世
界
の
意
味
地
平
を
背
景
に
生
起
す
る
。
ま
た
逆
に
、
生

活
世
界
は
、
そ
の
象
徴
的
再
生
産
の
媒
体
と
し
て
、
対
話
的
行
為
と
内
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
活
世
界
な
い

し
は
社
会
の
物
質
的
再
生
産
は
、
近
代
に
お
い
て
は
、
目
的
合
理
的
行
為
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
い
て
は
、
社
会
は
歴
史
的
に
分
化
し
て
く
る
「
生
活
世
界
」
と
「
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
二
つ
の

ア
ス
ペ
ク
ト
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
二
層
的
に
把
握
さ
れ
る
。
両
者
は
、
歴
史
的
に
相
互
に
分
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
種

の
合
理
性
を
増
大
さ
せ
る
。
生
活
世
界
は
、
対
話
的
合
理
性
の
潜
在
力
の
解
放
と
い
う
意
味
に
お
い
て
合
理
化
さ
れ
、
シ
ス
テ
ム
は
、

目
的
合
理
性
ｌ
な
い
し
は
シ
ス
ー
ァ
ム
合
理
性
ｌ
の
増
大
と
い
う
意
味
に
お
い
て
合
理
化
さ
れ
る
．

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
以
上
の
よ
う
に
合
理
性
の
二
つ
の
対
立
的
概
念
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
合
理
性
の
貫
徹

と
い
う
二
面
的
な
）
合
理
化
の
逆
説
的
進
行
に
対
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宿
命
論
的
見
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
拒
否
し
う
る
と
考

え
て
い
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
世
界
像
の
合
理
化
が
、
最
終
的
に
は
、
倫
理
を
合

理
的
に
根
拠
づ
け
る
可
能
性
を
除
去
し
て
し
ま
う
と
い
う
彼
の
確
信
に
根
ざ
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
宗
教
的
世
界
像
に
埋
め

込
ま
れ
て
い
な
い
い
か
な
る
倫
理
ｌ
原
理
に
導
か
れ
た
道
徳
意
識
－
１
の
可
能
性
も
あ
り
え
な
い
．
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
対
話
的
合
理
性
の
複
合
的
概
念
は
、
た
ん
に
認
知
的
・
道
具
的
合
理
性
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
・
実
践
的
お
よ
び
審
美
的
。

化
の
ゆ
え
に
、
彼
に
と
っ
て
は
、
別
様
の
発
展
の
可
能
性
と
い
う
抗
事
実
的
な
考
察
の
余
地
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。



琉大法学第52号(1994） 108
表
自
的
合
理
性
の
次
元
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
対
話
的
合
理
性
の
概
念
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
、
後
者
の
二
つ
の
次

元
も
ま
た
合
理
化
可
能
（
日
蝕
。
ｇ
］
】
日
の
目
巳
囚
禺
嘗
碕
）
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
倫
理
な
い
し
道
徳
原
理
に
つ
い
て
も
合
理
的
な
根

拠
づ
け
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
最
近
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
以
前
に
も
増
し
て
、
道
徳
的
・
実
践
的
合
理
性
の
次
元
に
お
け
る
発
展
論
理
の
再
構
成
、

形
而
上
学
以
後
の
時
代
に
お
け
る
倫
理
の
解
明
と
そ
の
根
拠
づ
け
、
そ
う
し
た
倫
理
と
法
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
領
域
で
研
究
を

深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
対
話
的
倫
理
学
」
（
庁
・
日
日
目
陦
昌
営
の
国
昏
陦
）
な
い
し
は
「
討
議
倫
理
学
」
（
目
鼻
ロ
ー

Ｈ
恩
讐
時
）
の
根
拠
づ
け
の
試
み
は
、
こ
う
し
た
文
脈
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
倫
理
－
－
と
示
教
的
世
界
像
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
埋
め

込
ま
れ
な
い
原
理
に
導
か
れ
た
道
徳
蕊
ｌ
の
艤
剛
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
論
及
し
た
カ
ン
ト
の
普
遍
主
義
的
倫
理
と
、
ウ
塁
‐

（
輯
）

バ
ー
の
「
責
任
倫
理
」
の
原
理
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
に
統
合
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
こ
の
試
み
の
検

討
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
１
）
日
本
お
よ
び
各
国
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
弓
Ｐ
【
の
一
再
目
高
田
嵐
・
勺
可
・
亘
の
日
の
８
句
罰
の
Ｎ
の
己
豆
○
コ
：
⑰

、
Ｏ
凰
○
】
○
ｍ
】
、
◎
ず
の
ロ
言
の
鳥
、
『
・
口
冨
ｐ
Ｈ
言
●
す
の
局
目
白
Ｐ
ご
ｇ
ｌ
ｐ
員
の
吋
ワ
の
、
ｏ
己
の
局
の
吋
団
の
畳
、
宍
巴
Ｃ
言
】
、
目
的
：
吋
巨
扇
甸
頁
の
一
目
・
ゴ

ロ
円
。
の
ｍ
の
］
］
ｍ
ｏ
冨
箭
苔
の
。
『
」
①
ｖ
言
、
（
Ｈ
）
禺
三
の
す
の
Ｈ
、
人
目
□
の
門
ｖ
日
日
・
風
、
蔚
呂
の
ロ
、
芹
、
の
Ｈ
ｍ
９
ｍ
津
、
‐
、
◎
目
］
の
八
．
】
員
』
ｏ
冒
目
の
⑪

言
の
毬
〈
困
吋
、
、
．
）
》
冨
巴
【
三
の
ケ
の
吋
可
の
巳
の
》
厚
：
屋
自
←
Ｐ
富
・
后
忠
お
よ
び
同
書
所
収
の
諸
論
文
、
内
田
芳
明
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
受
容
と

文
化
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
○
年
を
参
照
。

（
２
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
解
釈
と
批
判
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
佐
藤
慶
幸
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ハ
ー
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（
６
）
勺
回
巳
ｚ
Ｏ
］
←
の
》
の
○
且
○
］
○
四
ｍ
：
の
弓
冒
Ｃ
１
の
目
ニ
ロ
の
⑩
。
豆
。
ご
①
・
ミ
ロ
⑩
【
日
ロ
の
ロ
四
』
⑪
一
○
【
鼻
①
河
『
ｏ
曰
』
陸
蒟
の
ロ
四
四
ヶ
の
Ｈ
Ｂ
Ｐ
の

曰
冨
○
国
の
：
、
澪
○
日
目
目
涛
口
『
弓
の
ロ
国
自
』
の
］
ロ
⑩
］
の
ｇ
の
ロ
ロ
】
貝
○
の
⑪
の
三
．
ど
の
ロ
且
○
の
印
の
二
ｍ
・
ず
Ｐ
凄
冨
・
］
ぬ
．
』
①
患
、
国
・
←
》
の
・
認
璽
。

（
７
）
』
・
出
§
の
司
日
Ｐ
、
『
弓
云
四
》
ロ
ロ
・
輿
の
．
』
金
．
、
一
一
八
五
頁
。

（
３
）
』
芹
、
の
ロ
国
：
の
月
日
Ｐ
ｍ
・
弓
豈
の
○
吋
」
の
』
の
、
岸
Ｏ
Ｂ
目
目
陦
ｇ
旨
の
回
国
日
己
の
百
ｍ
・
国
因
習
ａ
の
』
旬
日
ロ
弄
昏
風
Ｐ
旨
・
」
①
巴
・
国
』
・
挿
・
、
．

ｇ
『
・
邦
訳
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
（
上
・
中
・
下
巻
）
未
来
社
一
九
八
五
１
八
七
年
、
山
二
一
○
頁
。
な
お
、
本
書
に
つ

い
て
は
以
下
、
弓
彦
【
と
略
記
し
た
上
で
、
巻
数
と
頁
数
を
記
し
、
さ
ら
に
邦
訳
の
巻
、
頁
数
を
付
す
こ
と
に
し
た
い
。
但
し
、
訳
文
に
つ
い

て
は
、
本
文
と
の
つ
な
が
り
そ
の
他
を
考
慮
し
て
、
多
く
の
場
合
筆
者
自
身
の
手
に
よ
る
大
幅
な
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
１
バ
ー

マ
ス
の
キ
ー
・
タ
ー
ム
で
あ
る
澪
０
日
目
目
鼻
ｇ
］
『
①
、
四
日
］
９
の
旨
》
庁
。
日
日
目
】
圃
曹
の
再
ｇ
】
・
目
胃
讐
は
、
本
稿
で
は
「
対
話
的
行
為
」

「
対
話
的
合
理
性
」
の
訳
語
で
統
一
し
て
あ
る
。
以
上
、
併
せ
て
御
諒
解
頂
き
た
い
。

（
４
）
ぐ
ぬ
］
・
』
・
国
回
す
の
『
日
⑪
②
》
□
】
巴
①
再
岸
』
の
司
因
、
詮
◎
ロ
ロ
】
域
①
『
ロ
ョ
、
（
・
の
、
ご
＆
８
日
』
←
シ
・
出
自
目
の
昏
口
・
Ｐ
・
）
・
甘
己
日
切
］
目
の
ｚ
の
■
の

ロ
ヨ
ザ
円
、
局
冨
】
〕
。
｝
房
の
』
一
・
句
Ｈ
臼
〕
弄
昏
１
ｍ
・
言
・
后
忠
。

（
５
）
ぐ
四
」
・
ロ
の
←
の
円
○
円
・
戸
の
ご
日
の
ロ
』
の
『
ぐ
の
『
ロ
目
辱
甘
旦
の
Ｈ
Ｑ
の
⑪
Ｃ
Ｅ
Ｃ
亘
の
。
□
の
司
二
の
ぬ
ぐ
。
ｐ
』
庁
、
の
口
国
昏
の
司
曰
、
切
目
同
ｓ
ず
の
。
且
の

』
の
い
【
○
日
目
ロ
ロ
芹
：
『
の
。
四
目
□
巴
。
ゆ
ず
日
切
：
ｇ
←
の
口
巨
間
二
の
す
の
Ｂ
目
的
ｏ
の
の
Ｃ
茸
。
言
訂
目
』
○
の
ｍ
の
］
］
ｍ
・
高
津
・
后
．
』
館
』

バ
ー
マ
ス
ヘ
』
世
界
書
院
、
一
九
八
六
年
、
中
野
敏
男
「
合
理
性
へ
の
問
い
と
意
味
へ
の
問
い
」
藤
原
保
信
他
編
『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
現
代
』

新
評
論
、
一
九
八
七
年
、
所
収
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
独
語
文
献
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
注
の
な
か
で
適
宜
参
照
を
求
め
る
こ
と
に
す
る
が
、

本
稿
は
Ｋ
－
ｏ
・
ア
ー
ペ
ル
、
Ｃ
・
ポ
ー
ク
ナ
ー
、
Ｐ
・
ノ
ル
テ
等
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
点
が
多
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
指
摘
し
て
お
き

』
の
い
【
ｏ
Ｈ
ｐ
■

皀
忠
、
四
・
』
。

た
い
◎
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（
Ⅲ
）
』
・
園
骨
の
月
日
回
の
》
日
置
由
》
国
Ｐ
］
》
の
。
ｇ
『
‐
』
ｇ
・
山
二
一
○
－
二
一
一
頁
。

〈
ｕ
）
』
・
餌
呂
の
目
目
⑰
》
日
斤
円
因
』
・
」
・
の
．
（
富
・
山
一
一
一
○
七
－
一
一
一
○
八
頁
。

（
⑫
）
』
・
国
：
の
目
目
の
．
ａ
斤
国
》
因
』
・
函
・
の
．
進
む
．
ｍ
二
八
六
頁
。

（
聰
）
「
対
話
的
行
為
の
理
論
は
、
け
っ
し
て
メ
タ
理
論
で
は
な
く
、
｜
っ
の
ｌ
自
ら
の
繼
判
的
規
準
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
ｌ
社
会
喫
諭
の

端
緒
な
の
で
あ
る
。
」
』
・
国
呂
の
吋
日
Ｐ
、
》
罵
困
・
田
・
］
・
の
．
『
・
山
一
五
頁
。

（
ｕ
）
三
句
Ｈ
二
「
の
す
の
門
》
の
ｏ
凰
○
』
。
、
尉
島
の
。
『
ロ
ロ
ロ
ヶ
の
円
爵
の
》
目
旦
の
Ｈ
の
》
二
「
』
１
切
目
■
津
ロ
ロ
ｇ
ｏ
の
伽
の
］
」
ｍ
８
ｐ
津
》
冒
口
津
の
．
Ｈ
の
乱
曰
の
瓜
の

缶
巨
酋
Ｐ
ｍ
の
》
曰
ｇ
ご
函
の
ロ
］
ヨ
函
》
ｍ
・
岳
・
清
水
幾
太
郎
訳
『
社
会
学
の
根
本
概
念
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
一
年
、
一
一
一
九
頁
。

（
躯
）
富
岡
三
の
す
の
吋
一
。
①
の
Ｐ
Ｂ
Ｂ
の
辱
の
し
巨
諒
騨
凹
の
Ｎ
日
切
の
」
付
」
０
口
、
、
○
国
巳
。
巴
の
一
目
弓
冒
、
の
ロ
＄
忠
．
■
□
・
閂
．
、
，
局
・
大
塚
久
雄
・
生
松
敬

一
一
一
訳
『
宗
教
社
会
学
論
選
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
一
一
年
、
一
一
三
頁
。

（
蝿
）
「
ぬ
』
・
雪
巳
冨
門
、
頁
ｏ
ｐ
Ｑ
の
』
ロ
・
○
・
ロ
、
菌
ｐ
ｍ
ｍ
の
］
甘
凰
〈
四
吋
め
い
・
）
『
富
岡
言
の
す
の
司
目
□
日
の
幻
Ｐ
感
○
口
巴
】
臼
の
Ｈ
ｐ
ｐ
ｍ
ｍ
Ｃ
凰
口
］
の
ロ

四
ｍ
ご
』
の
］
ロ
。
の
ご
雰
頃
囚
風
ご
臣
・

（
Ⅳ
）
ご
ｍ
』
・
【
四
『
］
‐
○
鳶
。
」
し
勺
２
．
旧
呼
画
一
凰
呂
の
曽
尉
◎
ず
の
ぐ
の
Ｈ
己
巨
口
（
←
『
○
コ
の
可
菖
の
四
ｍ
◎
ず
の
吋
国
劃
『
の
鳥
司
四
三
○
口
＆
』
戯
一
口
貝
⑤
月
⑩
◎
ず
の
筐
の
ｐ
Ｑ

画
巨
ロ
』
旧
吋
Ｃ
曰
の
ロ
】
□
の
局
国
ｇ
）
ｏ
ロ
、
胃
壁
、
。
且
口
］
の
吋
尻
Ｏ
ロ
目
ロ
ロ
日
弄
巴
』
。
ｐ
目
□
閂
貝
の
Ｈ
Ｐ
丙
威
Ｏ
Ｐ
甘
叩
二
国
可
の
】
ロ
］
冒
口
則
の
】
］
の
曰
Ｐ

【
宵
］
‐
○
言
。
シ
己
の
］
（
国
円
切
困
・
）
》
固
日
］
ｏ
ｐ
Ｅ
の
⑪
国
ｐ
ｐ
ｑ
の
」
。
■
。
□
・
の
⑩
の
］
］
切
目
瀞
普
の
ｏ
風
の
》
団
ｏ
９
ｐ
Ｂ
］
ロ
霞
》
ｍ
・
鵠
房

（
８
）
勺
・
Ｚ
。
】
訂
・
Ｐ
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
田
山
．

（
９
）
同
書
を
中
心
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理
論
や
思
想
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
少
禺
の
］
国
。
目
の
曽
巨
・
国
自
切
』
○
ｍ
⑪

（
国
利
、
函
・
）
．
【
○
口
目
ロ
ロ
ロ
陦
口
毬
『
の
、
出
目
、
の
】
Ｐ
国
司
：
露
日
芹
、
．
ｇ
・
］
翠
罰
・
藤
原
保
信
他
編
『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
現
代
』
前
掲
、
所
収
の

諸
論
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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グー､夢へ

2２２１
、－〆、‐〆

（
閉
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
合
理
性
概
念
に
対
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判
は
、
す
で
に
以
下
の
論
文
に
見
ら
れ
る
。
』
・
国
骨
の
日
』
Ｐ
〃
●
シ
、
□
の
庚
討

：
吋
出
Ｐ
曰
巳
巨
口
、
関
口
廓
Ｃ
ｐ
Ｐ
］
葺
壁
》
（
」
ｃ
『
『
）
雪
旨
胆
旦
の
吋
ゆ
く
ｏ
肘
切
目
日
の
曰
巨
曰
』
回
付
函
呼
ご
Ｎ
ロ
ロ
、
の
目
目
『
曰
毒
の
。
域
の
：
、
斤
○
目
員
同
■
自
陣
貝
営
の
口

頭
四
目
ロ
の
」
ロ
、
】
司
司
■
己
庁
昏
尋
Ｐ
豈
戸
后
匿
・

（
妬
）
白
・
国
ゆ
ず
の
Ｈ
Ｂ
ｍ
ｍ
・
弓
鹿
山
・
国
。
．
】
．
ｍ
・
閏
塵
・
㈱
一
五
頁
。

（
”
）
』
・
国
農
の
貝
目
の
》
弓
園
山
》
巴
」
》
の
．
］
圏
．
⑫
一
一
一
一
一
一
一
頁
。

（
犯
）
』
・
田
呂
の
司
日
；
貝
国
》
田
」
》
ｍ
・
畠
酊
・
閉
二
一
一
頁
。
な
お
、
以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
皀
困
》
国
。
」
．
ｍ
・
韻
‐
『
』
』
崖
‐
』
巴
・
山
二
五

グー氏

２４
珸一グ

ノー、

２３
、－グ

グー、

２０
、-〆

グー、〆￣、

１９１８
、＝グ、＝'

目
日
ロ
】
ロ
ロ
ロ
の
］
【
、
貝
・
Ｑ
Ｈ
ｐ
ｐ
ｇ
］
の
、
ロ
ロ
ｍ
Ｎ
ｐ
Ｈ
旨
の
Ｂ
ロ
ゴ
］
の
諄
已
周
囲
言
の
厚
甘
町
雪
「
の
吋
歸
口
巨
、
、
回
す
の
旨
后
因
口
の
。
〈
百
ｍ
ｍ
・
『
◎
口
二
「
・

一
二
の
】
、
ロ
ゴ
の
：
］
）
・
田
イ
ロ
ロ
算
舜
】
ヨ
ト
・
因
□
旨
・
印
・
巴
・
篠
田
英
雄
「
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
一
○
一
一
一
頁
（
但
し
、

口
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
画
『

訳
文
変
更
）
。

）
［
画
●
禺
三
の
す
の
昴
回
・
回
．
。
・
・
の
。
】
函
・
前
掲
邦
訳
書
、
四
一
頁
。

ご
ｍ
］
・
言
Ｏ
］
荷
目
、
、
。
已
巨
。
尊
の
円
》
言
の
凰
沖
臼
げ
の
騨
目
』
ぐ
の
日
ロ
ョ
ｏ
１
目
、
⑪
の
昏
岸
，
画
ｐ
Ｈ
ロ
ぐ
の
昌
巴
←
日
切
『
０
口
ご
『
】
、
②
の
曰
切
：
ロ
津

ロ
目
句
ｏ
］
葺
丙
す
＆
旨
口
滉
言
の
す
の
Ｈ
》
甘
“
○
の
円
の
》
国
ｇ
】
。
□
、
］
】
切
目
ロ
⑪
：
円
三
の
］
号
の
豈
の
月
、
呂
目
頤
同
日
曰
嵐
巨
暮
Ｐ
富
・
］
⑪
雪
・
住
谷

一
彦
・
樋
口
辰
夫
訳
『
価
値
自
由
と
責
任
倫
理
』
未
来
社
、
一
九
八
四
年
。

旨
ｐ
Ｈ
三
８
の
局
・
Ｐ
Ｐ
Ｃ
・
》
の
。
】
・
邦
訳
醤
、
八
頁
。

缶
・
Ｐ
Ｃ
》
、
。
］
苧
』
←
・
同
上
、
四
一
一
頁
。

ぐ
ぬ
］
・
門
・
‐
。
シ
己
の
］
・
巴
臣
壹
凰
９
の
房
】
、
○
ず
の
ぐ
の
日
ロ
ロ
洋
弓
。
。
、
汀
巴
の
四
ｍ
目
閂
国
君
の
。
可
ロ
陸
Ｏ
Ｂ
Ｐ
冨
騨
ロ
ヨ
の
Ｈ
ｍ
８
の
拭
の
ロ
ロ
．

ご
ｍ
』
，
門
・
○
・
シ
ロ
の
』
》
Ｐ
Ｐ
・
○
・
一
ｍ
・
患
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（
躯
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
世
界
像
の
発
展
論
理
の
再
織
成
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
に
際
し
て
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
研
究
に
依
拠
し
て
い

る
。
く
い
］
・
男
国
・
巴
・
】
・
の
．
】
量
・
山
一
○
七
頁
。

（
皿
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
世
界
像
の
合
理
化
の
「
内
的
要
因
」
と
「
外
的
要
因
」
を
区
別
し
た
上
で
、
両
者
の
関
係
を
見
て
い
く
べ
き
こ
と
を
主

張
す
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
彼
は
、
主
と
し
て
倫
理
的
次
元
で
合
理
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
、
認
知
的
次
元
で
合
理
化
さ

れ
た
ギ
リ
シ
ャ
的
思
考
と
い
う
二
つ
の
世
界
像
の
西
洋
（
中
世
）
に
お
け
る
生
産
的
な
出
会
い
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
弓
穴
餌
国
。
。
】
．

ｌ
七
○
頁
、
一
二
○
－
一
五
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

〈
羽
）
ち
な
み
に
、
本
稿
で
は
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
は
、
彼
自
身
の
い
わ
ゆ
る

「
社
会
的
進
化
の
理
論
」
の
構
想
に
立
脚
し
て
い
る
。
ピ
ァ
ジ
ェ
や
コ
ー
ル
バ
ー
ク
に
一
お
け
る
個
人
の
（
個
体
発
生
上
の
）
認
識
や
道
徳
の

「
発
展
段
階
」
論
が
そ
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
社
会
的
進
化
の
理
論
は
、
そ
の
よ
う
な
個
体
発
生
と
系
統
発
生
の
相
同
性
の
想
定
に
基
づ
き
、

「
発
展
の
論
理
と
発
展
の
力
学
」
な
い
し
「
進
化
と
歴
史
」
と
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者
の
普
遍
性
を
唱
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
も
、
類
型
論
的
手
法
を
用
い
た
比
較
文
化
史
の
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
、
合
理
化
論
の
普
遍
史
的
な
認
識
要
求

に
引
き
つ
け
て
理
解
し
て
い
く
傾
向
が
強
い
。
そ
の
点
で
は
、
彼
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
は
、
ペ
ン
デ
ィ
ッ
ク
ス
や
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ル
で
は
な
く
、

テ
ル
プ
ル
ッ
ク
や
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
の
解
釈
に
近
い
。
ぐ
、
」
・
句
凰
の
Ｐ
ｕ
◎
ず
四
・
弓
の
ロ
ケ
日
◎
澪
》
、
回
、
三
曾
涛
の
旨
ｐ
Ｈ
三
８
日
、
》
旨
叱
【
巴
口
の
ｎ

国
の
】
蕨
。
胃
】
津
冨
吋
の
。
凰
○
』
○
ｍ
旨
目
旦
、
。
旨
］
己
切
］
９
０
ｍ
】
の
『
三
巳
狩
：
ｍ
ｍ
Ｃ
已
巨
：
言
い
ロ
の
国
ロ
ョ
】
。
汚
］
目
的
：
⑩
○
百
匙
の
具
口
］
の
ロ

幻
日
』
Ｃ
己
』
、
目
巨
⑪
》
厚
日
民
旨
凰
Ｐ
富
・
］
雪
。
．

（
釦
）
東
洋
お
よ
び
西
洋
の
世
界
像
の
合
理
性
潜
在
力
の
図
式
的
な
比
較
と
特
徴
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ぐ
、
』
・
白
・
国
：
曾
日
；
》
貝
四
》
巴
・
←

の
・
遷
麗
山
二
九
五
頁
。

ｍ
・
函
置
・
山
二
九
一
一
一
頁
。
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（
認
）
ぐ
函
］
・
ロ
・
国
：
Ｑ
『
曰
；
皀
国
）
巴
」
》
の
．
曽
民
・
山
一
一
一
○
二
頁
以
下
。

（
狐
）
ぐ
、
］
白
・
国
：
の
目
〕
５
ｓ
与
民
・
国
」
」
．
、
．
ｇ
農
・
山
一
一
一
○
四
頁
以
下
。

（
錨
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
研
究
と
彼
の
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
」
。
ｇ
目
の
、
二
「
旨
汽
の
］
Ｂ
Ｐ
目
〈
四
吋
、
、
．
）
》
目
の

勺
Ｈ
ｏ
〔
の
切
厨
口
一
】
の
○
ず
の
固
守
〕
丙
目
出
目
の
レ
ロ
貯
口
（
園
、
ロ
ロ
〕
目
百
口
、
一
目
弓
甘
、
の
ロ
］
・
忠
》
：
３
》
□
尉
勺
司
○
芹
の
、
冨
員
］
、
。
戸
の
国
菩
】
歸
円
汕
閑
風
‐

一
時
の
ｐ
ｇ
９
シ
日
時
臥
一
時
の
ロ
．
ご
旨
を
参
照
。
邦
訳
と
し
て
、
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ィ
ズ
ス
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』

岩
波
文
庫
、
そ
の
他
が
あ
る
。

（
鉛
）
白
・
国
：
日
日
口
印
・
男
西
》
の
・
匿
口
山
一
一
一
一
七
頁
。

（
釘
）
』
・
国
号
の
Ｈ
Ｂ
ｍ
ｍ
》
男
困
・
の
・
置
戸
山
一
一
一
一
九
頁
。

（
銘
）
』
・
出
回
す
の
ｑ
ｐ
ｐ
ｍ
・
国
ロ
百
一
の
円
く
」
の
ミ
ロ
〕
詳
三
の
旱
ご
い
の
津
困
の
ぐ
】
の
劃
『
》
】
。
“
ｇ
の
Ｈ
⑩
毫
口
」
の
口
の
色
の
ご
ロ
ご
す
円
巴
Ｃ
斉
屋
」
◎
ず
岸
の
】
←
》
国
司
色
目
屋
ロ
ュ

Ｐ
ｇ
・
后
爵
．
ｍ
・
圏
酉
・

（
鍋
）
』
・
出
呂
の
同
日
Ｐ
ｍ
・
弓
戸
四
『
国
Ｑ
」
》
の
・
雪
Ｐ
山
一
一
一
○
一
一
頁
。

（
蛆
）
』
，
出
§
の
同
日
Ｐ
⑪
》
曰
汽
四
・
国
９
．
】
》
の
．
曽
の
．
⑫
三
○
一
一
一
－
八
頁
。

（
ｕ
）
ご
咽
］
，
］
・
国
呂
の
Ｈ
Ｂ
Ｐ
ｍ
》
曰
汽
国
》
因
』
・
函
》
の
．
ニ
ミ
ー
屋
・
巴
の
ト
ヨ
『
す
の
、
．
、
．
←
圏
》
留
函
・
的
二
八
二
－
一
一
一
一
一
四
、
一
一
一
五
一
一
一
－
一
一
一
八
一
頁
、

特
に
一
一
八
九
－
二
九
○
、
一
一
一
八
五
頁
を
参
照
。

（
妃
）
ぐ
ぬ
］
・
』
・
国
伍
す
の
貝
已
■
の
．
句
Ｐ
云
冨
凰
威
一
目
ロ
ロ
○
の
］
目
ロ
四
国
の
」
す
陣
、
の
凶
日
Ｃ
】
印
斉
目
⑪
旨
の
。
回
の
Ｐ
の
、
幻
の
◎
ず
前
ロ
ロ
ロ
ロ
の
⑪

：
ロ
〕
○
斤
Ｈ
ｇ
肘
○
す
の
口
因
の
Ｃ
亘
の
⑩
冒
口
厨
一
句
吋
口
邑
寓
ロ
鳳
口
・
冨
・
］
＄
函
》
ず
①
の
・
の
。
ｇ
南
・

（
鯛
）
ぐ
、
一
・
］
・
国
ゆ
ず
の
Ｈ
ｇ
、
⑪
》
巨
。
Ｂ
』
す
の
弱
日
日
⑰
の
旨
巨
曰
口
澪
Ｃ
Ｈ
日
口
目
】
【
ｇ
茸
の
⑪
西
目
：
］
ロ
・
可
田
口
匡
巨
蔦
Ｐ
冨
・
乞
缶
一
旦
の
Ｈ
、
亨
固
Ｈ
］
宵
‐

←
の
司
巨
己
函
の
ロ
園
巨
門
口
厨
弄
日
切
の
昏
涛
曹
司
門
Ｐ
目
罠
口
風
Ｐ
二
戸
』
③
巴
．


