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鶴宇
見野

善
康
・
澤
木
　
敬
郎
・
鈴
木

和
子
・
鳥
羽
欽
一
郎
・
野
元

菊孝
雄夫

『
国
際
摩
擦
の
メ
カ
ニ
ズ

　
　
ー
異
文
化
屈
折
理
論
を
め
ぐ
つ
て
ー

共
著

　ム
』

　
今
年
は
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
年
だ
そ
う
で
あ
る
。
大
い
に
相
互
理

解
を
深
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な

う
の
は
、
自
己
の
思
惟
や
感
情
を
正
し
く
他
者
に
伝
え
、
ま
た
他
者
の
思
う
所

を
正
確
に
汲
み
と
ろ
う
と
す
る
、
生
活
に
不
可
欠
な
行
為
の
は
ず
で
あ
る
。
こ

と
あ
ら
た
め
て
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
宣
言
を
す
る
の
は
、
国
際
的

場
面
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
が
十
分
に
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の

証
左
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ
れ
で
は
何
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
み
、
国

際
理
解
を
歪
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
多
く
の
事
柄
が
関
係
す

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
国
際
理
解
に
お
い
て
、
人
々
の
理
解
を
大
き
く
妨
げ
て
い

る
の
は
、
政
治
と
文
化
の
相
違
で
あ
る
。
政
治
体
制
の
相
違
は
異
な
る
体
制
か

ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

他
国
か
ら
の
言
動
は
す
べ
て
猜
疑
の
目
で
拒
絶
さ
れ
る
か
、
自
国
に
都
合
の
よ

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
勝
手
な
解
釈
に
変
形
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
Q
文
化
の
相
違
が
生
み
出
す

思
い
ち
が
い
に
つ
い
て
は
枚
挙
の
い
と
ま
が
な
い
Q
本
書
を
読
め
ば
、
我
々
日

本
人
が
共
有
す
る
数
々
の
誤
解
や
思
い
こ
み
の
多
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
に
ち

が
い
な
い
。
さ
ら
に
、
政
治
体
制
は
政
治
的
思
考
に
基
づ
く
行
動
が
類
型
化
さ

れ
、
結
晶
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
政
治
体
制
の
相
違
も
文
化
の
相
違
の
ひ
と

つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
文
化
と
は
人
々
の
行
動
様
式
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
行
動
様
式

を
生
み
だ
す
基
準
と
な
る
知
識
や
思
考
や
感
情
で
あ
る
と
常
識
的
に
規
定
す
れ

ば
、
何
を
お
い
て
も
自
己
の
文
化
を
相
対
化
し
、
自
己
と
の
比
較
で
他
者
の
文

化
を
知
る
こ
と
が
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
さ
れ
る
先
行
要
件
と
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
幾
重
に
も
異
な
る
文
化
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
内
的
整
合
性
を
要
求
す
る
文
化
の
規
制
力
は
強
固
で
あ
り
、
異

文
化
を
拒
絶
し
変
形
す
る
強
い
カ
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
文
化
の
相
違
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
深
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
な
に
よ
り
も
、
我
々
は
文
化
の
ち
が
い
に

つ
い
て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
観
に
基

づ
い
た
国
民
性
論
、
エ
ス
ノ
セ
ソ
ト
リ
ズ
ム
を
隠
し
ぎ
れ
な
い
文
化
論
、
タ
イ

プ
の
独
自
性
を
過
度
に
強
調
し
て
い
る
比
較
文
化
論
、
文
化
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ

ィ
の
相
互
作
用
の
中
か
ら
文
化
の
相
対
性
を
わ
ず
か
な
が
ら
に
説
明
す
る
文
化

理
論
ー
こ
れ
ら
が
我
々
の
な
し
て
き
た
思
考
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

な
か
に
は
社
会
学
が
明
ら
か
に
し
た
文
化
遅
滞
の
法
則
や
、
文
化
人
類
学
者
に

ょ
る
比
較
観
察
や
機
能
的
考
察
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
文

化
の
ち
が
い
を
個
別
事
例
的
に
処
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
ば
言
い
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
（
一
七
二
七
）
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紹
介
と
批
評

ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
に
異
な
る
文
化
の
な
か
で
、
文
化
の
動
態
を
具
体
的
に

検
証
し
理
論
枠
組
を
構
築
す
る
作
業
は
そ
れ
ほ
ど
試
み
ら
れ
て
き
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
本
書
は
、
文
化
動
態
の
理
論
化
を
め
ざ

し
、
文
化
が
相
互
接
触
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぽ
し
、
影

響
を
受
け
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
簡
単
に
内
容

を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
論
は
異
文
化
間
屈
折
理
論
の
提
唱
者
で
あ
る
宇
野
善
康
氏
が
担
当
し
、

理
論
の
概
略
を
述
べ
て
い
る
。
本
書
の
全
体
構
成
か
ら
み
る
と
、
本
論
は
基
礎

理
論
を
説
明
す
る
部
分
に
な
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
異
文
化
間
屈
折
と

は
、
　
“
あ
る
文
化
圏
か
ら
他
の
文
化
圏
へ
導
入
さ
れ
た
も
の
が
、
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ソ
と
し
て
普
及
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
の
も
の
の
形
態
、
機
能
、
意
味
、
な

ど
が
、
変
化
す
る
こ
と
”
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
論
者
が
め
ざ
す
の

は
、
か
か
る
変
化
様
式
の
分
析
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
分
析
枠
組
の
構
築
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
論
者
が
行
な
う
作
業
は
、
種
々
の
屈
折
現
象
の
事
例
を
と
り

あ
げ
、
屈
折
を
引
き
起
こ
す
条
件
を
探
り
、
屈
折
の
起
り
方
を
解
明
す
る
こ
と

に
あ
る
。
論
者
が
取
り
あ
げ
て
い
る
事
例
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
興
味
深
き
も

の
だ
け
を
紹
介
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
規
範
に
適
合
す
る
た
め
、

女
権
拡
張
論
者
の
女
性
の
意
か
ら
女
に
親
切
な
男
へ
と
意
味
変
化
し
た
日
本
語

と
し
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
な
る
言
葉
。
日
本
人
観
客
に
対
す
る
舞
台
効
果
を
考

え
、
魔
術
的
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
て
い
た
カ
シ
ー
の
花
か
ら
、
妖
艶
さ
が
連
想

さ
れ
る
バ
ラ
の
花
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
つ
た
、
カ
ル
メ
ソ
が
ド
ソ
・
ホ
セ
に
投

げ
つ
け
る
花
。
目
本
人
の
体
型
と
日
本
の
気
候
に
あ
わ
せ
る
た
め
、
も
と
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
一
七
二
八
）

の
デ
ザ
イ
ン
や
生
地
と
は
異
な
つ
て
し
ま
つ
た
バ
ー
バ
リ
・
レ
イ
ン
コ
ー
ト
。

風
土
・
宗
教
・
保
健
・
習
慣
の
ち
が
い
ゆ
え
に
、
材
料
も
味
も
変
質
し
た
日
本

で
作
ら
れ
る
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
。
目
本
人
の
行
動
様
式
と
生
活
環
境
条
件
の
ち
が

い
が
も
た
ら
し
た
、
内
開
き
ド
ア
か
ら
外
開
き
ド
ア
ヘ
の
変
化
・
目
本
社
会
の

階
層
構
造
を
反
映
し
、
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ソ
ボ
ル
の
意
味
を
付
与
さ
れ
て
し
ま
つ

た
単
な
る
喫
煙
具
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
パ
イ
プ
。
日
本
社
会
の
政
治
制
度
に

適
合
す
べ
く
、
国
民
全
体
に
政
策
決
定
へ
の
参
加
が
許
さ
れ
る
政
治
形
態
と
い

う
意
味
か
ら
、
国
民
参
加
の
部
分
が
除
か
れ
た
一
般
的
原
理
と
し
て
の
思
想
に

意
味
変
換
さ
れ
て
し
ま
つ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
概
念
。

　
以
上
の
、
日
本
に
渡
来
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
外
来
文
化
を
屈
折
さ
せ
る
要
因
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
社

会
の
文
化
的
文
脈
に
ほ
か
な
ら
ず
、
文
化
的
文
脈
の
内
容
と
し
て
は
、
気
候
風

土
、
生
物
形
態
、
言
語
、
慣
習
、
習
俗
、
法
文
化
、
政
治
行
動
、
宗
教
、
経
済

行
為
、
人
間
関
係
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
か
る
文
脈
に
条
件
づ

け
ら
れ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
の
変
化
様
式
に
は
、
脱
落
、
添
加
、
置
換
、
融

合
、
転
換
、
修
正
、
変
身
、
無
加
工
な
ど
の
様
式
が
あ
る
と
さ
れ
、
変
化
の
内

容
に
は
、
形
態
変
化
、
機
能
変
化
、
意
味
変
化
、
無
変
化
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
導
入
さ
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
受
け
い
れ
る
文
化
的
文

脈
と
の
間
に
、
文
化
的
統
合
、
不
当
適
合
、
異
端
的
排
除
な
ど
の
関
係
を
持
ち

な
が
ら
文
化
的
文
脈
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
新
し
い
文
化
的
文
脈
を
形
成
し
て
ゆ

く
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
異
文
化
間
屈
折
理
論
の
応

用
範
囲
に
つ
い
て
、
論
者
は
三
つ
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
は
、
　
“
異
文
化

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
意
志
の
不
疎
通
、
議
論
の
非
生
産
性
お

110



よ
び
、
誤
解
や
偏
見
に
よ
る
両
者
間
の
摩
擦
0
底
に
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
認
識

と
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
つ
て
起
こ
る
意
志
不
疎
通
、
議
論
の
非
生
産
性
、

誤
解
や
偏
見
に
よ
る
摩
擦
を
あ
ら
か
じ
め
予
測
す
る
領
域
”
で
あ
る
。
第
二
は

”
行
為
型
式
や
物
の
屈
折
”
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
三
は
”
文
化
の
比
較
に
つ

い
て
の
客
観
的
で
操
作
的
な
方
法
論
の
一
つ
を
提
供
す
る
こ
と
”
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
Q

　
第
二
論
は
澤
木
敬
郎
氏
が
担
当
し
異
文
化
の
受
容
と
屈
折
を
異
な
る
法
系
の

継
受
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
法
文
化
の
移
転
現
象
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
大

陸
法
と
英
米
法
を
継
受
し
た
日
本
社
会
に
存
在
し
て
い
た
法
文
化
の
主
な
る
特

色
は
、
政
治
的
文
脈
で
は
権
力
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て
の
法
の
観
念
で
あ

り
、
人
間
関
係
的
文
脈
で
は
義
理
と
人
情
の
思
い
や
り
で
あ
り
、
国
民
感
覚
的

文
脈
で
は
個
人
主
義
や
合
理
主
義
の
欠
如
で
あ
る
。
か
か
る
土
台
の
う
え
に
、

制
度
的
法
文
化
が
自
覚
的
か
つ
選
択
的
に
継
受
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
受

容
も
社
会
的
法
文
化
の
レ
ベ
ル
で
は
複
雑
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。
社
会
的
受

容
の
過
程
で
脱
落
し
た
も
の
は
、
夫
婦
財
産
契
約
・
公
正
証
書
遺
言
・
陪
審

制
・
行
政
委
員
会
制
度
・
地
上
権
設
定
で
あ
り
、
添
加
さ
れ
た
も
の
に
は
調
停

制
度
や
身
元
保
証
が
あ
る
。
同
様
に
し
て
変
身
し
た
も
の
に
は
人
身
保
護
令
状

制
度
や
契
約
観
念
が
あ
り
、
戦
後
受
容
し
た
も
の
に
は
両
性
平
等
に
向
け
て
の

各
種
の
法
改
正
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
論
は
鈴
木
孝
夫
氏
が
担
当
し
、
．
主
に
言
語
受
容
の
事
例
を
用
い
な
が

ら
、
宇
野
図
式
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
。
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
事
項

の
受
容
を
考
え
る
と
き
、
他
か
ら
独
立
し
て
眺
め
る
の
で
は
な
く
”
場
を
持
つ

た
構
造
”
と
し
て
み
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
り
、
も
と
も
と
の
文
化
の
中
で
有

　
　
　
紹
介
と
批
評

し
て
い
た
”
導
入
さ
れ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
自
体
の
性
格
及
び
経
歴
に
つ
い
て

の
考
慮
”
を
加
え
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
事
項
に
つ

い
て
文
化
変
容
の
正
確
な
把
握
を
す
る
に
は
文
化
の
輸
出
先
と
輸
入
先
の
理
解

が
共
に
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
事
項
が
他
の
事

項
と
い
か
な
る
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
か
ま
で
知
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

　
第
四
論
は
鶴
見
和
子
氏
が
担
当
し
、
政
府
聞
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
に
お
け

る
誤
解
の
事
例
（
日
英
和
親
条
約
・
五
箇
条
の
御
誓
文
と
五
つ
の
高
札
・
沖
縄
に
関
す
る

日
米
共
同
声
明
・
日
中
共
同
声
明
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
　
”
原
則
と
し
て
同
一
の

内
容
を
も
つ
言
明
の
間
〔
の
〕
意
味
の
ち
が
い
〃
で
あ
る
誤
解
が
生
ず
る
の

は
、
第
一
に
は
相
手
国
の
言
語
に
対
す
る
相
互
に
不
十
分
な
知
識
の
せ
い
で
あ

り
、
第
二
に
は
構
文
法
が
各
言
語
に
固
有
で
あ
る
た
め
に
生
じ
る
意
味
の
相
互

転
換
の
困
難
さ
ゆ
え
で
あ
る
。
誤
解
を
も
た
ら
す
第
三
の
原
因
は
伝
達
方
式
で

あ
る
。
交
渉
当
事
者
の
聞
に
意
見
の
対
立
が
あ
る
と
き
、
対
立
を
処
理
す
る
仕

方
に
は
、
①
片
方
の
意
見
が
押
し
つ
け
ら
れ
る
独
占
型
、
③
対
立
点
を
明
確
に

す
る
競
争
型
、
③
時
間
を
か
け
て
意
見
の
合
致
す
る
新
し
い
方
針
に
到
達
す
る

統
合
型
、
㈲
一
方
が
他
方
の
意
見
を
認
め
つ
つ
、
自
己
の
意
見
を
変
え
る
こ
と

は
し
な
い
多
重
構
造
型
の
四
類
型
が
あ
り
、
各
交
渉
当
事
者
の
用
い
る
類
型
の

組
み
合
わ
せ
が
誤
解
の
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
五
論
は
鳥
羽
欽
一
郎
氏
が
担
当
し
、
経
営
な
い
し
経
済
の
領
域
に
お
け
る

屈
折
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
経
営
文
化
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
の
技
術
的
側
面
と

文
化
価
値
的
側
面
を
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
。
技
術
的
側
面
に

は
国
際
的
普
遍
性
が
存
在
し
、
伝
播
初
期
に
差
異
が
あ
る
と
し
て
も
経
済
成
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
一
七
二
九
）
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紹
介
と
批
評

の
時
間
的
経
過
と
共
に
急
速
に
近
似
す
る
。
反
面
、
制
度
や
地
位
な
ど
に
か
か

わ
る
文
化
価
値
的
側
面
は
、
受
容
す
る
社
会
に
固
有
の
価
値
に
よ
り
様
々
な
屈

折
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
経
営
領
域
に
お
け
る
諸
概
念
を
み
る

と
、
近
代
目
本
が
そ
の
制
度
や
価
値
観
ゆ
え
に
変
容
し
た
概
念
に
は
会
社
、
頭

取
、
取
締
役
な
ど
が
あ
り
、
修
正
を
受
け
な
か
つ
た
概
念
は
フ
ラ
イ
ス
盤
の
よ

う
な
技
術
用
語
で
あ
る
。
ま
た
経
済
の
成
長
と
共
に
屈
折
の
度
合
が
減
少
し
定

着
し
た
概
念
に
は
社
長
、
重
役
会
、
株
主
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
ど

を
、
外
来
の
用
語
が
大
き
く
変
化
し
て
全
く
目
本
化
し
た
概
念
や
日
本
で
作
り

出
さ
れ
た
概
念
に
は
終
身
雇
用
、
年
功
序
列
制
、
財
閥
な
ど
を
、
排
除
さ
れ
て

し
ま
つ
た
概
念
に
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
な
ど
を
あ
げ

て
い
る
Q

　
第
六
論
は
野
元
菊
雄
氏
が
担
当
し
、
翻
訳
と
通
訳
に
か
ら
む
屈
折
を
扱
つ
て

い
る
。
異
な
る
言
語
間
で
会
話
す
る
場
合
、
少
な
く
と
も
一
方
の
話
し
手
に
と

つ
て
は
、
母
語
（
第
一
嘗
語
）
で
は
な
く
て
外
国
語
（
第
二
言
語
）
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
二
言
語
習
得
の
必
要
性
も
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
と
ぎ
大
切
な
点
は
、
第
一
言
語
で
の
思
考
を
第
二
言
語
で
伝
え
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
日
英
両
語
に
通
ず
る
目
本
人
の
場

合
、
目
本
語
で
も
英
語
で
も
、
　
κ
日
本
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
目
本
と
し
て

の
考
え
方
で
同
じ
こ
と
が
自
由
に
い
え
る
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
〃
の
で
あ

る
。
職
業
と
し
て
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
接
点
に
位
置
す
る
通
訳
や
、

翻
訳
の
場
合
で
も
、
社
会
的
慣
習
の
差
異
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

言
語
に
よ
る
語
用
法
の
ち
が
い
、
敬
語
表
現
の
有
無
、
論
理
の
立
て
方
の
相
違

な
ど
の
た
め
、
意
味
を
変
え
ず
に
言
語
を
変
え
て
伝
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
（
一
七
三
〇
）

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
通
訳
は
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
通
訳
者
は

聞
き
手
の
側
に
立
つ
て
、
話
し
手
の
意
図
を
な
る
べ
く
正
確
に
伝
え
る
よ
う
に

し
、
文
化
の
ち
が
い
が
も
た
ら
す
”
誤
解
の
危
険
に
つ
い
て
〔
は
〕
解
説
的
に

通
訳
す
べ
き
∬
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
書
の
最
後
に
は
宇
野
氏
が
再
び
登
場
し
、
理
論
の
補
強
を
行
な
う

と
共
に
諸
概
念
の
定
義
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
を
遂
一
紹
介
す
る
こ
と
は
、
原

文
を
そ
の
ま
ま
引
き
写
す
こ
と
に
な
る
の
で
避
け
、
筆
者
の
見
解
を
織
り
ま
ぜ

な
が
ら
概
観
す
る
こ
と
で
書
評
の
責
を
は
た
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
、
あ
と
が

き
の
な
か
で
、
宇
野
氏
は
諸
玩
か
ら
指
摘
さ
れ
た
疑
閲
の
幾
つ
か
に
答
え
な
が

ら
、
異
文
化
間
屈
折
は
空
間
的
の
み
な
ら
ず
時
間
的
に
も
生
ず
る
こ
と
を
指
摘

し
、
ま
た
構
造
的
視
点
の
導
入
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
本
来
の
性
格
と
経
歴
を
問

う
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
屈
折
理
論
の
輪
郭
は
よ
り
明
確
に

な
つ
た
と
言
え
る
が
、
筆
者
の
気
に
な
る
点
が
一
、
二
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一

に
、
文
化
に
制
約
さ
れ
な
い
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
な
い
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑

問
が
あ
る
。
本
書
で
も
経
済
や
工
業
の
領
域
で
は
、
屈
折
の
度
合
の
極
め
て
薄

い
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
済
成
長
や
技
術
格
差
に
由
来
す

る
事
例
と
は
離
れ
た
、
人
間
が
生
物
と
し
て
本
来
的
に
持
つ
性
格
に
基
づ
く
文

化
の
伝
播
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
妙
な
期
待
で
あ
る
。
本
能
を
忘
れ
た

人
間
の
文
化
に
、
か
か
る
事
柄
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
つ
つ
も
、
す
べ
て
が
文

化
を
所
有
し
て
い
る
と
も
思
う
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
疑
問
は
、
文
化
的
文
脈
と
い
い
、
場
の
力
と
い
う
概
念
の
中
身
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
社
会
的
文
脈
の
相
違
や
変
化
が
、
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イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ソ
の
受
容
や
普
及
の
過
程
に
様
々
な
屈
折
を
生
み
出
し
、
文
化

変
容
の
様
々
な
屈
折
か
ら
社
会
的
文
脈
の
相
違
や
変
化
を
知
り
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
論
理
が
同
義
反
復
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
文
化
と
社
会
と

人
間
と
に
関
す
る
理
論
枠
組
の
な
か
に
文
化
変
容
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
が
文
化
変
容
の
事
例
報
告
や
単
な
る
類

型
化
に
終
る
の
で
あ
れ
ば
、
従
来
の
直
観
的
観
察
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
社

会
学
や
文
化
人
類
学
の
な
か
ば
共
有
財
産
で
あ
る
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
そ
の

革
新
的
力
と
在
来
の
伝
統
的
規
制
力
の
相
互
図
式
の
な
か
で
捉
え
る
こ
れ
ま
で

の
理
論
考
察
を
越
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
文
化
が
社
会
と
個
人
に
持
つ
意

味
を
理
論
化
し
、
各
文
化
項
目
間
の
相
互
依
存
関
係
と
階
統
関
係
を
位
置
づ

け
、
文
化
の
根
源
的
機
能
を
問
う
て
お
く
の
で
な
け
れ
ば
、
文
化
変
容
の
比
較

の
原
点
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
以
上
の
指

摘
は
、
屈
折
理
論
へ
の
批
判
で
は
な
く
期
待
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

μ
屈
折
”
と
い
う
鍵
概
念
に
は
そ
れ
だ
け
の
能
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
筆
者

に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
が
示
す
屈
折
の
概
念
と
そ
の
事
例
は
、
我
々
の
行
動
が
い
か
に
文
化
に

規
定
ざ
れ
て
い
る
か
を
教
え
て
い
る
。
文
化
に
つ
い
て
の
考
察
を
ぬ
き
に
、
自

ら
の
行
動
と
社
会
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

文
化
動
態
に
関
す
る
理
論
化
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
本
書
に
は
高
い
評
価
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
か
か
る
理
論
的
関
心
か
ら
離
れ
て
も
、
盛
沢

山
な
本
書
の
内
容
は
、
文
化
の
素
晴
し
さ
と
頑
強
さ
、
文
化
の
な
か
で
し
か
生

き
ら
れ
な
い
人
間
の
も
ろ
さ
を
教
え
て
い
る
。
自
分
自
身
を
知
る
た
め
に
も
是

非
と
も
御
一
読
を
お
す
す
め
す
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

（
昭
和
五
十
七
年
、
サ
イ
ェ
ン
ス
社
、

二
六
四
頁
、
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八
O
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）
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