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紹

介

と

批

評

八
六

（
三
五
回）

橋

郎

著

『
手
形
行
為
論』

手
形
と
い
う
も
の
は、

発
達
し
た

取
引
社
会
に

お
け
る

商
業
の
用
具
で
あ

り、

緊
密
に
組
織
化
な
い
し
は
連
結
せ
ら
れ
て
い
る
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お

い
て、

そ
れ
自
体
が
一

個
の
客
観
的
価
値
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
流
通
す
べ

き

こ
と
が
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る。

人
格
者
聞
に
お
け
る
取
引
に
お
い
て
は、

そ
の
取
引
の
主
体
の
意
思
が
当
該

取
引
の
駆
動
力
で
あ
り、

そ
の
点、

取
引
の
用
具
と
し
て
手
形
を
用
い
る
場
合

に
お
い
て
も、

手
形
取
引
の
根
拠
が
当
事
者
の
意
思
に
存
す
る
こ
と
に
つ

き
差

異
は
あ
り
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら、

手
形
が、

原
則
と
し
て
そ
れ
自
体
は
取
引
の
目
的
で
は
な

く
取
引
の
用
具
で
あ
る
こ
と、

そ
し
て
本
来
流
通
の
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら、

手
形
関
係
を
規
制
す
る
手
形
法
は
一

般
取
引
か
ら
の
特
殊
性
を
そ
の
中
に

含
ん
で
い
る。

そ
の
こ
と
が、

手
形
法
の
解
釈
学
に
お
い
て、

種
々
の
対
立
・

困
難
を
生
来
す
る
一

つ
の
原
因
を
な
し
て
居
り、

し
か
も、

そ
れ
ら
の
対
立
の

多
く
は、

手
形
関
係
の
本
質
に
対
す
る
理
解
の
差
か
ら
派
生
し
て
居
る
も
の
で

あ
っ
て、

個
別
的
な
条
規
の
理
解
の
差
異
に
つ
い
て

議
論

を
く
り
か
え
し

て

も、

根
本
的
な
解
決
に
歩
を
進
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得
る。

む
し
ろ、

手
形
理
論
の
定
立
に
よ
っ
て、

演
緯
的
に
法
文
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ



と
が
、
問
題
を
進
め
る
の
に
資
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
．
ヤ
コ
ビ
の
「
権

利
外
観
理
論
」
が
、
そ
の
後
の
手
形
法
学
！
な
か
ん
ず
く
手
形
法
解
釈
学

ー
に
深
甚
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
一
例
で
あ
る
．

　
小
橋
一
郎
教
授
の
「
手
形
行
為
論
」
は
、
「
手
形
行
為
が
手
形
関
係
を
成
り

立
た
し
め
る
基
礎
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
、
手
形
法
の
基
礎
理
論
と
い
う
つ
も

り
で
あ
る
」
と
冒
頭
に
著
者
の
述
べ
る
ご
と
く
、
先
ず
著
者
の
手
形
理
論
を
提

示
し
、
さ
ら
に
そ
の
理
論
に
従
つ
て
今
日
手
形
法
の
解
釈
上
重
大
な
対
立
を
生

じ
て
い
る
諸
問
題
に
対
し
、
著
者
独
自
の
解
決
を
示
し
て
行
く
と
い
う
構
成
を

と
る
。
こ
の
よ
う
に
体
系
的
詳
密
な
研
究
は
、
一
つ
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
異
な

つ
た
立
場
が
じ
つ
と
対
峙
し
て
い
る
よ
5
に
も
見
え
か
ね
な
い
今
日
の
手
形
法

学
に
対
し
、
大
き
な
波
紋
を
投
ぜ
ず
に
は
置
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
だ
け
で
も
、
本
書
は
待
た
れ
た
書
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
本
書
は
よ
う

や
く
学
界
の
固
定
観
念
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
形
式
尊
重
主
義
1
あ
る
い
は

も
つ
と
端
的
に
「
権
利
外
観
理
論
」
ー
に
対
す
る
精
細
な
批
判
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
手
形
法
学
の
進
ん
で
来
た
方
向
に
対
す
る
反
省
を

与
え
た
こ
と
に
よ
つ
て
も
、
今
日
そ
の
意
義
は
特
に
大
き
い
も
の
と
い
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

　
私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
著
者
の
論
述
の
随
所
に
疑
問
を
抱
い
た
。
そ
の

中
に
は
、
著
者
の
根
本
的
な
理
論
に
対
す
る
異
見
も
含
ま
れ
る
．
し
か
し
な
が

ら
、
浅
学
非
才
な
後
学
に
と
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
理
論
に
つ
き
教
示

を
得
．
か
つ
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
稀
な
贈
り
物
を
得
た
に
ひ
と
し
く
、

先
ず
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
り
、
は
じ
め
に
、
私
が
納
得
で
き
な
か
つ
た
と
こ

　
　
　
紹
介
と
批
評

ろ
の
著
書
の
二
つ
の
基
本
的
立
場
に
つ
き
ふ
れ
て
置
き
た
い
。
い
5
ま
で
．
も
な

く
、
こ
れ
か
ら
私
の
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
一
つ
の
異
な
つ
た
立
場
の

表
明
に
過
ぎ
ず
．
著
者
の
見
解
に
対
す
る
論
駁
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
本
書
の
記
述
に
対
す
る
疑
間
を
提
示
し
て
行
こ
う
と
す
る
に
あ
た
り
、
あ

ら
か
じ
め
著
者
の
基
本
的
立
場
に
対
す
る
私
な
り
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
し
て

置
く
こ
と
は
、
か
え
つ
て
紹
介
者
と
し
て
の
礼
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
と
信
ず

る
か
ら
で
あ
る
。

　
著
者
の
基
本
的
な
立
場
の
第
一
は
、
法
律
の
規
定
は
、
当
事
者
の
意
思
あ
る

い
は
通
常
有
す
る
で
あ
ろ
う
意
思
を
根
拠
と
し
．
そ
れ
を
意
思
の
基
準
と
し
て

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
法
規
は
、
手
形
に
お
け
る

当
事
者
の
意
思
活
動
の
平
均
値
を
基
礎
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
に
期
待
し
う

る
基
準
を
示
し
う
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
越
え
て
意
思
活
動
を
制
約
し
拡
張

す
べ
き
理
由
を
も
可
能
性
を
も
有
し
な
い
」
（
二
頁
）
し
、
「
意
思
の
存
在
を
予

想
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
私
法
法
規
は
存
在
し
え
な
い
し
、
意
思
の
存
在
を
期
待

し
え
な
い
と
こ
ろ
に
私
法
法
規
が
意
思
を
創
造
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」

（
一
頁
－
二
頁
）
か
ら
、
手
形
理
論
に
お
い
て
手
形
関
係
の
当
事
者
の
意
思
を
軽

視
す
る
近
時
の
傾
向
に
対
し
て
、
「
手
形
関
係
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
の
基

準
と
し
て
の
み
法
規
範
た
る
手
形
法
の
考
察
か
ら
、
当
事
者
の
意
思
を
抜
き
去

る
こ
と
に
よ
つ
て
．
何
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
．
手
形
の
流
通
の

保
護
、
取
引
の
安
全
、
そ
う
い
つ
た
合
い
言
葉
は
、
手
形
法
規
の
本
質
を
何
一

つ
説
明
せ
ず
、
た
だ
手
形
法
規
の
適
用
の
結
果
を
あ
る
観
点
か
ら
眺
め
た
描
写

た
る
に
と
ど
ま
る
」
（
三
頁
－
四
頁
）
と
批
判
を
加
え
る
。

　
そ
し
て
右
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
手
形
行
為
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
三
五
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

を
．
「
概
ね
手
形
上
の
義
務
の
負
担
を
内
容
と
し
て
含
む
」
（
二
二
頁
）
と
し
て

把
握
す
る
に
あ
た
り
、
裏
書
人
の
担
保
責
任
が
法
定
責
任
で
あ
る
と
す
る
立
場

に
対
し
て
の
、
「
裏
書
人
な
い
し
為
替
手
形
の
振
出
人
の
担
保
責
任
が
法
律
に

よ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
た
だ
ち
に
か
か
る
担
保
責
任
の
負
担

が
手
形
行
為
者
の
意
思
と
ま
つ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
解
し
、
こ
の
こ
と
か

ら
、
手
形
行
為
を
手
形
債
務
の
負
担
を
目
的
と
す
る
行
為
と
解
す
る
説
を
非
難

し
、
手
形
行
為
を
内
容
か
ら
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
の

は
不
当
で
あ
る
。
手
形
取
引
に
お
け
る
当
事
者
の
意
思
が
本
体
と
し
て
存
在
し

な
け
れ
ば
、
か
か
る
責
任
を
法
律
が
規
定
し
う
る
根
拠
が
な
い
」
と
す
る
批
判

と
な
り
、
ま
た
例
え
ば
抗
弁
切
断
の
法
理
が
、
譲
渡
当
事
者
間
に
お
い
て
人
的

関
係
を
捨
象
し
た
抽
象
的
債
権
の
み
を
移
転
す
る
意
思
表
示
が
な
さ
れ
、
そ
の

効
果
と
し
て
、
手
形
行
為
の
抽
象
性
か
ら
当
然
に
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

し
．
法
律
が
手
形
債
権
の
抽
象
性
を
創
造
す
る
も
の
で
は
な
く
「
抽
象
性
が
実

体
と
し
て
存
在
し
、
そ
れ
が
一
般
に
欲
せ
ら
れ
、
そ
の
ゆ
え
に
何
人
も
そ
れ
を

欲
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
き
に
、
法
律
は
抽
象

性
を
定
め
う
る
も
の
で
あ
る
」
（
二
五
〇
頁
）
と
し
て
、
ヤ
コ
ビ
の
所
論
に
対
し

「
し
か
し
か
か
る
取
扱
を
法
律
が
定
め
る
と
き
は
、
通
常
の
場
合
に
は
そ
の
意

思
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
法
律
の
根
拠
は
ま
さ
に
こ
こ
に
存
す
る
の

で
あ
つ
て
、
当
事
者
の
意
思
は
法
律
の
根
拠
で
あ
り
、
解
釈
学
も
ま
た
こ
れ
を

述
べ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
誤
れ
る
方
法
と
い
う
な
ら
ば
、
正
当

な
方
法
を
見
い
だ
す
す
べ
を
知
ら
ず
、
こ
れ
を
現
在
ま
す
ま
す
放
棄
せ
ら
れ
つ

つ
あ
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
．
解
釈
学
が
本
来
の
道
を
は
ず
れ
つ
つ
あ

る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
断
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八
　
　
　
（
三
五
六
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
法
規
の
解
釈
に
お
い
て
直
接
に
問
題
と
な
る
の
は
、
立
法

者
が
そ
の
法
文
に
与
え
た
意
味
、
す
な
わ
ち
立
法
者
の
意
思
で
あ
る
と
私
は
思

う
。
法
規
の
制
定
に
際
し
て
は
、
立
法
者
に
よ
り
、
錯
綜
す
る
諸
価
値
の
中
か

ら
ひ
と
つ
の
選
択
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
定
立
さ
れ
る
．
法
解
釈
と
は
、
そ
の
よ

う
に
立
法
者
に
よ
り
選
択
・
定
立
さ
れ
た
価
値
の
再
発
見
の
仕
事
で
は
な
か
ろ

う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
規
制
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
或
る
特
定
の
行
為
に

お
け
る
、
行
為
当
事
老
の
通
常
有
す
る
で
あ
ろ
う
意
思
は
、
立
法
の
材
料
と
し

て
は
重
要
な
価
値
を
有
す
る
．
し
か
し
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
立
法
の
材
料
で

あ
り
、
且
つ
、
衡
平
・
公
序
・
取
引
の
安
全
と
い
つ
た
諸
価
値
と
立
法
の
材
料

と
い
う
面
で
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
或
る
特
定
の
行
為
の
当
事
者
た
る
も
の

す
べ
て
が
、
確
定
的
に
ひ
と
つ
の
意
思
を
有
し
て
い
て
も
、
な
お
法
が
そ
れ
を

法
に
内
在
す
べ
き
理
念
に
従
つ
て
合
目
的
的
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
は
充
分
に

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
遣
る
の
は
法
の
実
効
性
の
問
題
の
み
で
あ
つ
て
、
規

制
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
行
為
の
当
事
者
の
意
思
が
当
然
に
実
定
法
の
根
拠
と

な
る
と
す
る
こ
と
は
肯
定
で
き
な
い
。
法
規
の
中
に
は
、
当
事
者
の
意
思
が
そ

の
ま
ま
採
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
、
法
理
念
が
当
該
行

為
の
当
事
者
の
意
思
に
対
す
る
指
導
的
規
制
を
加
え
て
い
る
も
の
も
あ
り
え
て

よ
い
。
そ
し
て
、
後
者
の
ご
と
き
も
の
が
現
行
法
で
あ
つ
た
場
合
、
当
事
者
の

意
思
の
大
多
数
が
そ
れ
に
合
一
す
る
こ
と
は
、
法
の
実
効
性
の
問
題
で
あ
つ

て
、
決
し
て
法
の
根
拠
の
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
著
者
の
基
本
的
立
場
の
第
二
は
、
有
価
証
券
上
の
意
思
表
示
を
な
す
に
は
、

表
意
者
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
表
示
が
相
手
方
の
意
思
に
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
、
「
証
券
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
」



（
八
七
頁
、
傍
点
評
者
）
と
す
る
ド
グ
マ
に
あ
る
。

　
右
の
基
本
的
立
場
か
ら
、
「
手
形
行
為
の
要
物
性
と
い
う
こ
と
は
、
手
形
上

の
意
思
表
示
が
手
形
証
券
の
交
付
に
よ
つ
て
相
手
方
の
意
思
に
よ
り
受
け
取
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
以
外
何
も
意
味
し
な
い
」
（
六
六
頁
）
と
し
、
有
価
証
券
に
つ

い
て
の
、
証
券
上
の
権
利
の
行
使
に
証
券
が
必
要
な
も
の
と
す
る
通
説
的
定
義

に
対
し
て
、
「
そ
れ
は
所
詮
証
券
の
一
つ
の
機
能
に
す
ぎ
な
い
。
証
券
に
か
か

る
機
能
が
与
え
ら
れ
る
基
礎
に
、
よ
り
本
質
的
な
現
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
現
象
に
有
価
証
券
の
本
質
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九

四
頁
）
と
批
判
す
る
．
そ
し
て
、
有
価
証
券
の
本
質
は
、
「
行
為
者
の
意
思
が
記

載
せ
ら
れ
、
行
為
者
の
意
思
に
従
い
行
為
者
の
意
思
を
担
つ
て
転
々
し
、
債
権

や
社
員
権
を
動
産
の
ご
と
く
流
通
せ
し
め
る
こ
と
に
存
」
し
、
「
証
券
が
権
利

の
証
明
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
、
有
価
証
券
の
か
か
る
本
質
か
ら
の
一

つ
の
派
生
現
象
に
す
ぎ
な
い
」
「
し
た
が
つ
て
権
利
の
行
使
に
証
券
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
証
券
上
の
義
務
の
発
生
に
証
券
の
交
付
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
務
の
発
生
の
後
に
証
明
手
段
た
る

証
券
を
交
付
す
る
こ
と
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
．
そ
う
で
な
く
て
意
思
が
証
券

上
に
記
載
せ
ら
れ
、
自
由
に
譲
渡
し
う
る
意
思
と
し
て
ま
ず
直
接
の
相
手
方
と

の
意
思
関
係
を
生
ず
る
た
め
に
、
証
券
の
交
付
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
．
私
に
と
つ
て
は
、
意
思
表
示
と
証
券
交
付
と
の
結
び
つ
き

が
何
か
ら
生
ず
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
る
。
手
形
行
為

の
要
物
性
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
手
形
上
の
意
思
表
示
の
成
立
に
証
券
の
交

付
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
ろ
う
が
、
有
価
証
券
上
の
意
思
表
示
に
限
つ
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て
特
に
そ
の
よ
う
な
取
扱
を
受
け
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も

問
題
で
は
な
か
つ
た
か
。
意
思
表
示
が
相
手
方
に
到
達
す
る
た
め
に
当
然
に
証

券
交
付
を
要
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
。
或
る
特
定
の
目
的
に
従
つ
て
、
有
価
証

券
上
の
意
思
表
示
に
つ
ぎ
そ
れ
が
証
券
に
よ
る
べ
き
旨
実
定
的
に
限
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
探
究
が
問
題
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
か
。
と
す
れ

ぽ
、
有
価
証
券
に
お
い
て
は
そ
の
機
能
的
価
値
こ
そ
が
本
質
で
あ
つ
て
、
そ
の

こ
と
か
ら
有
価
証
券
上
の
行
為
の
要
物
性
が
「
派
生
」
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
立
場
で
は
、
有
価
証
券
上
の
権
利
は
、
本
来
債
権
あ
る
い
は
社
員
権

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
物
権
的
な
方
法
で
流
通
す
べ
く
予
定
さ
れ

て
い
る
た
め
に
、
当
然
に
権
利
の
発
生
行
為
に
証
券
交
付
が
要
求
さ
れ
る
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
者
あ
る
い
は
証
券
発
行
者
の
意
思
が
証
券
に
担
わ
れ
て

第
三
者
に
到
達
す
る
と
、
そ
こ
で
債
務
老
と
証
券
転
得
者
と
の
間
に
意
思
表
示

が
成
立
し
、
直
接
に
法
律
関
係
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
．
こ

こ
で
は
、
証
券
は
、
発
行
者
の
意
思
の
担
い
手
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
こ
と
は
、
機
能
的
意
義
を
は
な
れ
て
は
、
私
に
と
つ
で
文
言
証
券
性
の
問
題

以
外
で
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
は
、
本
文
四
章
お
よ
び
「
は
じ
め
に
」
「
む
す
び
」
よ
り
成
る
。

　
第
一
章
の
「
手
形
行
為
の
概
念
」
に
お
い
て
は
、
手
形
行
為
を
そ
の
実
質
に

お
い
て
統
一
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
手
形
法
自
体
の
解
釈
に
の
み
な
ら
ず
、

法
律
行
為
に
関
す
る
一
般
的
規
定
が
ど
こ
ま
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
手
形
行
為

に
つ
い
て
適
用
せ
ら
れ
る
か
を
知
る
こ
と
に
役
立
ち
、
且
つ
、
手
形
行
為
に
共
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通
の
本
質
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
法
律
行
為
に
お
け
る
意
思
に
着
目
す
れ
ぽ
実
質

的
な
概
念
の
定
立
が
可
能
で
あ
る
と
し
、
手
形
行
為
を
手
形
上
の
法
律
関
係
を

発
生
せ
し
め
る
要
件
た
る
法
律
行
為
と
定
義
す
る
（
八
頁
1
一
六
頁
）
。

　
第
二
章
の
「
手
形
行
為
の
成
立
」
に
お
い
て
は
、
先
ず
．
意
思
表
示
理
論
に

お
け
る
ド
イ
ッ
普
通
法
以
来
の
学
説
を
吟
味
し
、
意
思
主
義
と
表
示
主
義
の
論

争
を
、
意
思
表
示
を
以
て
「
表
示
に
つ
ら
な
る
意
思
活
動
と
い
う
よ
う
に
把
え

る
か
表
示
と
い
う
点
だ
け
で
捉
え
る
か
」
　
の
対
立
と
し
て
把
握
す
る
。
そ
し

て
、
「
法
は
決
し
て
表
示
と
い
う
点
だ
け
に
お
い
て
意
思
表
示
を
と
り
上
げ
る

も
の
で
は
な
」
く
、
本
来
、
意
思
表
示
に
よ
つ
て
「
表
意
者
の
意
思
は
相
手
方

の
意
思
に
伝
わ
り
、
表
意
者
と
相
手
方
と
の
間
に
意
思
関
係
が
生
ず
る
」
の
で

あ
つ
て
、
意
思
と
表
示
と
の
不
一
致
の
場
合
に
お
い
て
も
、
「
表
意
者
の
側
に

そ
の
表
示
の
存
在
に
つ
い
て
帰
責
事
由
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
意
思
の
働
き
が
あ

る
と
き
に
、
表
示
に
相
応
す
る
意
思
を
内
容
と
す
る
意
思
表
示
が
あ
つ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
つ
て
．
い

か
な
る
場
合
に
か
か
る
取
扱
が
認
め
ら
れ
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
か
を
定
め
る
の

が
、
意
思
と
表
示
と
の
不
一
致
の
場
合
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
り
」
、
い

わ
ゆ
る
意
思
主
義
が
決
し
て
表
示
に
お
い
て
相
手
方
と
の
関
係
を
惹
起
す
る
面

を
看
過
す
る
も
の
で
な
い
点
を
指
摘
す
る
。

　
意
思
表
示
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
意
思
関
係
は
表
意
者
の
表
示

が
相
手
方
の
意
思
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
相
手
方

が
表
示
を
了
知
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
し

て
、
民
法
が
隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
は
そ
の
通
知
が
相
手
方
に
到
達
し
た

時
か
ら
効
力
を
生
ず
る
と
規
定
す
る
の
は
、
到
達
が
一
般
に
相
手
方
に
お
い
て
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通
常
了
知
し
う
べ
き
状
態
を
生
ず
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
も

し
到
達
と
了
知
と
が
く
い
違
う
場
合
に
は
、
了
知
に
よ
つ
て
成
立
し
た
意
思
表

示
に
お
い
て
そ
の
効
力
発
生
時
点
を
到
達
ま
で
遡
及
せ
し
め
る
と
い
う
趣
旨
で

あ
る
と
解
す
る
。
ま
た
、
民
法
五
二
六
条
の
規
定
は
、
同
様
に
、
承
諾
の
意
思

表
示
を
申
込
者
が
受
け
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
契
約
成
立
の
時
期
を
承
諾
の

通
知
を
発
し
た
時
点
に
遡
ら
し
め
た
も
の
と
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
す

る
．
右
の
ご
と
き
理
解
は
、
意
思
表
示
の
本
質
か
ら
し
て
ま
さ
に
正
当
な
考
察

態
度
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
夙
に
わ
が
神
戸
寅
次
郎
博
士
が
そ
の
承

諾
論
に
お
い
て
精
細
な
研
究
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
学

界
が
不
当
に
ネ
グ
レ
ク
ト
し
て
来
た
点
で
あ
り
、
著
者
の
見
解
に
最
も
敬
意
を

表
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
右
の
意
思
表
示
理
論
は
そ
の
ま
ま
手
形
上
の
意
思
表
示
に
も
妥
当

す
る
と
し
て
．
次
に
手
形
理
論
の
諸
学
説
を
詳
細
に
吟
味
す
る
。
そ
し
て
、
手

形
行
為
の
成
立
に
手
形
証
券
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
手
形
上
の
意
思
表

示
が
成
立
し
効
力
を
生
ず
る
た
め
に
の
み
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
契
約

説
・
創
造
説
の
諸
学
説
を
そ
れ
ぞ
れ
批
判
す
る
。

　
さ
ら
に
、
手
形
の
交
付
に
よ
つ
て
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
手
形
行
為
の
性
質
に

つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
通
説
が
各
個
の
手
形
行
為
に
つ
き
そ
の
性
質
を
決
定
す

べ
ぎ
も
の
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
統
一
的
に
定
め
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ

が
契
約
で
あ
る
と
す
る
。
問
題
と
な
る
為
替
手
形
の
引
受
に
つ
い
て
は
次
の
如

く
い
う
。
「
引
受
人
は
、
引
受
に
お
い
て
手
形
所
持
人
に
対
し
て
手
形
上
の
意

思
表
示
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
思
表
示
は
、
呈
示
者
が
手
形
所
持
人
で

あ
れ
ば
、
こ
の
者
に
対
す
る
手
形
の
返
還
に
よ
つ
て
こ
の
者
の
意
思
に
達
す



る
。
こ
の
手
形
所
持
人
か
承
諾
の
意
思
を
有
す
れ
ば
、
そ
こ
に
引
受
と
い
う
法

律
行
為
が
完
成
す
る
。
こ
の
法
律
行
為
は
契
約
で
あ
る
と
い
い
う
る
．
」
そ
し

て
、
手
形
行
為
一
般
に
つ
い
て
、
「
手
形
上
の
意
思
表
示
が
手
形
の
交
付
に
ょ

つ
て
相
手
方
に
達
し
、
相
手
方
が
承
諾
の
意
思
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立

す
る
契
約
で
あ
る
」
と
定
義
づ
け
る
の
で
あ
る
．

　
し
か
し
な
が
ら
、
承
諾
の
意
思
そ
の
も
の
は
意
思
表
示
以
外
の
内
心
的
事
実

で
あ
つ
て
決
し
て
意
思
表
示
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
単
独

行
為
と
異
な
り
意
思
表
示
を
受
領
し
た
相
手
方
が
承
諾
の
意
思
を
有
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
も
承
諾
の
意
思
表
示
を
な
す
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
が

あ
る
。
契
約
の
典
型
的
な
も
の
の
よ
う
に
承
諾
の
意
思
表
示
を
必
要
と
す
る
の

で
は
な
い
が
、
か
か
る
場
合
も
な
お
契
約
と
称
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し

て
、
民
法
五
二
六
条
二
項
お
よ
び
懸
賞
広
告
の
例
を
挙
げ
る
が
、
私
は
異
見
を

抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
法
律
行
為
は
、
法
律
要
件
の
う
ち
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
点
に
着
目
し
て

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
中
に
意
思

表
示
以
外
の
組
成
分
子
を
含
ま
な
い
と
い
う
意
味
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
た
と
え

ば
、
い
わ
ゆ
る
要
物
契
約
に
お
い
て
は
、
意
思
表
示
以
外
に
物
の
占
有
の
移
転

と
い
う
事
実
が
そ
の
組
成
分
子
と
な
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
律

要
件
た
る
法
律
行
為
の
う
ち
．
数
個
の
意
思
表
示
の
合
致
を
要
素
と
す
る
も
の

を
契
約
と
定
義
づ
け
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
独
行
為
と
称
ば
れ
る
も
の

は
、
法
律
行
為
の
要
素
た
る
意
思
表
示
が
単
独
で
な
さ
れ
て
い
る
点
に
だ
け
着

目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
一
個
の
意
思
表
示
と
そ
の
他
の
事
実
と
を
組

成
分
子
と
す
る
も
の
も
依
然
と
し
て
単
独
行
為
で
あ
る
。
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民
法
五
二
六
条
二
項
の
意
味
は
、
契
約
に
お
い
て
、
申
込
者
の
特
別
の
意
思

表
示
又
は
取
引
上
の
慣
習
に
よ
り
、
契
約
の
要
素
た
る
承
諾
の
意
思
表
示
が
通

知
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
承
諾
の
意
思
表
示
と
認

む
べ
き
事
実
に
よ
つ
て
契
約
の
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
つ

て
．
承
諾
の
意
思
表
示
そ
の
も
の
を
不
要
と
す
る
特
約
又
は
慣
習
を
認
め
る
も

の
で
は
な
い
。
と
と
も
に
、
承
諾
の
意
思
表
示
と
認
む
べ
き
事
実
と
は
．
承
諾

の
意
思
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
意
思
が
何
ら
か
の
形
で
表
現
さ
れ
る

こ
と
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
同
条
は
、
契
約
に
お

い
て
通
知
不
要
の
承
諾
意
思
表
示
を
要
素
と
す
る
と
す
る
特
約
ま
た
は
慣
習
の

あ
る
と
き
に
、
例
外
的
に
、
承
諾
の
意
思
表
示
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実
を
以

て
充
分
で
あ
る
と
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
の
規
定
が
申
込
の
意
思
表
示
と
承
諾

の
意
思
と
い
う
内
心
的
事
実
の
み
で
、
契
約
の
成
立
し
得
る
こ
と
を
認
め
る
根

拠
と
な
る
べ
ぎ
で
は
な
い
と
思
う
。
ま
た
、
懸
賞
広
告
は
、
申
込
の
意
思
表
示

と
指
定
行
為
の
完
了
と
い
う
客
観
的
事
実
と
を
組
成
分
子
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

単
独
行
為
で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。

　
次
に
．
手
形
交
付
の
欠
訣
の
場
合
に
つ
ぎ
、
諸
学
説
と
く
に
ヤ
コ
ビ
の
権
利

外
観
説
を
採
り
上
げ
、
こ
れ
を
批
判
す
る
．
す
な
わ
ち
、
「
意
思
表
示
に
も
と

づ
く
責
任
の
根
拠
は
意
思
表
示
で
あ
る
。
本
来
意
思
表
示
に
も
と
づ
い
て
生
ず

べ
き
責
任
が
、
あ
る
場
合
に
も
し
意
思
表
示
が
な
い
の
に
発
生
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
責
任
の
根
拠
は
、
意
思
表
示
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
、
「
権
利
外
観
を
作
り
出
す
行
為
は
、
手
形
上
の
意
思

表
示
の
特
質
と
関
連
し
て
の
み
考
察
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
手
形
で
あ

る
こ
と
を
知
つ
て
署
名
す
る
と
い
う
行
為
が
、
手
形
の
流
通
性
の
根
拠
で
あ
る
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手
形
上
の
意
思
表
示
の
特
質
と
内
在
的
関
連
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑

わ
し
い
」
と
す
る
。
そ
し
て
．
著
者
の
見
解
は
「
手
形
取
引
に
お
い
て
、
手
形

上
の
意
思
表
示
が
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
形
上
の
義
務
の
発
生
が
認
め
ら
れ

う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
現
実
に
手
形
上
の
意
思
表
示
が
な
い
に
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
は
手

形
取
引
特
有
の
取
引
義
務
と
し
て
或
る
者
が
右
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と

を
予
期
す
べ
き
場
合
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
「
手
形
署
名
者
が
自
己
の
意
思

を
も
つ
て
手
形
を
他
人
に
渡
す
と
き
、
他
人
に
渡
す
意
思
が
手
形
自
体
に
関
し

て
い
る
と
き
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
手
形
を
他
人
に
預
け
た
者
は
手

形
責
任
を
生
じ
得
る
が
、
「
手
形
を
盗
ま
れ
た
者
は
、
盗
ま
れ
た
こ
と
に
各
め

る
べ
き
点
が
あ
つ
た
場
合
で
も
、
手
形
上
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
く
、
手
形
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
」
こ
と
と
な
る
。

　
手
形
に
署
名
し
こ
れ
を
他
人
に
渡
し
た
者
は
、
あ
た
か
も
他
人
の
心
臓
を
刺

さ
ん
と
す
る
現
実
の
心
理
的
意
図
が
殺
人
の
故
意
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う

に
、
手
形
責
任
の
発
生
に
つ
い
て
心
理
的
な
い
し
は
論
理
的
に
当
然
の
予
期
が

あ
る
と
す
る
著
者
の
主
張
は
、
私
の
理
解
の
足
り
な
さ
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
結
局
は
客
観
的
な
帰
責
性
の
一
つ
の
基
準
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
権
利
外
観
説
に
お
い
て
は
、
手
形
署
名

の
作
出
者
が
帰
責
性
あ
る
（
〈
Φ
冨
嵩
（
8
爵
魯
）
限
り
に
お
い
て
手
形
行
為
者
と

し
て
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
手
形
署
名
者
が
手
形
を
自
己
の
意
思
に
も
と

づ
き
他
人
に
渡
し
た
場
合
の
行
為
と
責
任
と
の
間
に
内
的
関
連
性
が
あ
る
と
し

た
と
き
に
、
権
利
外
観
説
に
お
け
る
行
為
と
責
任
と
が
外
的
関
連
性
を
有
す
る

に
過
ぎ
な
い
と
す
る
こ
と
は
私
の
納
得
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
に
は
、
両
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者
は
．
第
三
者
の
信
頼
度
i
著
者
の
表
現
を
か
り
る
な
ら
ば
取
引
義
務
の
内

容
ー
の
把
握
に
つ
い
て
の
量
的
な
差
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ

が
。　

手
形
所
有
権
な
る
観
念
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
、
手
形
行
為
者
の
意
思
が
手

形
上
に
有
体
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
手
形
上
の
権
利
を
移
転
す
る
に
は
動
産

所
有
権
の
譲
渡
の
法
則
と
近
似
す
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
手
形
上
の
権
利
の
帰

属
者
を
手
形
所
有
権
者
と
称
ぶ
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
証
券
は
所
詮
権
利
の
証
明
手
段
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
証
券
に
関
す
る
権
利

（
穿
。
窪
p
舅
寄
風
醇
）
と
い
う
概
念
の
無
益
性
を
力
説
す
る
。
著
者
の
基
本
的

立
場
の
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
私
に
と
つ
て

は
．
資
格
（
ピ
認
葺
簿
豊
8
）
は
実
定
法
の
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
つ

て
、
現
行
法
上
そ
れ
は
権
利
者
と
し
て
の
推
定
・
支
払
人
の
免
責
の
ほ
か
に
善

意
取
得
を
も
含
め
た
実
定
的
効
果
の
根
拠
の
総
称
で
あ
る
．
証
券
は
、
善
意
取

得
の
場
合
に
は
単
な
る
証
明
手
段
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
証
明
手
段
の
帰

属
が
権
利
の
帰
属
を
決
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
あ
た
ら
な

い
。
　
（
以
上
一
七
頁
－
二
四
〇
頁
）

　
第
三
章
「
手
形
行
為
の
抽
象
性
」
に
お
い
て
は
、
手
形
抗
弁
に
つ
い
て
の
著

者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。

　
抗
弁
制
限
の
法
理
に
つ
い
て
は
、
手
形
上
の
意
思
表
示
は
証
券
に
記
載
さ

れ
、
そ
れ
が
第
三
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
そ
の
第
三
者
と
の
間

に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
表
意
者
の
手
形
上
の
意
思
表
示
そ
の
も

の
は
本
来
抽
象
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
直
接
当
事
者
間
に
お
い
て
は
そ
の
抽
象

的
意
思
表
示
が
具
体
的
な
取
引
関
係
に
含
ま
れ
て
な
さ
れ
そ
れ
が
手
形
債
権
の



条
件
を
な
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
転
得
者
と
の
間
に
お
い
て
は
当
然
に
抽
象
的

な
権
利
義
務
が
生
ず
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
証
券
発
行
者
は
、

最
初
の
取
得
者
と
の
間
の
取
引
関
係
が
そ
の
ま
ま
第
三
取
得
者
に
移
る
こ
と
を

欲
す
る
の
で
は
な
い
。
証
券
上
の
債
権
が
第
三
者
に
移
る
こ
と
を
欲
す
る
の
み

で
あ
る
。
」
法
律
は
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
意
思
を
根
拠
と
し
て
規
定
し
て

い
る
こ
と
と
な
る
。

　
悪
意
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
一
般
的
に
是
認
せ
ら
れ
る
意
思
と

し
て
の
権
利
（
「
形
式
的
権
利
」
）
に
対
し
て
、
信
義
則
に
も
と
づ
き
そ
れ
を
個

別
的
関
係
に
お
い
て
阻
止
し
う
る
権
利
（
「
実
質
的
権
利
」
）
が
防
禦
せ
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
次
に
、
法
律
行
為
の
一
般
法
則
と
手
形
行
為
の
関
係
を
、
無
能
力
者
・
暇
疵

あ
る
意
思
表
示
を
為
し
た
者
等
の
抗
弁
権
の
面
か
ら
考
察
す
る
。

　
著
者
は
、
無
能
力
者
制
度
に
つ
ぎ
、
「
無
能
力
者
制
度
が
無
能
力
者
の
絶
対

的
な
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
断
力
の
欠
陥
に
よ
る
取

引
の
錯
雑
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
と
み
る
べ
ぎ
で
は
な
い
か
と
す

る
極
め
て
ユ
ニ
ク
な
仮
説
を
立
て
る
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
手
形

行
為
は
、
現
実
に
は
、
具
体
的
取
引
の
一
部
と
し
て
、
と
く
に
ぎ
わ
め
て
抽
象

的
な
金
銭
支
払
の
約
束
と
し
て
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取

引
の
錯
雑
を
防
ぐ
こ
と
は
、
具
体
的
取
引
す
な
わ
ち
手
形
行
為
の
原
因
関
係
に

つ
い
て
顧
慮
せ
ら
れ
れ
ば
足
る
」
と
し
て
、
そ
の
取
消
を
人
的
抗
弁
事
由
と
し

て
構
成
す
る
．

　
理
疵
あ
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
直
接
の
当
事
者
間
に
お
い
て
は
民
法
の

規
定
は
手
形
上
の
意
思
表
示
に
も
適
用
さ
れ
る
が
、
第
三
者
と
の
間
に
お
い
て
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は
民
法
の
規
定
の
適
用
は
お
の
ず
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
意
思
表

示
の
蝦
疵
に
よ
る
無
効
・
取
消
は
原
則
と
し
て
人
的
抗
弁
事
由
と
さ
れ
る
。
た

だ
し
、
要
素
の
錯
誤
の
場
合
に
は
、
「
要
素
が
当
該
法
律
行
為
の
個
性
を
成
し
、

要
素
に
錯
誤
が
あ
る
と
き
は
も
は
や
当
該
法
律
行
為
に
つ
い
て
の
意
思
が
存
在

し
な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
要
素
に
錯
誤
が
あ
る
と
き
は
意
思

表
示
が
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
、
物
的
抗
弁
事
由
と
さ
れ
る
。
極
め

て
特
異
な
構
成
で
あ
る
が
、
た
だ
し
、
右
の
記
述
の
中
の
「
当
該
法
律
行
為
に

つ
い
て
の
意
思
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
意
味
が
、
当
該
表
示
に
対
応
す
る
意

思
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
心
裡
留
保
・
虚
偽
表
示
に
お
い
て

も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
自
己
契
約
・
双
方
代
理
に
つ
い
て
は
、
同
一
人
に
お
い
て
意
思
の
混
同
が
生

じ
て
無
効
と
な
る
も
の
と
解
し
、
第
三
取
得
者
と
の
間
に
お
い
て
は
有
効
に
意

思
関
係
を
生
じ
得
る
か
ら
、
人
的
抗
弁
の
事
由
と
な
る
。

　
ま
た
、
同
様
に
、
商
法
二
六
五
条
違
反
の
手
形
行
為
の
無
効
も
、
人
的
抗
弁

事
由
と
さ
れ
る
。
（
以
上
二
四
“
頁
i
唱
三
八
頁
）

　
第
四
章
「
他
人
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
手
形
行
為
」
に
お
い
て
は
、
手
形
行
為

の
代
理
・
署
名
代
理
・
偽
造
が
考
察
さ
れ
る
。

　
先
ず
代
理
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
故
竹
田
博
士
の
学
説
を
祖
述
し
、
手
形
行

為
の
代
理
に
つ
い
て
も
商
法
五
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
手

形
の
記
載
上
署
名
行
為
が
署
名
者
自
身
の
た
め
の
も
の
で
な
く
他
人
の
た
め
の

も
の
と
解
し
う
る
か
ぎ
り
手
形
行
為
の
代
理
が
あ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
商
法

五
〇
四
条
の
変
更
で
は
な
く
、
手
形
行
為
の
性
質
に
応
じ
た
同
条
の
適
用
を
意

味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
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評

　
法
人
の
手
形
行
為
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
本
質
を
考
察
し
、
擬
制
説
と
実
在

説
と
は
本
来
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
前
者
は
法
と
あ
る
実

体
と
の
結
び
つ
き
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
後
者
は
そ
の
結
び
つ
け
ら
れ
る
実
体

は
何
か
と
い
う
視
点
に
立
つ
点
を
す
る
ど
く
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
機
関
の
行

為
が
代
表
か
代
理
か
と
い
う
問
題
も
、
法
人
の
組
織
内
部
の
視
点
と
行
為
の
相

手
方
と
の
間
の
視
点
と
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
代
表
機

関
の
行
為
は
組
織
内
部
の
関
係
で
は
法
人
自
身
の
行
為
で
あ
る
が
、
相
手
方
と

の
間
の
関
係
は
代
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
．
そ
の
結
果
、
会
社

の
代
表
取
締
役
が
会
社
の
た
め
に
手
形
行
為
を
為
す
に
は
、
会
社
の
た
め
に
す

る
の
意
を
明
ら
か
に
し
て
取
締
役
が
自
己
の
名
を
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
な
る
。

　
無
権
代
理
の
追
認
に
つ
い
て
は
、
追
認
自
体
は
意
思
の
み
で
足
り
、
表
示
は

対
抗
要
件
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
追
認
の
意
思
と
い
う
主
観
的
・
内
心

的
事
実
が
そ
の
ま
ま
法
律
要
件
と
な
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
著

者
は
こ
の
立
場
に
よ
つ
て
追
認
の
相
手
方
の
問
題
を
克
服
す
る
。

　
さ
ら
に
表
見
代
理
に
お
け
る
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
「
手
形
上
の
意

思
関
係
は
、
行
為
者
の
意
思
に
も
と
づ
き
手
形
の
第
三
取
得
者
と
の
間
に
も
生

ず
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
手
形
の
譲
渡
に
よ
つ
て
で
あ
り
、
本
来
手
形
行
為
者

の
手
形
上
の
意
思
表
示
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
爾
後
の
手
形
取
得
者
と
の

間
の
意
思
関
係
も
生
ず
る
は
ず
が
な
」
く
、
「
本
人
の
意
思
が
代
理
行
為
に
つ

な
が
つ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
が
手
形
上
の
意
思
関
係
に
は
じ
め
て
入
る

と
き
．
す
な
わ
ち
直
接
の
相
手
方
と
の
関
係
に
お
い
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と

で
あ
り
、
表
見
代
理
に
関
す
る
民
法
の
規
定
も
ま
た
、
こ
こ
に
お
い
て
の
み
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
三
六
二
）

用
せ
ら
れ
う
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
近
時
の
通
説
と
真
つ
向
か
ら
対
立
す
る
見

解
で
あ
る
が
、
民
法
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
し
て
も
、
私
は
著
者
の
立
場
に
全
く

賛
成
で
あ
る
．

　
い
わ
ゆ
る
署
名
代
理
に
つ
い
て
は
、
本
人
名
義
の
署
名
が
あ
る
場
合
に
は
本

人
の
手
形
行
為
が
あ
る
か
、
偽
造
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
つ
て
、
そ
れ
以
外

で
は
あ
り
得
な
い
と
明
快
に
論
断
す
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
著
者
は
手
形

行
為
の
形
式
と
実
質
と
い
う
問
題
に
ふ
れ
、
手
形
上
の
意
思
が
証
券
に
担
わ
れ

て
転
々
と
す
る
以
上
い
わ
ゆ
る
形
式
こ
そ
が
意
思
表
示
の
実
質
で
あ
り
、
「
こ

れ
に
対
す
る
実
質
と
い
え
ぽ
、
原
因
関
係
し
か
存
し
な
い
」
と
論
ず
る
が
、
著

者
の
立
場
の
特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
む
す
び
」

に
お
い
て
意
思
主
義
へ
の
復
帰
を
語
つ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
実
質
的
な
「
意
思
」
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
意
思
表
示
理
論
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
表
示
主
義
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な

ら
な
い
。

　
偽
造
の
追
認
に
つ
い
て
は
、
偽
造
に
お
い
て
は
本
来
追
認
の
対
象
が
存
し
な

い
が
た
め
に
、
無
権
代
理
の
追
認
を
類
推
す
る
余
地
が
な
い
と
す
る
。
著
者
の

立
場
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
（
以
上
三
一
九
頁
－
三
六
三
頁
）

　
以
上
の
紹
介
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
の
見
解
は
現
在
の
通
説
に

対
す
る
挑
戦
を
意
味
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
の
意
味
で
、
現
在
の
手
形
法
学
は

こ
ぞ
つ
て
本
書
と
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
も
い
い
得
よ
う
．
（
昭
和
三
九
年
有

信
堂
発
行
　
三
六
七
頁
　
定
価
一
三
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
倉
沢
康
一
郎
）


