
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
三

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

　
問
題
の
所
在
と
意
義
、
本
稿
の
構
成

一
　
決
定
の
構
造

　
一
─
㈠

　
決
定
論
の
諸
相

　
目
的
論
的
自
然
観
、
因
果
的
決
定
論
、
機
械
的
自
然
観

　
一
─
㈡

　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

二
　
両
立
論
─
他
行
為
可
能
性
に
よ
る
帰
責

　
二
─
㈠

　
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
事
例
か
ら
見
る
他
行
為
可
能
性

　
二
─
㈡

　
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
意
志

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

　
三
─
㈠

　
行
為
者
性
と
計
画
性

論
　
説

）
五
〇
五
（
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三
七
四

　
三
─
㈡

　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

お
わ
り
に

は
じ
め
に

通
常
「
法
的
責
任
」
の
語
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
や
、
不
法
行
為
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
対
応
す
る
形

で
現
れ
て
く
る
。
ま
た
一
定
の
行
為
に
対
し
て
法
的
責
任
が
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
主
体
に
よ
っ
て
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た

行
為
だ
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法
的
責
任
論
は
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
（
他
の
選
択
肢
を
取
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
そ
の
行
為
の
遂

行
を
選
択
す
る
よ
う
決
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
、
と
一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ

う
か
。
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
行
為
し
た
結
果
で
あ
る
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
責
任
を
負
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

か
ら
そ
こ
に
自
由
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
に
し
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か

（
１
）

。
そ
も
そ
も
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
と
は
、
ど
の
よ
う

な
条
件
の
下
で
の
選
択
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
選
択
の
結
果
を
負
う
こ
と
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
形
式
的
に
は
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
を
し
た
結
果
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る

（
２
）

。
対
象

と
す
る
の
は
犯
罪
行
為
に
対
す
る
責
任
の
問
題
で
は
な
く
、
当
事
者
間
の
任
意
に
任
さ
れ
る
家
族
法
上
の
条
項
、
例
え
ば
選
択
的
夫
婦
別

氏
制
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

（
３
）

。
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
約
束
事
を
成
立
さ
せ
る
背
後
に
は
、
そ
の
約
束
を
結
ぶ
当
事
者
が
互
い

に
対
等
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
形
式
的
な
主
体
の
対
等
性
や
そ
の
主
体
の
自
由
意
志
は
、
自
分
で
自
由
に
選

択
し
決
断
し
た
の
だ
か
ら
そ
の
結
果
責
任
を
負
え
、
と
い
う
ア
リ
バ
イ
作
り
の
た
め
に
利
用
さ
れ
、
そ
こ
で
生
じ
る
結
果
の
不
平
等
性
か

）
五
〇
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
五

ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
へ
の
選
択
や
決
断
に
自
由
意
志
は
あ
る
か
、
そ
の
自
由
意
志
と
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
、「
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
」
が
極
め
て
制
限
さ
れ
た
中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

そ
も
そ
も
自
由
意
志
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
上
長
く
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存

在
と
は
別
に
こ
の
世
界
の
在
り
よ
う
が
所
定
の
方
向
に
進
む
と
す
る
決
定
論
や
、
ど
う
や
っ
て
も
宿
命
づ
け
ら
れ
た
運
命
に
導
か
れ
る
と

す
る
運
命
論
な
ど
は
、
基
本
的
に
自
由
意
志
の
存
在
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
と
そ
こ
に
法
的
責
任
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
法
は
決
定
論
や
運
命
論
と
は
親
和
性
が
低
い
。
た
だ
、
自
由
意
志
の
み
で
自
分
の
行
為
を
選
択
可
能
な
の

か
、
そ
の
選
択
は
様
々
な
他
の
可
能
性
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
る
と
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
。
私
た
ち
は
自
分

の
人
生
の
始
期
さ
え
、
自
分
で
は
選
択
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
も
し
自
由
意
志
の
存
在
だ
け
で
行
為
の
決
定
を
な
し
た
の
で

は
な
い
と
す
る
と
、
一
定
の
行
為
に
際
し
て
何
が
そ
う
す
る
よ
う
決
定
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
へ
の
責
任
─
結

果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
態
へ
の
引
き
受
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
の
所
在
と
意
義

法
規
範
は
、all or nothing

と
い
う
全
か
無
か
の
形
式
で
現
わ
さ
れ
る
の
で
、
自
由
意
志
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
ゆ
え
に
そ
こ

に
責
任
が
生
じ
る
の
か
生
じ
な
い
の
か
、
と
い
う
二
項
対
立
の
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
自
由
意
志
の
存
在
を
必
ず
し
も

前
提
と
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

民
法
七
五
〇
条
は
婚
姻
の
際
に
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
家
族
の
自
治
を
尊
重
す
る
規
定
で
、

）
五
〇
五
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
五

ら
目
を
逸
ら
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
へ
の
選
択
や
決
断
に
自
由
意
志
は
あ
る
か
、
そ
の
自
由
意
志
と
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
概
観
し
、「
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
」
が
極
め
て
制
限
さ
れ
た
中
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

そ
も
そ
も
自
由
意
志
な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
哲
学
上
長
く
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存

在
と
は
別
に
こ
の
世
界
の
在
り
よ
う
が
所
定
の
方
向
に
進
む
と
す
る
決
定
論
や
、
ど
う
や
っ
て
も
宿
命
づ
け
ら
れ
た
運
命
に
導
か
れ
る
と

す
る
運
命
論
な
ど
は
、
基
本
的
に
自
由
意
志
の
存
在
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
と
そ
こ
に
法
的
責
任
は

生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
法
は
決
定
論
や
運
命
論
と
は
親
和
性
が
低
い
。
た
だ
、
自
由
意
志
の
み
で
自
分
の
行
為
を
選
択
可
能
な
の

か
、
そ
の
選
択
は
様
々
な
他
の
可
能
性
の
中
か
ら
選
び
取
ら
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
る
と
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
。
私
た
ち
は
自
分

の
人
生
の
始
期
さ
え
、
自
分
で
は
選
択
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、
も
し
自
由
意
志
の
存
在
だ
け
で
行
為
の
決
定
を
な
し
た
の
で

は
な
い
と
す
る
と
、
一
定
の
行
為
に
際
し
て
何
が
そ
う
す
る
よ
う
決
定
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
へ
の
責
任
─
結

果
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
状
態
へ
の
引
き
受
け
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
の
所
在
と
意
義

法
規
範
は
、all or nothing

と
い
う
全
か
無
か
の
形
式
で
現
わ
さ
れ
る
の
で
、
自
由
意
志
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、
ゆ
え
に
そ
こ

に
責
任
が
生
じ
る
の
か
生
じ
な
い
の
か
、
と
い
う
二
項
対
立
の
形
で
定
式
化
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
自
由
意
志
の
存
在
を
必
ず
し
も

前
提
と
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

民
法
七
五
〇
条
は
婚
姻
の
際
に
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
式
的
に
家
族
の
自
治
を
尊
重
す
る
規
定
で
、

）
五
〇
五
（
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三
七
六

ど
ち
ら
か
の
氏
を
強
制
す
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
平
等
の
要
請
に
は
適
う
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
か
の
姓
を
強
制
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
選
択
可
能
性
・
他
行
為
可
能
性
は
あ
り
、
主
体
間
の
自
由
な
意
志
に
よ
り
選
択
し
た
行
為
と
言
え
そ
う
だ
。
し
か
し
、
統

計
的
に
は
ラ
ン
ダ
ム
に
選
択
す
る
と
、
二
択
の
選
択
率
は
半
分
ず
つ
に
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
女
性
が
改
姓
し
て
い

る
（
４
）

。
こ
れ
を
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
憲
法
二
四
条
で
は
婚
姻
は
両
性
の
合
意
の
み
に
基

づ
い
て
成
立
し
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
夫
婦
は
対
等
と
は
言
え
ず
、
諸
々
の
社

会
規
範
や
当
事
者
間
の
社
会
的
・
経
済
的
関
係
に
左
右
さ
れ
る
。
事
実
上
対
等
で
な
い
者
の
間
で
な
さ
れ
る
契
約
は
実
質
的
平
等
が
実
現

さ
れ
に
く
い
が
、「
夫
ま
た
は
妻
の
ど
ち
ら
か
の
姓
を
選
択
す
る
」
と
い
う
法
規
範
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
事
実
上
の
不
利
益
を
、
法
に

よ
っ
て
評
価
し
直
す
こ
と
は
難
し
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
で
「
無
知
と
強
制
が
あ
る
と
き
は
、
自
由
意
志
は
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
」
と
考
え
た
。
こ
こ

に
事
実
上
の
強
制
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
。
つ
ま
り
、
姓
の
変
更
に
起
因
す
る
不
利
益

を
被
る
謂
れ
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
随
意
的
行
為
と
不
随
意
的
行
為
と
を
区
別
し
、
責
任
が
生
じ
る
の
は
随
意
的
行
為

の
場
合
だ
け
と
考
え
て
い
る

（
５
）

。
自
由
意
志
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
随
意
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
が
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
が
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
規
範
の
選
択
は
本
当
に
随
意
的
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

法
規
範
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
、
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
法
的
責
任

V
erantw

ortung

と
捉
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
法
規
範
か
ら
惹
起
さ
れ
た
不
利
益
を
伴
う
一
定

の
結
果
責
任K

onsequenzen ziehen

を
、
因
習
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
肯
定
し
続
け
る
の
は
、
あ
る
種
の
欺
瞞
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

）
五
〇
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
七

と
り
わ
け
家
族
法
領
域
に
お
い
て
行
為
主
体
同
士
が
必
ず
し
も
対
等
で
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
な
の

で
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
踏
み
入
ら
な
い
。
こ
こ
で
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
の
は
、
行
為
の
決
定
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
の
か
、
行
為
決
定
に
対
す
る
理
解
の
上
に
責
任
を
負
う
（
結
果
を
引
き
受
け
る
）
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
立
場
の
不
平
等
性
に
対
し
て
是
正
を
求
め
る
声
は
当
然
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
形
式
的
に
平
等

な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決
断
を
自
ら
行
う
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
形
式
的
に
は
平
等
と
さ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
を
阻
む
要
因
を
、
立
場
や
因
習
か
ら
で
は
な
く
、
自
由
意
志
に
よ
る
決
定
と
い
う
要
素
そ
れ
自
体
に
見
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
稿
の

眼
目
で
あ
る
。

本
稿
の
構
成

自
由
意
志
を
め
ぐ
る
哲
学
的
見
解
に
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

（
６
）

。
世
界
は
決
定
論
的
な
法
則
に
支
配
さ

れ
て
い
る
の
で
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
（
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
な
い
）
と
す
る
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）、
同
じ
く
決
定
論

と
自
由
意
志
と
は
両
立
し
な
い
と
し
つ
つ
も
自
由
意
志
を
擁
護
す
る
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

（
７
）

、
そ
し
て
決
定
論
と
自
由
意
志
と
は
両

立
可
能
と
す
る
柔
ら
か
い
決
定
論
（
ソ
フ
ト
決
定
論
）
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
生
活
を
送
る
中
で
、
日
々
決
定
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人

生
を
紡
い
で
い
る
と
い
う
理
解
に
立
つ
と
、
自
由
意
志
の
否
定
に
は
直
感
的
な
違
和
感
が
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
は
、

哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
柔
ら
か
い
決
定
論
（
両
立
論
）
の
二
つ
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
が
ゆ
え
に
決
定
論
を

放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
直
感
的
に
は
正
し
そ
う
だ
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
環
境
、
脳
科
学
、

遺
伝
子
学
な
ど
の
生
物
学
的
・
社
会
的
な
要
素
が
決
定
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
知
見
を
見
な
い
こ
と
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

）
五
〇
五
（
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と
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域
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て
行
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主
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同
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が
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も
対
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摘
さ
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踏
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。
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れ
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受
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れ
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あ
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あ
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あ
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。
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習
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あ
る
。
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６
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入
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ニ
ズ
ム
が
直
感
的
に
は
正
し
そ
う
だ
が
、
こ
の
立
場
に
立
つ
と
、
環
境
、
脳
科
学
、
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三
七
八

社
会
や
環
境
上
の
要
素
を
考
慮
す
る
と
、
自
由
意
志
だ
け
で
社
会
の
あ
り
よ
う
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
を
支
持
す
る
こ
と
も
ま

た
困
難
に
な
る
。
ま
し
て
決
定
論
の
立
場
に
立
つ
と
、
そ
れ
は
自
由
意
志
を
否
定
す
る
の
で
、
そ
こ
に
責
任
を
問
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
程
度
の
決
定
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
自
由
意
志
の
存
在
も
同
時
に
認
め
る
両
立
論
（
柔
ら
か
い
決
定
論
）
を
取
り

入
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
決
定
論
を
前
提
と
す
る
の
か
、
自
由
意
志
を
肯
定
す
る
の
か
、
そ
こ
に
お
い
て
因
果
性
が
ど

の
よ
う
な
影
響
を
持
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
論
点
を
見
て
い
く
。

そ
う
し
た
議
論
の
後
、
両
立
論
を
成
り
立
た
せ
る
要
素
と
し
て
の
他
行
為
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
決
定
論
と
自
由
意
志
と
を
両

立
可
能
と
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
行
為
を
導
く
自
由
意
志
の
「
枝
分
か
れ
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
他
行
為
可
能
性

（alternative possibility

）
で
あ
る
。
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
行
為
を
選
択
し
た
も
の
と
し
て
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
両
立
論
に
立
ち
な
が
ら
、
他
行
為
可
能
性
は
必
要
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
事
実
上

選
択
不
可
能
」
な
他
行
為
可
能
性
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
事
実
上
選
択
不
可
能
な
他
行
為
可
能
性
を
選
択
し
え
な

か
っ
た
結
果
に
対
す
る
責
任
を
追
及
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。

事
実
上
他
行
為
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
他
行
為
不
可
能
性
原
理
か
ら
は
、
と
も
か
く
行
為
者
を
そ
の
行
為
の
起
点
と
し
て
責
任

を
負
わ
せ
る
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
い
る
。
行
為
と
結
果
と
の
間
に
強
い
連
関
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
定
の
行
為
に
対
し
て
所
定
の
結

果
が
生
じ
る
は
ず
な
の
で
、
そ
こ
に
結
果
を
引
き
受
け
る
道
徳
的
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
道
徳
上
の

運M
oral luck

が
示
す
通
り
、
飲
酒
運
転
を
し
な
が
ら
何
事
も
起
こ
ら
な
い
場
合
と
、
交
通
事
故
を
起
こ
す
場
合
が
あ
り
う
る
よ
う
に
、

同
じ
行
為
を
取
り
つ
つ
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
る
こ
と
さ
え
も
あ
る
。
行
為
者
を
行
為
の
起
点
と
し
て
責
任
を
問
う
た
場
合
、
ど
の
よ
う

な
問
題
や
帰
結
が
考
え
ら
れ
る
か
、
最
後
に
検
討
し
て
い
く
。

）
五
一
〇
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
九

一
　
決
定
の
構
造

「
出
来
事
Ｘ
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
続
け
て
必
ず
出
来
事
Ｙ
が
生
じ
る
」
と
い
う
法
則
に
よ
っ
て
世
界
の
事
象
の
推
移
が
全
て
決
定
さ

れ
る
と
す
る
決
定
論
に
も
、
様
々
な
形
態
が
あ
り
得
る
。
木
島
泰
三
に
よ
る
と
、
決
定
論
は
ま
ず
「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
「
宇

宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
８
）

。

「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
は
、
人
間
の
〇
〇
は
す
べ
て
×
×
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
人
間
の
能

力
や
性
格
は
、
全
て
遺
伝
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
生
物
学
的
な
遺
伝
決
定
論
や
、
意
識
的
な
自
己
は
脳
の
無
意
識
的
な
過
程
の

操
り
人
形
で
あ
る
と
い
う
神
経
科
学
を
は
じ
め
、
人
間
の
能
力
や
性
格
は
幼
少
期
の
生
育
環
境
に
よ
っ
て
全
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る

環
境
決
定
論
、
人
間
の
行
動
は
全
て
環
境
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
条
件
付
け
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
行
動
心
理
学
に
基
づ
く

決
定
論
、
人
間
の
意
識
的
な
意
志
は
す
べ
て
無
意
識
の
衝
動
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
主
義
的
決
定
論
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。

他
方
「
宇
宙
に
つ
い
て
の
決
定
論
」（
因
果
的
決
定
論
、
物
理
的
決
定
論
）
は
、
宇
宙
の
出
来
事
は
、
数
学
的
に
表
現
さ
れ
る
宇
宙
の
全
て

の
状
態
と
、
そ
の
状
態
に
基
づ
い
て
そ
れ
以
後
の
状
態
を
定
め
る
自
然
法
則
（
＝
物
理
法
則
）
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
す
る
。

そ
し
て
人
間
の
心
も
宇
宙
の
一
部
分
と
考
え
る
と
、「
人
間
に
つ
い
て
の
決
定
論
」
と
し
て
の
因
果
的
決
定
論
が
成
り
立
ち
、
こ
の
「
人

間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
は
、
人
間
の
行
動
や
思
考
は
全
て
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
９
）

。

し
か
し
、「
人
間
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
と
、「
宇
宙
に
つ
い
て
の
因
果
的
決
定
論
」
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、「
宇
宙
の
現
在

の
状
態
は
そ
れ
に
先
立
つ
状
態
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
状
態
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
プ
ラ
ス
の
前
提
に
従
え
ば
、
宇
宙
の
全

）
五
一
一
（



行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
七
九

一
　
決
定
の
構
造

「
出
来
事
Ｘ
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れ
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の
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と
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の
決
定
論
」
と
に
分
け
ら
れ
る

（
８
）

。

「
人
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は
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×
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に
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決
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も
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る
。
例
え
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人
間
の
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力
や
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は
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全
て
遺
伝
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
生
物
学
的
な
遺
伝
決
定
論
や
、
意
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的
な
自
己
は
脳
の
無
意
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的
な
過
程
の

操
り
人
形
で
あ
る
と
い
う
神
経
科
学
を
は
じ
め
、
人
間
の
能
力
や
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は
幼
少
期
の
生
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環
境
に
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て
全
て
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て
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る
と
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、
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の
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動
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と
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の
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と
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の
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的
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は
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に
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さ
れ
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と
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そ
の
状
態
に
基
づ
い
て
そ
れ
以
後
の
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を
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る
自
然
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（
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物
理
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）
の
み
に
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て
決
定
さ
れ
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、
と
す
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。

そ
し
て
人
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の
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も
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の
一
部
分
と
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る
と
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人
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に
つ
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て
の
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定
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」
と
し
て
の
因
果
的
決
定
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が
成
り
立
ち
、
こ
の
「
人

間
に
つ
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の
因
果
的
決
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」
は
、
人
間
の
行
動
や
思
考
は
全
て
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
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。

し
か
し
、「
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に
つ
い
て
の
因
果
的
決
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」
と
、「
宇
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に
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て
の
因
果
的
決
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」
を
重
ね
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せ
た
と
き
、「
宇
宙
の
現
在

の
状
態
は
そ
れ
に
先
立
つ
状
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の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
状
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の
原
因
で
あ
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八
〇

て
の
出
来
事
の
成
り
行
き
は
、
た
だ
一
通
り
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
自
然
の
中
で
働
く
力
と
全

て
の
物
体
の
状
態
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
分
析
で
き
る
強
力
な
知
性
が
あ
れ
ば
、「
同
一
の
方
程
式
の
も
と
に
宇
宙
の
中
の
最
も
大
き

な
物
体
の
運
動
も
、
ま
た
最
も
軽
い
原
子
の
運
動
を
も
包
摂
せ
し
め
る

（
10
）

」
こ
と
で
、
ど
ん
な
未
来
の
出
来
事
も
正
確
に
予
見
で
き
る
と
い

う
「
ラ
プ
ラ
ス
の
魔
物
」
に
何
も
か
も
操
ら
れ
て
い
る
と
い
う
不
穏
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
帰
結
が
と
り
わ
け
法
学
に
と
っ
て
不
都
合
な
の
は
、
そ
こ
に
自
由
意
志
が
介
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
因
果
的
決
定
論
に

よ
れ
ば
、
自
由
な
意
志
で
選
択
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
際
に
は
選
ん
だ
以
外
の
選
択
肢
を
選
べ
な
か
っ
た
し
、
他
の
選
択
肢
を
選
ぶ

と
い
う
自
由
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
自
由
意
志
否
定
論
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
自
由
意
志
否
定
論
は
、
責
任
概

念
を
否
定
し
、
無
意
味
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
な
自
由
が
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
因
果
関
係
に
よ
る
結
び
つ
き
と

決
定
論
と
は
二
律
背
反
が
生
じ
る
と
し
て
い
る

（
11
）

。
こ
れ
は
決
定
論
に
立
っ
て
も
な
お
責
任
を
課
す
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
い
で
、
直
感

的
に
そ
れ
は
両
立
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
通
常
、
行
為
Ｘ
を
し
た
こ
と
へ
の
責
任
は
、
Ｘ
を
し
な
い
と
い
う
決
定
が
で
き
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｘ
を
な
し
た
こ
と
に
課
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
決
定
論
的
立
場
か
ら
は
、
い
か
な
る
道
徳
法
則
も
、
ま
た
道
徳
法
則
に

応
じ
た
い
か
な
る
帰
責
も
不
可
能
と
な
る
。

決
定
論
と
自
由
意
志
と
の
両
立
不
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
す
る
見
解
が
、
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）

hard determ
inism

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
決
定
論
は
こ
の
硬
い
決
定
論
で
、
決
定
論
と
、
自
由
意
志
や
自
由
意
志
に
基
づ
く

責
任
と
の
両
立
を
否
定
す
る
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
非
両
立
論incom

patibilism

の
立
場
に
立
つ
。

同
じ
非
両
立
論
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
硬
い
決
定
論
と
は
逆
の
立
場
を
と
る
非
両
立
論
が
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
考
え
方

で
あ
る
。
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
は
、
物
理
法
則
を
も
乗
り
越
え
る
根
源
的
な
自
由
意
志
を
肯
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
至

）
五
一
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
一

上
主
義
を
取
り
、
決
定
論
が
自
由
意
志
と
は
相
い
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
自
然
法
則
を
乗
り
越
え
る
自
由
意
志
の
存
在
を

認
め
る
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
の
下
で
決
定
論
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
12
）

。

最
後
に
決
定
論
と
自
由
意
志
と
が
両
立
可
能
と
み
る
両
立
論com

patibilism （
13
）

が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
決
定
論
を
認
め
て
も
、

自
由
意
志
の
存
在
と
作
用
を
断
念
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
は
自
由
意
志
概
念
を
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ン
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う

な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
因
果
的
決
定
論
と
衝
突
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
因
果
的
決
定
論
に
抵
触
し
な
い
「
デ
フ
レ
的
」
な
概

念
へ
と
伝
統
的
自
由
概
念
を
切
り
詰
め
て
理
解
す
る

（
14
）

。
例
え
ば
自
由
を
外
的
障
害
の
欠
如
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
に
は
自
由
自
在

に
好
き
な
欲
求
を
生
み
出
す
力
は
な
く
、
ど
ん
な
欲
求
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
か
は
自
然
法
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
（
＝
因
果
的

決
定
論
）
と
す
る
が
、
決
定
論
的
世
界
の
中
で
も
人
間
は
、
あ
る
場
合
に
は
自
分
の
欲
求
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
し
、
別
の
場
合
に

は
欲
求
を
外
的
な
障
害
に
阻
ま
れ
て
し
ま
う
）、
と
考
え
る
。

自
分
自
身
の
欲
求
が
思
い
通
り
達
成
で
き
る
状
態
が
「
自
由
」
で
、
そ
れ
が
阻
ま
れ
て
い
る
の
が
「
不
自
由
」
な
の
で
、
こ
う
し
て
定

義
さ
れ
た
自
由
概
念
は
、
決
定
論
的
な
世
界
の
中
で
も
存
続
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
両
立
論
に
つ
い
て
、
法
律
家
や
政
治
家

な
ど
実
務
的
な
場
面
で
人
間
に
か
か
わ
る
人
々
は
、
両
立
論
的
自
由
で
満
足
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
15
）

。
し
か
し
こ
こ
で
は

更
に
進
ん
で
、
そ
の
両
立
論
的
自
由
意
志
か
ら
帰
結
さ
れ
る
結
果
責
任
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
直
感
的
に
は
両
立
不
可

能
と
思
わ
れ
る
決
定
論
と
自
由
意
志
論
と
を
架
橋
す
る
両
立
論
か
ら
導
か
れ
る
結
果
責
任
は
、
硬
い
決
定
論
や
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ

ム
に
よ
る
責
任
概
念
と
は
異
な
る
見
方
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
決
定
論
と
自
由
意
志
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
や
、
そ
の
関
係
性
か
ら
導
か
れ
る
責
任
追
及
の
態
度
の
う
ち
、
ど
の
主
張
を

採
用
す
べ
き
か
は
今
も
議
論
の
続
く
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
ち
ど
れ
が
正
し
い
と
こ
こ
で
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
オ
イ
デ
ィ

）
五
一
五
（
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で
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よ
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は
異
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提
供
す
る
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は
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で
あ
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そ
も
そ
も
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関
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や
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の
よ
う
に
、
所
詮
何
も
か
も
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
は
採
用
し
た
く
な
い
と
い
う
直
感
が
あ
り
、
も
し
採
用
し
て
し

ま
う
と
法
的
責
任
は
問
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
法
的
な
責
任
概
念
を
考
え
る
う
え
で
は
、
硬
い
決
定
論
を
採
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
採
用
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
と
す
る
と
自
由
意
志
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
、
も
し
く
は
存

在
す
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
法
学
に
お
い
て
は
事
実
と
し
て
自
由
意
志
の
有
無
を
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
要
請
と
し
て
求
め
ら
れ
る
自
由
意
志
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
法
学
は
「
自
由
意
志
と
い
う
虚
構
」
構
造

に
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

自
由
意
志
を
行
為
の
源
と
す
る
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
、
自
由
意
志
が
発
生
す
る
数
ミ
リ
秒
前
に
脳
が
既
に
反
応
し
て

い
る
と
い
う
リ
ベ
ッ
ト
の
実
験

（
17
）

や
、
環
境
、
条
件
付
け
な
ど
と
い
っ
た
外
部
要
因
の
影
響
を
示
唆
す
る
知
見
を
取
り
入
れ
る
と
、
決
定
論

を
否
定
し
て
根
源
的
な
自
由
意
志
の
み
を
肯
定
す
る
の
も
困
難
で
あ
る
。
事
実
決
定
論
は
、
様
々
な
形
で
現
在
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
続

け
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
所
定
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
や
そ
れ
に
伴
う
責
任
と
い
っ
た
、
従
来
刑
法
領
域
で
多
く
扱
わ
れ
て
い
た
明
確
な
法

的
責
任
で
は
な
く
、
も
っ
と
曖
昧
な
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
決
定
行
為
と
そ
の
結
果
を
負
う
こ
と
に
つ
い
て
、
俎
上
に
載
せ
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
一
定
の
選
択
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
を
し
た
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
結
果
を
負
う
、

つ
ま
り
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
を
検
討
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
決
定

論
と
自
由
意
志
の
関
係
を
直
感
的
で
は
な
い
形
で
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

）
五
一
五
（

行
為
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選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
三

一
─
㈠
　
決
定
論
の
諸
相

目
的
論
的
自
然
観

プ
ラ
ト
ン
・
イ
デ
ア
論
の
影
響
を
受
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
は
、
そ
の
後
の
決
定
論
を
語
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
現
世
化
す
る
形
で
、
自
然
現
象
全
般
が
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
「
目
的
」
に
関
連
し
て

説
明
で
き
る
と
す
る
目
的
論
的
自
然
観
を
示
し
て
い
る

（
18
）

。
そ
れ
は
目
的
因
、
形
相
因
、
作
用
因
、
質
量
因
か
ら
な
る
四
原
因
説
に
基
づ
く

も
の
で
、
自
然
物
に
つ
い
て
も
そ
の
「
目
的
」
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
、
説
明
は
完
結
し
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
自
然
運
動
も
ま
た
、
常

に
「
ど
こ
へ
」「
何
を
目
指
し
て
」
と
い
う
終
わ
り
、
つ
ま
り
目
的
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
目
的
と
い
う
終
着
点
を
問
う
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
は
、
因
果
的
決
定
論
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

因
果
的
決
定
論

ス
ト
ア
派
は
宇
宙
の
目
的
論
的
構
造
を
、
宇
宙
に
浸
透
す
る
理
性
的
な
魂
、
す
な
わ
ち
神
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。「
神
」
は
人
間
の

行
為
を
、
人
間
の
理
性
が
導
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
宇
宙
を
目
的
論
的
に
導
く
と
し
て
、
因
果
的
決
定
論
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は

理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
人
間
が
「
宇
宙
の
目
的
」
で
あ
り
、
他
の
事
物
は
そ
の
「
手
段
」
と
な
る
。
目
的
＝
手
段
関
係
を
神
と
人

間
へ
と
一
元
的
に
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
宇
宙
秩
序
の
道
具
的
な
最
善
性
・
最
適
性
を
突
き
詰
め
れ
ば
、
過
去
か
ら
未
来
へ
続
く
出
来
事

の
連
鎖
の
在
り
方
は
た
だ
一
通
り
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
宇
宙
の
因
果
的
秩
序
に
基
づ
く
因
果
的
決
定
論
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
あ
た
か
も
世
界
が
「
巧
妙
に
設
計
さ
れ
た
機
械
仕
掛
け
」
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
因
果
的
決
定
論
は
、
未
来
は
過
去
に
似
る
と

い
う
自
然
の
斉
一
性
、
ど
ん
な
出
来
事
に
も
原
因
が
あ
る
と
い
う
因
果
律
、
行
為
者
を
最
初
の
原
因
と
す
る
因
果
関
係
は
あ
り
得
な
い
と

す
る
行
為
者
因
果
の
不
可
能
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る

（
19
）

。
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自
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受
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す
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自
然
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18
）
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。
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ス
ト
テ
レ
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。
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。
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。
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似
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あ
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得
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因
果
的
決
定
論
か
ら
は
自
由
意
志
が
否
定
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
、
人
々
は
自
由
意
志
が
あ
る
と
誤
解
し
て
い
る
点
に
つ
き
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
然
現
象
を
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
目
的
論
的
自

然
観
を
先
入
観
と
し
て
否
定
し
た
形
で
、
因
果
的
決
定
論
を
取
る
。
木
島
は
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
着
想
を
得
て
、
自
由
意
志
に
関
し
て
次
の
よ

う
に
提
示
し
て
い
る

（
20
）

。

①
　
人
々
は
、
自
ら
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
抱
い
て
い
る
。
人
間
も
自
然
物
の
一
つ
で
あ
り
、
人
間
の
意
志
に
も
欲
求
に
も
そ
れ

を
形
成
し
た
原
因
が
あ
る
。（
つ
ま
り
人
間
の
意
志
に
対
し
て
決
定
論
が
適
用
さ
れ
る
。）
し
か
し
人
々
は
自
分
の
意
志
と
い
う
「
結
果
」
し

か
意
識
で
き
ず
、
自
分
を
そ
こ
へ
決
定
し
た
「
原
因
」
に
つ
い
て
は
無
知
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
の
意
志
は
何
の
原
因
も
な
し
に
、

つ
ま
り
自
分
が
自
分
の
力
だ
け
で
決
め
た
と
思
い
込
む
。
決
定
論
的
な
世
界
の
中
で
、「
自
由
意
志
」
と
い
う
錯
覚
が
生
み
出
さ
れ
る
。

②
　
人
々
が
万
事
を
な
す
の
は
目
的
の
た
め
、
つ
ま
り
自
分
が
欲
し
て
い
る
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
す
。
人
々
は
自

己
利
益
追
求
と
い
う
普
遍
的
な
「
目
的
」
を
抱
き
、
そ
の
目
的
を
目
指
し
て
行
動
し
て
い
る
。
人
々
は
お
互
い
の
行
為
に
つ
い
て
自
分

が
直
接
に
意
識
し
て
い
る
「
何
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
を
知
り
た
が
り
、
ま
た
そ
れ
を
告
げ
合
う
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
の
欲
求
を

形
成
し
た
原
因
に
関
し
て
は
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
聞
け
ば
満
足
し
、
さ
ら
に
は
他
人
の
内
心
も
同
じ
よ
う
な
仕
方
で

推
察
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
「
目
的
」
を
問
い
か
け
合
い
、
そ
の
答
え
を
聞
い
て
満
足
す
る
と
い
う
習
慣
を
身
に
着
け
た
人
々
が
、
こ
の
思
考
法
を
拡
張
さ

せ
た
結
果
、
目
的
と
手
段
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
自
然
を
理
解
す
る
と
い
う
迷
信
が
根
付
い
て
い
く
と
考
え
る
。
こ
こ
で
人
間
に
よ
る
目

的
の
設
定
は
自
由
意
志
に
由
来
す
る
と
い
う
錯
覚
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
自
由
意
志
と
い
う
錯
覚
と
目
的
論
的
自
然
観
と
が
共
犯

関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
自
由
意
志
と
目
的
論
的
自
然
観
と
い
う
先
入
観
、
そ
れ
が
生
み
出
し
た
超
越
論
的
人
格
神
と
い
う
迷
信
、

）
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三
八
五

そ
の
迷
信
を
支
え
る
難
解
な
神
学
体
系
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
支
え
合
っ
て
巨
大
な
「
構
築
物
」
を
な
し
」、「
殆
ど
の
学
問
は
、
目
的
─
手

段
関
係
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
構
築
物
を
支
え
続
け
る
役
割
し
か
持
た
な
い

（
21
）

」
こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
、
現
在

私
た
ち
が
法
的
責
任
を
問
う
構
造
へ
の
批
判
に
も
な
る
。

機
械
的
自
然
観

近
代
以
降
、
全
て
の
自
然
現
象
は
、
物
体
の
衝
突
規
則
の
よ
う
な
、
単
純
で
厳
密
な
数
理
的
に
定
式
化
で
き
る
法
則
に
従
う
も
の
と
し

て
理
解
で
き
る
と
す
る
機
械
論
的
自
然
観
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
の
目
的
論
的
自
然
観
に
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
も
機
械
論
的
自

然
観
を
採
用
し
、
人
間
の
身
体
を
も
一
種
の
精
巧
な
機
械
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
意
志
を
持
ち
、
自
ら
の
目
的
を
目
指
し
て

ふ
る
ま
う
人
間
の
心
に
関
し
て
は
、
機
械
論
の
適
用
を
除
外
す
る
。
ま
た
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
機
械
論
的
自
然
観
か
ら
人
間
に
関
す
る
因
果
的

決
定
論
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
心
だ
け
に
別
格
の
扱
い
を
与
え
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
も
似
た
自
由
意
志
を
確
保

し
て
も
い
る
。

一
─
㈡
　
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結

初
期
ス
ト
ア
派
は
、「
こ
の
宇
宙
が
一
つ
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
相
互
に
結
び
付
き
、
生
じ
た
も
の
か
ら
は
す
べ
て
何
か
別
の
も

の
が
結
果
し
、
結
果
し
た
も
の
は
先
の
物
を
原
因
と
し
て
そ
れ
に
必
然
的
に
結
び
つ
く
」
と
し
て
原
因
の
無
限
後
退
と
い
う
宿
命
を
前
提

と
し
て
い
た

（
22
）

。
そ
こ
で
は
自
由
意
志
に
よ
る
責
任
は
発
生
し
な
い
。
し
か
し
ス
ト
ア
派
の
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
た
と
え
宿
命
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
が
全
て
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
の
不
穏
な
帰
結
に
対
し
て
い
わ
ば
両
立
論
を
提
示
し
て
い
る

（
23
）

。

ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
「
宿
命
が
必
然
の
力
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
万
事
は
宿
命
に
よ
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
決
定
論
と
、「
心
の
自
発

）
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を
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と
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的
な
動
き
は
い
か
な
る
宿
命
に
も
よ
ら
な
い
」
と
い
う
自
由
意
志
論
の
間
で
、
仲
裁
者
の
役
割
を
果
た
し
た
。
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
は
、
何

も
の
も
先
行
す
る
原
因
な
し
に
は
生
じ
な
い
が
、
同
時
に
必
然
性
を
否
認
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
円
筒
と
コ
マ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
円
筒

と
コ
マ
（
円
錐
）
は
押
し
て
弾
み
を
付
け
な
け
れ
ば
動
き
始
め
ら
れ
な
い
（
＝
先
行
す
る
原
因
が
あ
る
）
が
、
動
き
始
め
る
と
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
軌
跡
を
描
く
。
い
っ
た
ん
動
き
始
め
た
ら
、
そ
れ
自
身
の
本
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
軌
跡
を
描
く
（
＝
自
由
意
志
が
存
在
す
る
）
の

で
、
そ
れ
は
我
々
の
権
能
の
内
に
あ
る
、
と
す
る

（
24
）

。
た
だ
、「
必
然
的
で
あ
る
こ
と
は
強
制
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う

な
自
然
本
性
の
も
の
が
、
そ
れ
以
外
の
状
況
に
取
り
囲
ま
れ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
状
況
に
取
り
囲
ま
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
以

外
の
仕
方
で
動
く
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る

（
25
）

」
と
し
て
、
他
行
為
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
有
害
な
自
然
物
や
無
益
な

自
然
物
で
あ
っ
て
も
、
最
善
の
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
の
や
む
を
得
な
い
副
産
物
・
必
要
悪
で
あ
る
と
し
て
、
各
人
の
「
分
の
中
で
生
き

る
」
こ
と
に
徳
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
は
当
然
、
既
存
の
制
度
を
批
判
的
に
眺
め
る
視
点
は
出
て

こ
な
い
。

こ
う
し
た
自
由
と
決
定
論
と
を
両
立
可
能
性
と
し
た
際
に
立
ち
現
れ
て
く
る
自
由
の
デ
フ
レ
的
概
念
に
対
し
、
自
由
と
は
必
然
性
を
指

す
と
し
か
理
解
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
最
高
存
在
へ
の
束
縛
こ
そ
が
真
の
意
味
の
自
由
で
あ
り
、
自
由
を
本
来
の
意
味
と
は
正
反
対
に
定

義
し
な
お
す
こ
と
で
、
両
立
論
は
自
由
と
決
定
論
の
一
致
を
強
弁
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る

（
26
）

。
し
か
し
必
然
や
運
命
へ
の
隷
属
を

「
自
由
」
と
呼
び
代
え
る
こ
と
で
、
字
面
の
上
で
だ
け
決
定
論
と
自
由
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
苦
し
紛
れ
の
言
い
逃
れ
」
と
す
る
指

摘
は
、「
自
由
意
志
に
見
せ
か
け
た
隷
属
的
決
断
」
に
つ
い
て
、
そ
の
帰
責
性
を
問
う
の
に
重
要
な
要
素
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宿
命
や
運
命
に
関
し
て
は
、
全
て
が
運
命
で
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
普
遍
論
の
他
に
、
限
定
的
な
運
命
論
を
説
く
も
の

も
あ
る
。
こ
の
世
で
生
じ
る
出
来
事
の
う
ち
、
運
命
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
部
分
で
あ
り
、
因
果
の
「
枝
分
か
れ
」
を
自
力
で

）
五
一
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
七

作
り
出
せ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
「
枝
分
か
れ
」、
つ
ま
り
選
択
の
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
他
行
為

可
能
性
で
あ
る
。

二
　
両
立
論
─
他
行
為
可
能
性
に
よ
る
帰
責

従
来
、
両
立
論
・
非
両
立
論
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
自
由
の
意
味
の
核
心
は
「
他
行
為
可
能
性alternative possibility

」

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、「
そ
う
し
な
い
で
も
い
ら
れ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
」
こ
と
に
自
由

意
志
が
存
在
し
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
選
択
に
関
連
し
て
責
任
が
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
他
人
の
行
為
を
道
徳
的
に
評
価
し
た
り
、
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
、
人
が
怒
り
と
い
う
制
御
で
き

な
い
感
情
を
持
つ
の
と
同
様
に
人
間
社
会
の
根
源
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
相
互
の
道
徳
的
評
価
・
帰
責
と
い
う
実
践
は
、
我
々
の
社
会
を

今
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
枠
組
み
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
枠
組
み
は
理
論
的
改
定
や
決
断
に
よ
っ
て
変
更
で
き
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
自
由
の
問
題
を
切
り
離
し
た
両
立
論
を
展
開
し
た

（
27
）

。

他
方
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
道
徳
的
実
践
は
他
行
為
可
能
性
を
前
提
に
し
な
い
、
と
す
る
論
文
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任

（
28
）

」
を

展
開
し
た
。
こ
れ
は
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
が
あ
る
行
為
を
望
み
そ
の
通
り
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
行
為
に
対
す
る

道
徳
的
責
任
は
免
除
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、「
本
人
が
な
し
た
行
為
」
と
い
う
「
行
為
者
性
」
に
こ
そ
自
由
の
核
心
が
あ
る
、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
立
論
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

）
五
一
五
（
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島
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あ
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か
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あ
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。
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あ
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。
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あ
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あ
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を
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追
及
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は
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と
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制
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で
き

な
い
感
情
を
持
つ
の
と
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に
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間
社
会
の
根
源
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
相
互
の
道
徳
的
評
価
・
帰
責
と
い
う
実
践
は
、
我
々
の
社
会
を

今
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
成
立
さ
せ
る
枠
組
み
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
枠
組
み
は
理
論
的
改
定
や
決
断
に
よ
っ
て
変
更
で
き
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
決
定
論
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
自
由
の
問
題
を
切
り
離
し
た
両
立
論
を
展
開
し
た

（
27
）

。

他
方
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
道
徳
的
実
践
は
他
行
為
可
能
性
を
前
提
に
し
な
い
、
と
す
る
論
文
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任

（
28
）

」
を

展
開
し
た
。
こ
れ
は
他
行
為
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
が
あ
る
行
為
を
望
み
そ
の
通
り
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
行
為
に
対
す
る

道
徳
的
責
任
は
免
除
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
、「
本
人
が
な
し
た
行
為
」
と
い
う
「
行
為
者
性
」
に
こ
そ
自
由
の
核
心
が
あ
る
、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
立
論
を
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

）
五
一
五
（
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三
八
八

二
─
㈠
　
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
事
例
か
ら
見
る
他
行
為
可
能
性

一
般
に
他
行
為
可
能
性
原
理
で
は
、
あ
る
人
格
に
つ
い
て
、
そ
の
人
が
自
分
の
為
し
た
こ
と
と
し
て
道
徳
的
責
任
が
あ
る
の
は
、
そ
の

人
が
別
の
こ
と
も
な
し
え
た
場
合
の
み
と
さ
れ
る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
、
選
択
可
能
性
原
理
を
自
由
の
核
心
に
置
く
の
は
誤

り
と
考
え
、
た
と
え
別
の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
（
他
行
為
不
可
能
性
）
と
し
て
も
、
人
格
は
自
ら
の
為
し
た
こ
と
に
関
し
て
道
徳
的
責

任
を
問
わ
れ
う
る
、
と
し
た
。

同
一
の
事
情
に
よ
り
あ
る
人
格
の
行
為
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
か
つ
そ
の
行
為
が
不
可
避
に
な
る
状
況
を
考
え
て
み
る
。
例
え
ば
、
あ
る

人
格
が
何
か
を
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
て
い
る
状
況
、
催
眠
術
の
暗
示
に
よ
っ
て
行
為
を
強
い
ら
れ
て
い
る
状
況
、
何
ら
か
の
内
的
衝
動

に
駆
り
立
て
ら
れ
て
行
動
し
て
い
る
状
況
な
ど
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
暗
黙
裡
に
脳
内
に
電
極
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
状
況
で
は
、
そ
の
人
格
が
別
の
こ
と
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
他
か
ら
の
要
因
や
事
情
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
要
因
や
事
情
が
本
人
の
行
為
を
強
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の

提
起
し
た
事
例
で
あ
る

（
29
）

。

Ｐ
は
Ｓ
か
ら
、
行
為
Ａ
を
行
わ
ね
ば
非
常
に
厳
し
い
懲
罰
を
与
え
る
、
と
脅
迫
さ
れ
（
も
し
く
は
催
眠
術
を
掛
け
ら
れ
た
、
薬
を
投
与
さ
れ

た
、
脳
と
神
経
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
操
作
さ
れ
た
、
な
ど
）、
Ｐ
は
Ａ
を
行
っ
た
。
Ｐ
は
Ａ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
か
？

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
態
度
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る

（
30
）

。

①
　
Ｐ
は
Ｓ
の
脅
し
に
屈
し
て
行
為
Ａ
を
行
っ
た
。

）
五
五
〇
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
八
九

こ
の
場
合
、
Ｐ
に
Ａ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
　
Ｐ
は
厳
し
い
懲
罰
を
避
け
よ
う
と
い
う
分
別
の
あ
る
人
間
で
は
な
く
（
催
眠
術
や
薬
、
脳
へ
の
介
入
が
効
果
を
持
た
ず
）、
も
と
も
と

行
為
Ａ
を
行
お
う
と
決
心
し
て
お
り
、
脅
迫
が
な
く
て
も
行
為
Ａ
を
行
っ
た
場
合
。

こ
の
場
合
、
脅
迫
は
い
か
な
る
効
力
も
持
っ
て
い
な
い
し
、
脅
迫
が
あ
っ
た
か
ら
責
任
が
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
必
ず
行
為

Ａ
を
行
お
う
と
す
る
Ｐ
か
ら
他
行
為
を
奪
っ
て
は
い
な
い
。

②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
Ａ
は
脅
迫
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
そ
の
行
為
を
遂
行
し
た
の
だ
か
ら
、
脅
迫
が
あ
っ
て
も
自
ら
の
行
為
に
関
す

る
道
徳
的
責
任
は
軽
く
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
介
入
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
Ｐ
は
Ａ
以
外
の
選
択
肢
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

Ｐ
の
道
徳
的
責
任
は
、
背
後
に
邪
悪
な
意
図
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る

の
は
、
別
の
こ
と
が
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
あ
り
（
ケ
ー
ス
②
）、
別

の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
な
い
（
ケ
ー
ス
①
）、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

現
実
に
は
、
本
人
が
何
か
を
す
る
よ
う
動
か
し
た
り
導
い
た
り
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
残
さ
れ
ず
、
本
人
が

そ
の
事
情
の
下
で
行
為
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
何
事
か
を
な
し
た
人
格
に
と
り
、
別
の

こ
と
は
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
道
徳
的
責
任
の
問
題
と
必
ず
し
も
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
、
強
制
と
道
徳
的
責
任

は
互
い
に
相
い
れ
ず
、
強
制
さ
れ
る
と
自
由
も
道
徳
的
責
任
も
奪
わ
れ
る
（
つ
ま
り
選
択
不
可
能
性
に
よ
り
、
道
徳
的
責
任
は
強
制
の
前
に
あ
っ

て
免
除
さ
れ
る
）、
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

）
五
五
一
（



行
為
を
選
択
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た
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と
に
責
任
は
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る
か
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（
松
島
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八
九

こ
の
場
合
、
Ｐ
に
Ａ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
　
Ｐ
は
厳
し
い
懲
罰
を
避
け
よ
う
と
い
う
分
別
の
あ
る
人
間
で
は
な
く
（
催
眠
術
や
薬
、
脳
へ
の
介
入
が
効
果
を
持
た
ず
）、
も
と
も
と

行
為
Ａ
を
行
お
う
と
決
心
し
て
お
り
、
脅
迫
が
な
く
て
も
行
為
Ａ
を
行
っ
た
場
合
。

こ
の
場
合
、
脅
迫
は
い
か
な
る
効
力
も
持
っ
て
い
な
い
し
、
脅
迫
が
あ
っ
た
か
ら
責
任
が
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
必
ず
行
為

Ａ
を
行
お
う
と
す
る
Ｐ
か
ら
他
行
為
を
奪
っ
て
は
い
な
い
。

②
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
Ａ
は
脅
迫
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
そ
の
行
為
を
遂
行
し
た
の
だ
か
ら
、
脅
迫
が
あ
っ
て
も
自
ら
の
行
為
に
関
す

る
道
徳
的
責
任
は
軽
く
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
介
入
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
Ｐ
は
Ａ
以
外
の
選
択
肢
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

Ｐ
の
道
徳
的
責
任
は
、
背
後
に
邪
悪
な
意
図
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
は
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る

の
は
、
別
の
こ
と
が
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
あ
り
（
ケ
ー
ス
②
）、
別

の
こ
と
を
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
が
理
由
で
そ
う
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
責
任
は
な
い
（
ケ
ー
ス
①
）、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

現
実
に
は
、
本
人
が
何
か
を
す
る
よ
う
動
か
し
た
り
導
い
た
り
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
う
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
残
さ
れ
ず
、
本
人
が

そ
の
事
情
の
下
で
行
為
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
一
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
は
何
事
か
を
な
し
た
人
格
に
と
り
、
別
の

こ
と
は
な
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
道
徳
的
責
任
の
問
題
と
必
ず
し
も
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
、
強
制
と
道
徳
的
責
任

は
互
い
に
相
い
れ
ず
、
強
制
さ
れ
る
と
自
由
も
道
徳
的
責
任
も
奪
わ
れ
る
（
つ
ま
り
選
択
不
可
能
性
に
よ
り
、
道
徳
的
責
任
は
強
制
の
前
に
あ
っ

て
免
除
さ
れ
る
）、
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。

）
五
五
一
（
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三
九
〇

二
─
㈡
　
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
意
志

他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
、
行
為
者
性
に
道
徳
的
責
任
を
見
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
議
論
を
続
け
て
見
て
い
こ
う
。
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
は
「
意
志
の
自
由
と
人
格
と
い
う
概
念
」
の
中
で
、
道
徳
的
責
任
を
問
え
る
ほ
ど
十
分
な
行
為
者
性
を
持
っ
た
も
の
と
し
て

「
人
格
性
」
を
考
え
て
い
る

（
31
）

。
人
間
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
選
好
や
目
的
に
関
し
て
、
実
際
と
は
異
な
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
欲
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
反
省
的
な
自
己
評
価
の
能
力
は
、
人
間
以
外
の
動
物
に
は
な
い
と
し
て
、
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

欲
求
を
階
層
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る
。

例
え
ば
、「
食
べ
放
題
の
お
店
で
思
う
存
分
食
べ
た
い
」
と
い
う
欲
求
と
、「
太
り
た
く
な
い
の
で
食
欲
を
抑
制
し
た
い
」
と
い
う
欲
求

と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
思
う
存
分
食
べ
た
い
」
と
い
う
の
は
行
為
に
対
す
る
欲
求
で
、
こ
れ
を
一
階
の
欲
求
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー

ト
は
呼
ぶ
。
行
為
に
対
す
る
欲
求
は
人
間
以
外
の
動
物
で
も
持
ち
う
る
欲
求
で
あ
る
。
他
方
、「
食
べ
た
く
は
あ
る
け
れ
ど
、
太
り
た
く

な
い
の
で
食
欲
を
抑
制
し
た
い
」
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
欲
求
の
在
り
方
に
対
す
る
欲
求
と
な
り
、
こ
れ
は
二
階
の
欲
求
と
呼
ば
れ

る
。
二
階
の
欲
求
は
人
間
だ
け
が
持
つ
欲
求
と
さ
れ
る
。
行
為
に
対
す
る
欲
求
、
つ
ま
り
一
階
の
欲
求
は
、
し
た
い
こ
と
を
す
る
自
由
で

あ
り
、
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
為
す
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
生
じ
た
欲
求
に
従
っ
て
行
為
す
る

（
自
由
に
行
為
す
る
）
の
で
は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
に
従
っ
て
行
為
す
る
（
自
由
意
志
に
従
っ
て
行
為
す
る
）
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
為
し
た
こ
と
と
な
り
、「
こ
れ
は
私
の
な
し
た
行
為
だ
」
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。
人
格
で
あ

る
こ
と
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
は
、
二
階
の
欲
求
だ
け
で
な
く
二
階
の
意
志
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
。
自
由
意
志
を
享
受
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
何
ら
か
の
二
階
（
な
い
し
は
そ
れ
よ
り
高
階
の
）
欲
求
が
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
自
由
意
志
を
享
受
し
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
欲
求
が
充
足
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
人
格
の
意
志
は
、
自
分
が
欲
し
て
い
る
意
志
を
持
つ
自
由
が
あ
る
か
ど

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
一

う
か
と
い
う
二
階
の
欲
求
を
持
ち
う
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
他
行
為
可
能
性
の
有
無
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
フ
ラ
ン
ク

フ
ァ
ー
ト
の
見
解
は
、
か
よ
う
に
導
き
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
う
す
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
「
自
由
に
そ
う
し
た
」
と
は
言
え

な
い
（
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
は
な
い
）、
と
い
う
批
判
も
依
然
残
る
が
、
そ
の
点
を
更
に
考
察
す
る
た
め
に
も
、
二
階
の
意
志
を
持
つ
行

為
者
性
を
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
　
両
立
論
─
行
為
者
性
に
よ
る
帰
責

三
─
㈠
　
行
為
者
性
と
計
画
性

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
行
為
者
性
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
考
察
が
更
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は

行
為
者
性
に
関
し
て
、「
行
為
者
性
は
そ
の
行
為
が
私
の
欲
求
と
私
の
信
念
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に

存
し
て
お
り
、
私
以
外
の
外
か
ら
の
力
で
は
な
く
、
ま
さ
に
私
の
欲
求
と
信
念
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
行
為
が
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

は
私
の
な
し
た
行
為
と
い
え
る
」
と
捉
え
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、「
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」
を
提
示
し
て
い
る

（
32
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
行
為
者
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
の
が
計
画
性
の
概
念
で
あ
る

（
33
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
と
計
画
と
は
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
行
動
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
性
の
中
心
を

支
え
る
も
の
に
な
る
。「
論
文
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
て
今
す
ぐ
に
で
も
取
り
掛
か
り
た
い
。
し
か
し
授
業
の
準
備
も
あ
る
。
授
業
準

備
は
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
授
業
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
論
文
だ
け
に
専
念
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
計
画
を
立
て
、
今
日
は
午
前
中

に
授
業
の
準
備
を
し
て
、
午
後
か
ら
論
文
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
の
が
計
画
で
あ
り
、
行
為
を
決
定
す
る
源
に
な
る
。

）
五
五
五
（



行
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あ
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、
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可
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性
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有
無
に
か
か
わ
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も
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で
は
な
い
、
と
い
う
フ
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ク

フ
ァ
ー
ト
の
見
解
は
、
か
よ
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に
導
き
出
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
う
す
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
「
自
由
に
そ
う
し
た
」
と
は
言
え

な
い
（
他
行
為
可
能
性
な
き
自
由
は
な
い
）、
と
い
う
批
判
も
依
然
残
る
が
、
そ
の
点
を
更
に
考
察
す
る
た
め
に
も
、
二
階
の
意
志
を
持
つ
行

為
者
性
を
よ
り
厳
密
に
検
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す
る
必
要
が
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三
　
両
立
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─
行
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者
性
に
よ
る
帰
責

三
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行
為
者
性
と
計
画
性

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
行
為
者
性
概
念
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
考
察
が
更
な
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は

行
為
者
性
に
関
し
て
、「
行
為
者
性
は
そ
の
行
為
が
私
の
欲
求
と
私
の
信
念
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に

存
し
て
お
り
、
私
以
外
の
外
か
ら
の
力
で
は
な
く
、
ま
さ
に
私
の
欲
求
と
信
念
が
原
因
と
な
っ
て
そ
の
行
為
が
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
れ

は
私
の
な
し
た
行
為
と
い
え
る
」
と
捉
え
る
の
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、「
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
」
を
提
示
し
て
い
る

（
32
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
行
為
者
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
の
が
計
画
性
の
概
念
で
あ
る

（
33
）

。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
る
と
計
画
と
は
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
行
動
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
者
性
の
中
心
を

支
え
る
も
の
に
な
る
。「
論
文
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
て
今
す
ぐ
に
で
も
取
り
掛
か
り
た
い
。
し
か
し
授
業
の
準
備
も
あ
る
。
授
業
準

備
は
し
な
く
て
も
そ
こ
そ
こ
の
授
業
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
ら
、
論
文
だ
け
に
専
念
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
計
画
を
立
て
、
今
日
は
午
前
中

に
授
業
の
準
備
を
し
て
、
午
後
か
ら
論
文
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し
よ
う
」
と
い
う
の
が
計
画
で
あ
り
、
行
為
を
決
定
す
る
源
に
な
る
。

）
五
五
五
（
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三
九
二

通
常
、
計
画
は
、
ひ
と
ま
ず
は
立
て
た
計
画
を
再
検
討
か
つ
放
棄
し
な
い
と
い
う
合
理
的
圧
力
の
も
と
に
安
定
性
が
あ
り
、
目
的
‐
手
段

に
関
す
る
合
理
性
と
整
合
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た
時
に
、
考
慮
に
基
づ
い
た
決
定
と
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
と
が
あ
る
。
計
画
を
組
み
立
て
る
局

面
に
お
い
て
、
通
常
は
様
々
な
選
択
肢
を
め
ぐ
り
考
慮
に
基
づ
い
て
決
定
を
行
う
が
、
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
と
は
、
そ
れ
ら
の
選
択

肢
が
そ
れ
ま
で
に
立
て
て
い
た
計
画
の
構
造
に
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

①
　
計
画
を
組
み
立
て
る
局
面
で
、
あ
る
要
素
を
優
先
さ
せ
な
が
ら
考
慮
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
決
定
が
合
理
的
だ
っ
た
。

②
　
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
の
計
画
の
途
中
ま
で
は
首
尾
よ
く
実
行
で
き
て
い
る
。

③
　
そ
の
計
画
は
整
合
性
と
一
貫
性
の
要
請
を
満
た
し
、
様
々
な
仕
方
で
安
定
し
て
い
る
。

④
　
そ
の
安
定
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑤
　
現
状
に
再
検
討
を
促
す
よ
う
な
問
題
や
「
も
つ
れ
」
が
な
い
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
と
き
に
、
計
画
は
考
慮
に
基
づ
か
ず
実
行
に
移
さ
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
選
択
肢
は
そ
も
そ
も
因
果
論

的
に
制
約
さ
れ
て
狭
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

因
果
論
的
に
考
え
る
と
、
そ
の
行
動
が
「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
常
識
的
な
評
価
形
式
に
基
づ
い

て
、
合
理
性
に
関
し
て
深
刻
な
形
で
非
難
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
行
為
し
て
い
る
と
き
を
指
す
。
そ
し
て
私
の
計
画
は
、
考
慮
に
基

づ
い
た
一
連
の
合
理
的
決
定
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
現
在
、
私
の
計
画
は
整
合
的
で
一
貫
性
が
あ
り
、
ま
た
理
に
か

な
っ
た
仕
方
で
安
定
し
て
い
る
。
そ
の
安
定
性
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
再
検
討
す
る
こ
と
な
く
そ
の
計
画
を
実
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
、「
理
に
か
な
う
」
因
果
を
断
ち
切
っ
て
考
慮
に
基
づ
く
決
定
を
な
す
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
極
め
て
困
難
な
循
環
を
な
し
て
い
る
。

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
三

だ
が
、
そ
の
安
定
性
が
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
う
も
の
の
、
も
う
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

状
態
も
確
実
に
存
在
す
る

（
34
）

。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
さ
え
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
へ
の
再
考
が
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。三

─
㈡
　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

主
体
的
な
「
行
為
者
性
」
と
「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
「
時
間
的
な
幅
を

持
っ
た
行
為
者
性
」
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
単
に
自
ら
の
欲
求
や
成
功
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
の
存
在
で
は
な

い
こ
と
に
は
、
多
く
の
同
意
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
一
階
・
二
階
の
欲
求
を
、
さ
ら
に
一
階
の

欲
求
を
肯
定
・
否
定
す
る
高
階
の
態
度
を
持
つ
能
力
＝
弱
い
反
省
能
力
と
、
一
階
の
欲
求
に
対
し
て
、
私
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か

決
定
す
る
能
力
＝
強
い
反
省
能
力
と
に
分
類
す
る
。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
に
関
し
て
、
反
省
的
で
な
い
人
が
計
画
的
に
行
為
す

る
こ
と
や
、
自
分
の
動
機
付
け
に
つ
い
て
反
省
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
に
自
ら
の
行
為
者

性
を
認
識
で
き
な
い
人
も
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
行
為
者
性
を
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

通
常
私
た
ち
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
、
過
去
に
行
為
し
て
お
り
、
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
も
行
為
す
る
行
為

者
と
同
一
人
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
過
去
か
ら
将
来
へ
と
続
く
同
一
性
が
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
未
来
と
の
心
理
的
な
つ
な
が
り
の
有
無
は
、
あ
る
程
度
ま
で
行
為
者
の
活
動
の
（
と
き
に
は
意
図
さ
れ
た
）
産
物
で
も
あ
る
。
つ

ま
り
行
為
者
は
、
そ
の
瞬
間
に
だ
け
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
て
い
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す

）
五
五
五
（



行
為
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選
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こ
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だ
が
、
そ
の
安
定
性
が
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
う
も
の
の
、
も
う
一
方
の
人
物
に
と
っ
て
は
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
と
い
う

状
態
も
確
実
に
存
在
す
る

（
34
）

。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
を
遂
行
す
る
こ
と
に
さ
え
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
へ
の
再
考
が
迫
ら
れ
る
だ
ろ

う
。三

─
㈡
　
行
為
者
性
と
時
間
的
な
幅

主
体
的
な
「
行
為
者
性
」
と
「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
と
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
「
時
間
的
な
幅
を

持
っ
た
行
為
者
性
」
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
単
に
自
ら
の
欲
求
や
成
功
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
の
存
在
で
は
な

い
こ
と
に
は
、
多
く
の
同
意
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
の
一
階
・
二
階
の
欲
求
を
、
さ
ら
に
一
階
の

欲
求
を
肯
定
・
否
定
す
る
高
階
の
態
度
を
持
つ
能
力
＝
弱
い
反
省
能
力
と
、
一
階
の
欲
求
に
対
し
て
、
私
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
か

決
定
す
る
能
力
＝
強
い
反
省
能
力
と
に
分
類
す
る
。「
考
慮
に
基
づ
か
な
い
計
画
」
に
関
し
て
、
反
省
的
で
な
い
人
が
計
画
的
に
行
為
す

る
こ
と
や
、
自
分
の
動
機
付
け
に
つ
い
て
反
省
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
故
に
自
ら
の
行
為
者

性
を
認
識
で
き
な
い
人
も
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
行
為
者
性
を
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

よ
り
理
解
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

通
常
私
た
ち
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
、
過
去
に
行
為
し
て
お
り
、
そ
し
て
将
来
に
お
い
て
も
行
為
す
る
行
為

者
と
同
一
人
の
行
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
過
去
か
ら
将
来
へ
と
続
く
同
一
性
が
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
た
行
為
者
性
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
未
来
と
の
心
理
的
な
つ
な
が
り
の
有
無
は
、
あ
る
程
度
ま
で
行
為
者
の
活
動
の
（
と
き
に
は
意
図
さ
れ
た
）
産
物
で
も
あ
る
。
つ

ま
り
行
為
者
は
、
そ
の
瞬
間
に
だ
け
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
時
間
的
な
幅
を
持
っ
て
い
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す

）
五
五
五
（
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る
と
い
う
の
は
、
長
期
に
わ
た
る
行
為
者
の
活
動
に
特
有
な
つ
な
が
り
を
構
成
し
、
支
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
時
間
を
通
し
た
そ
の
人
の

行
為
者
性
を
ま
と
め
上
げ
る
の
を
容
易
な
も
の
と
し
て
い
る
何
ら
か
の
態
度
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
求
が
支
持
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
時
間
的
な
幅
と
い
う
の
は
、
過
去
の
上
に
し
か
現
在
や
将
来
が
形
成
さ
れ
な
い
と
い
う
、
過
去
の
因
果
的
制
約
で
も
あ
る
。

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
強
い
反
省
能
力
を
よ
り
高
階
の
方
針
と
し
て
、
自
己
統
制
的
方
針
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
人
は
、
自
分
の
も
の
と

は
思
え
な
い
よ
う
な
自
己
統
制
的
方
針
を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。
特
に
権
威
は
高
階
の
態
度
に
訴
え
る
の

で
、
権
威
の
問
題
に
応
答
す
る
た
め
、
単
に
更
な
る
高
階
の
態
度
に
訴
え
る
の
で
は
、
無
限
後
退
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
無
限
後
退
を
食

い
止
め
る
た
め
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
自
己
統
制
的
方
針
に
対
す
る
満
足
の
重
要
性
を
説
く
。
あ
る
自
己
統
制
的
方
針
と
、
他
の
自
己
統
制

的
方
針
と
の
間
に
葛
藤
が
存
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
人
が
自
分
の
自
己
統
制
的
方
針
に
満
足
で
き
る
の
は
、
そ
の
方
針
が
、
そ
の

人
の
持
つ
他
の
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
を
受
け
て
い
な
い
と
き
だ
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
欲
求
と
行
為
と
の
間
が
必
ず
し
も
連
動
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
人
が
あ
る
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、

普
通
は
そ
の
欲
求
が
行
為
を
正
当
化
す
る
目
的
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、

①
　
行
為
者
が
あ
る
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
本
人
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合

②
　
行
為
者
が
そ
の
欲
求
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
欲
求
を
取
り
除
き
た
い
が
ゆ
え
の
場
合

に
は
、
欲
求
と
行
為
と
が
ば
ら
ば
ら
に
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
行
為
者
が
あ
る
欲
求
を
支
持
す
る
と
は
、
行
為
者
が
そ
の

欲
求
の
然
る
べ
き
働
き
を
支
持
す
る
自
己
統
制
的
方
針
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
単
に
そ
の
欲
求
が
動
機
と
し
て
働
く
こ
と
と
は
異
な
る
と

い
う
。

選
択
可
能
性
で
は
な
く
行
為
者
性
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
考
え
方
は
、
一
見
よ
り
厳
し
い
責
任
能
力
を
求
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
五

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
や
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
考
え
る
行
為
性
は
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
を
す
る
欲
求
に
基
づ
く
の
で

は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
（
二
階
以
上
の
欲
求
）
に
従
い
、
反
省
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
極
め

て
随
意
的
な
行
為
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
随
意
的
な
二
階
の
欲
求
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
計
画
概
念
が
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
計
画
に
は

時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
行
為
者
性
の
対
象
と
な
る
欲
求
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
を
な
す
に
あ

た
っ
て
の
選
択
に
は
因
果
性
が
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
必
ず
し
も
行
為
者
性
が
求
め
る
責
任
の
余
地
は
大
き
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
論
が
射
程
に
入
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
限
定
的
意
味
に
お
け
る
自
由
意
志
に
基
づ
い
た
行
為
に
対
し
て
、
結
果
を
引

き
受
け
る
責
任
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
確
な
意
志
の
下
で
反
省
的
に
決
定
を
な
す
場
合
と
異
な
り
、
形
式
的
に
平
等
な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決

断
が
な
ぜ
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
の
答
え
が
出
た
だ
ろ
う
。
行
為
者
性
に
お
け
る
時
間
の
幅
を
考
え
る
と
、
決
断
を
下
す
に

あ
た
っ
て
も
現
状
肯
定
バ
イ
ア
ス
に
繋
が
る
因
果
的
制
約
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決
定
が
繰
り
返
さ
れ
、

そ
れ
が
、
因
果
的
制
約
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
反
省
的
に
そ
の
制
約
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
個
人
の
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
決
定
を
迫
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
規
範
の
改
変
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
結
果
に
対
す
る
責
任
は
、
個
人

に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
の
構
造
的
差
別
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。

硬
い
決
定
論
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
辿
り
な
が
ら
、
自
由
意
志
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概

）
五
五
五
（
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五

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
や
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
考
え
る
行
為
性
は
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
を
す
る
欲
求
に
基
づ
く
の
で

は
な
く
、
自
分
が
欲
す
る
意
志
を
持
っ
た
欲
求
（
二
階
以
上
の
欲
求
）
に
従
い
、
反
省
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
極
め

て
随
意
的
な
行
為
と
な
る
。
他
方
、
こ
の
随
意
的
な
二
階
の
欲
求
を
遂
行
す
る
に
あ
た
り
計
画
概
念
が
提
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
計
画
に
は

時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
行
為
者
性
の
対
象
と
な
る
欲
求
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
を
な
す
に
あ

た
っ
て
の
選
択
に
は
因
果
性
が
あ
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
必
ず
し
も
行
為
者
性
が
求
め
る
責
任
の
余
地
は
大
き
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
論
が
射
程
に
入
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
う
し
た
限
定
的
意
味
に
お
け
る
自
由
意
志
に
基
づ
い
た
行
為
に
対
し
て
、
結
果
を
引

き
受
け
る
責
任
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

明
確
な
意
志
の
下
で
反
省
的
に
決
定
を
な
す
場
合
と
異
な
り
、
形
式
的
に
平
等
な
は
ず
の
当
事
者
間
で
さ
え
、
不
平
等
を
も
た
ら
す
決

断
が
な
ぜ
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
の
答
え
が
出
た
だ
ろ
う
。
行
為
者
性
に
お
け
る
時
間
の
幅
を
考
え
る
と
、
決
断
を
下
す
に

あ
た
っ
て
も
現
状
肯
定
バ
イ
ア
ス
に
繋
が
る
因
果
的
制
約
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決
定
が
繰
り
返
さ
れ
、

そ
れ
が
、
因
果
的
制
約
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
反
省
的
に
そ
の
制
約
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
個
人
の
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
よ

う
な
決
定
を
迫
ら
ざ
る
を
得
な
い
法
規
範
の
改
変
で
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
し
た
結
果
に
対
す
る
責
任
は
、
個
人

に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
規
範
の
構
造
的
差
別
に
見
る
べ
き
で
あ
る
。

硬
い
決
定
論
、
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
辿
り
な
が
ら
、
自
由
意
志
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
概

）
五
五
五
（
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観
し
た
。
現
代
の
科
学
的
知
見
の
中
に
も
事
物
の
決
定
論
的
要
素
は
様
々
に
見
ら
れ
る
が
、
責
任
概
念
を
論
じ
る
に
は
自
由
意
志
の
存
在

が
不
可
欠
な
の
で
、
柔
ら
か
い
決
定
論
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
柔
ら
か
い
決
定
論
が
事
実
だ
か
ら
そ
れ
を
選
択
す
る
の
で
は
な

く
、
柔
ら
か
い
決
定
論
で
な
い
と
不
都
合
だ
か
ら
、
そ
れ
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
硬
い
決
定
論
を
採
用
し
な
い
と
な
る
と
、
両

立
論
も
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
も
、
い
く
ば
く
か
の
自
由
意
志
が
必
要
に
な
る
。
自
由
意
志
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
行
為
選
択
の

際
に
枝
分
か
れ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
所
与
に
な
る
が
、
こ
の
枝
分
か
れ
を
構
成
す
る
他
行
為
可
能
性
が
な
く
て
も
責
任
を
取
れ
る
と
い

う
見
解
は
、
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
実
上
そ
れ
が
機
能
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
行
為
者
性
に
責
任
の
源
を
求
め
て
も
、
そ
の
行
為
者
性
に
は
時
間
的
な
幅
と
い
う
因
果
論
的
制
約
が
あ
り
、

そ
の
枝
分
か
れ
を
霞
ま
せ
て
い
る
か
ら
だ
。
行
為
者
性
の
議
論
か
ら
は
、
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
っ
て
行
為
が
正
当
化
さ
れ
満
足
が
も
た

ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
自
己
統
制
的
方
針
さ
え
も
時
間
の
幅
と
い
う
因
果
的
制
約
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因

果
論
的
制
約
の
下
で
な
さ
れ
た
決
定
が
、
自
己
統
制
的
方
針
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
と
い
う
循
環
を
取
る
に
過
ぎ
な
い
。
自
由
意
志
の
存

在
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
両
立
論
に
よ
る
責
任
を
追
及
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
逆
説
的
に
き
わ
め
て
決
定
論
と
近
似
し
て
く
る
。

法
規
範
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
結
果
責
任
を
負
う
こ
と
を
、
自
由
意
志
の
名
に
お
い
て
正
当
化
す
る
に
せ
よ
、

因
習
の
名
に
お
い
て
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
一
定
の
結
果
責
任
を
負
わ
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
ど
こ
か
に
責
任
を
負
わ
せ
る
、
と
い

う
虚
構
の
構
造
に
変
わ
り
は
な
い
。
自
分
の
自
由
意
志
で
行
っ
た
行
為
に
対
し
て
は
自
己
責
任
論
が
問
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
責
任
か
ら

逃
れ
ら
れ
な
い
構
造
が
前
提
に
あ
る
。
な
ぜ
規
範
は
中
立
的
な
の
に
偏
っ
た
決
定
を
行
う
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
決
定
さ
れ
た
こ
と
の
結
果

に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
か
の
問
題
は
、
規
範
そ
の
も
の
に
内
在
化
さ
れ
た
構
造
的
差
別
の
問
題
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

）
五
五
五
（

行
為
を
選
択
し
た
こ
と
に
責
任
は
あ
る
か
？
（
松
島
）

三
九
七

（
1
） 

「
自
由
だ
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
我
々
は
責
任
者
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
事
件
の
け
じ
め
を
つ
け

る
必
要
が
あ
る
か
ら
行
為
者
を
自
由
だ
と
社
会
が
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
責
任
の
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
く
逆
に
、
因
果
論
で
責
任
概
念

を
定
立
す
る
結
果
、
論
理
的
に
要
請
さ
れ
る
社
会
的
虚
構
に
他
な
ら
な
い
。」
小
坂
井
敏
晶
『
責
任
と
い
う
虚
構
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇

年
、
二
四
五
頁
。

（
2
） 

日
本
語
で
の
「
責
任
」
概
念
は
、
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
で
は
、
拘
束
の
意
味
合
い
の
あ
るH

aft

、
罪
悪
感
の
意

味
合
い
を
持
つS

chuld

、
応
答
す
る
こ
と
に
対
応
す
るV

erantw
ortung

な
ど
の
語
は
全
て
「
責
任
」
と
さ
れ
る
。K

onsequenen ziehen

は
「
責

任
を
負
う
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
「
結
果
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
か
ら
発
生
す
る
責
任
の
概
念
で
あ
り
、
本
稿
で
検
討
す
る
の
はK

onsequenzen 

ziehen

の
意
味
で
の
責
任
で
あ
る
。

（
3
） 

こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
規
範
に

従
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
そ
の
結
果
責
任
を
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
に
求
め
る
こ
と
の
欺
瞞
性
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

平
成
二
八
年
度
の
厚
生
労
働
省
人
口
動
態
統
計
に
よ
る
と
、
平
成
二
七
年
時
点
で
全
体
の
九
六
・
〇
％
が
婚
姻
後
に
夫
の
氏
を
選
択
し
て
い
る
。

因
み
に
こ
の
割
合
は
初
婚
同
士
だ
と
九
七
・
一
％
、
再
婚
同
士
だ
と
九
一
・
〇
％
に
な
る
。

（
5
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
巻
第
一
章
。

（
6
） 

決
定
論
と
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
丹
治
信
春
監
修
『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
特
に
五
頁
以
下

の
野
矢
茂
樹
に
よ
る
序
文
。
木
島
泰
三
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
二
〇
年
。

（
7
） 

決
定
論
の
文
脈
で
は
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
の
み
表
記
さ
れ
る
が
、
社
会
科
学
の
文
脈
で
は
政
治
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
し
て
い
る
。

（
8
） 

木
島
前
掲
書
は
、
決
定
論
を
め
ぐ
る
哲
学
史
に
つ
い
て
明
確
に
整
理
を
し
て
い
る
。
本
稿
の
決
定
論
へ
の
見
方
は
木
島
の
分
類
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
。

（
9
） 

木
島
前
掲
書
八
頁
以
下
。

（
10
） 

ピ
エ
ー
ル
＝
シ
モ
ン
・
ラ
プ
ラ
ス
『
確
率
の
哲
学
的
思
考
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
。

）
五
五
五
（
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（
1
） 

「
自
由
だ
か
ら
責
任
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。
逆
に
我
々
は
責
任
者
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
つ
ま
り
事
件
の
け
じ
め
を
つ
け

る
必
要
が
あ
る
か
ら
行
為
者
を
自
由
だ
と
社
会
が
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
責
任
の
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
く
逆
に
、
因
果
論
で
責
任
概
念

を
定
立
す
る
結
果
、
論
理
的
に
要
請
さ
れ
る
社
会
的
虚
構
に
他
な
ら
な
い
。」
小
坂
井
敏
晶
『
責
任
と
い
う
虚
構
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇

年
、
二
四
五
頁
。

（
2
） 

日
本
語
で
の
「
責
任
」
概
念
は
、
様
々
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
語
で
は
、
拘
束
の
意
味
合
い
の
あ
るH

aft

、
罪
悪
感
の
意

味
合
い
を
持
つS

chuld

、
応
答
す
る
こ
と
に
対
応
す
るV

erantw
ortung

な
ど
の
語
は
全
て
「
責
任
」
と
さ
れ
る
。K

onsequenen ziehen

は
「
責

任
を
負
う
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
「
結
果
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
か
ら
発
生
す
る
責
任
の
概
念
で
あ
り
、
本
稿
で
検
討
す
る
の
はK

onsequenzen 

ziehen

の
意
味
で
の
責
任
で
あ
る
。

（
3
） 

こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
選
択
的
夫
婦
別
姓
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
規
範
に

従
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
そ
の
結
果
責
任
を
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
に
求
め
る
こ
と
の
欺
瞞
性
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

平
成
二
八
年
度
の
厚
生
労
働
省
人
口
動
態
統
計
に
よ
る
と
、
平
成
二
七
年
時
点
で
全
体
の
九
六
・
〇
％
が
婚
姻
後
に
夫
の
氏
を
選
択
し
て
い
る
。

因
み
に
こ
の
割
合
は
初
婚
同
士
だ
と
九
七
・
一
％
、
再
婚
同
士
だ
と
九
一
・
〇
％
に
な
る
。

（
5
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
巻
第
一
章
。

（
6
） 

決
定
論
と
自
由
意
志
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
丹
治
信
春
監
修
『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』、
春
秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
特
に
五
頁
以
下

の
野
矢
茂
樹
に
よ
る
序
文
。
木
島
泰
三
『
自
由
意
志
の
向
こ
う
側
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
二
〇
年
。

（
7
） 

決
定
論
の
文
脈
で
は
「
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
の
み
表
記
さ
れ
る
が
、
社
会
科
学
の
文
脈
で
は
政
治
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
区
別
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
哲
学
的
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
し
て
い
る
。

（
8
） 

木
島
前
掲
書
は
、
決
定
論
を
め
ぐ
る
哲
学
史
に
つ
い
て
明
確
に
整
理
を
し
て
い
る
。
本
稿
の
決
定
論
へ
の
見
方
は
木
島
の
分
類
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
い
。

（
9
） 

木
島
前
掲
書
八
頁
以
下
。

（
10
） 

ピ
エ
ー
ル
＝
シ
モ
ン
・
ラ
プ
ラ
ス
『
確
率
の
哲
学
的
思
考
』
岩
波
文
庫
、
一
九
九
七
年
。

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

三
九
八

（
11
） 

カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
１
』
中
山
元
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
三
年
、
序
文
。

（
12
） R

obert K
ane, T

h
e S

ign
ifi

can
ce of F

ree W
ill, O

xford U
niversity P

ress, 1998. P
eter van Inw

agen, T
h

e In
com

patibility of 

F
ree W

ill an
d

 D
eterm

in
ism

, P
hilosophical S

tudies 27, 1975. 

邦
訳
「
自
由
意
志
と
決
定
論
の
両
立
不
可
能
性
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
13
） 
両
立
論
は
、
硬
い
決
定
論
（
ハ
ー
ド
決
定
論
）
に
対
し
て
、
柔
ら
か
い
決
定
論
、
ソ
フ
ト
決
定
論soft determ

inism

と
も
呼
ば
れ
る
。

（
14
） 

両
立
論
に
お
け
る
自
由
を
「
デ
フ
レ
的
」
と
す
る
の
は
、
木
島
に
倣
っ
た
。

（
15
） 

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｃ
・
デ
ネ
ッ
ト
「
人
で
あ
る
こ
と
と
自
由
意
志
」
ス
キ
ナ
ー
、
デ
ネ
ッ
ト
、
リ
ベ
ッ
ト
『
自
由
意
志
』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

（
16
） 

運
命
に
あ
ら
が
お
う
と
し
て
も
そ
う
で
き
な
い
運
命
が
存
在
し
、
人
の
将
来
を
決
め
る
と
い
う
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
の
例
は
、
厳
密
に
は
決
定
論

で
は
な
く
運
命
論
に
な
る
。
因
果
的
決
定
論
は
目
的
論
の
要
素
を
持
た
な
い
が
、
運
命
論
は
運
命
と
い
う
最
終
地
点
を
目
指
す
の
で
、
目
的
論
の
一

種
と
な
る
。

（
17
） 

自
由
意
志
、
脳
の
活
動
、
行
為
の
相
互
連
関
と
そ
の
発
生
時
間
に
つ
い
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ベ
ッ
ト
が
行
っ
た
脳
科
学
実
験
。
自
由
意
志

が
行
為
の
出
発
点
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由
意
志
→
自
由
意
志
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
脳
の
活
動
→
行
為
と
な
る
は
ず
だ
が
、
実
験
の
結
果
、

脳
の
活
動
→
自
由
意
志
→
行
為
と
な
り
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
意
識
的
な
決
定
を
行
う
前
に
、
既
に
脳
に
無
意
識
的
な
準
備
電
位
が
表
れ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
。

（
18
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
。
千
葉
恵
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
自
然
観
Ⅰ
」
北
海
道
大
学
文
学
部
紀

要
四
二
巻
二
号
、
一
九
九
四
年
一
月
。

（
19
） 

伊
佐
敷
隆
弘
「
因
果
と
決
定
論
」
宮
崎
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要
、
人
文
科
学
第
二
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
頁
。

（
20
） 

木
島
前
掲
書
、
二
六
～
三
二
頁
。

（
21
） 

ス
ピ
ノ
ザ
『
エ
チ
カ
』
岩
波
文
庫
、
一
九
五
一
年
。

（
22
） 

『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
３
』
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
〇
頁
以
下
。

（
23
） 

宿
命
論
に
対
し
て
「
無
為
の
議
論
」
を
展
開
し
、
そ
の
欠
陥
を
暴
い
て
い
る
。
無
為
の
議
論
と
は
、「
病
気
か
ら
回
復
す
る
こ
と
が
君
に
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
医
者
を
呼
ん
で
も
呼
ば
な
く
て
も
回
復
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
回
復
し
な
い
こ
と
が
君
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
医

）
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者
を
呼
ん
で
も
呼
ば
な
く
て
も
回
復
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
回
復
す
る
こ
と
が
君
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
回
復
し
な
い
こ
と
が
宿
命

づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
が
医
者
を
呼
ん
で
も
無
駄
で
あ
る
。」
こ
の
詭
弁
性
は
、「
子
供
を
持
つ
こ
と
が
宿
命
づ

け
ら
れ
て
い
る
な
ら
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
交
わ
ら
な
く
て
も
子
供
を
持
つ
の
で
、
婦
人
と
交
わ
っ
て
も
無
駄
で
あ
る
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

（
24
） 

『
初
期
ス
ト
ア
派
断
片
集
３
』
二
七
八
頁
。

（
25
） 

前
掲
書
二
八
二
頁
。

（
26
） 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
両
立
論
を
誤
っ
て
捉
え
て
い
る
と
の
反
論
も
あ
る
。

（
27
） P

. F
. S

traw
son, F

reedom
 and R

esentm
ent, in F

reed
om

 an
d

 R
esen

tm
en

t an
d

 O
th

er E
ssays, R

outledge, 2008. 

邦
訳
「
自
由

と
怒
り
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。

（
28
） H

arry G
. F

rankfurt, A
lternate P

ossibilities and M
oral R

esponsibility, in T
h

e Im
portan

ce of W
h

at W
e C

are A
bou

t; 

P
h

ilosoph
ical E

ssays, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1988. 

邦
訳
「
選
択
可
能
性
と
道
徳
的
責
任
」『
自
由
と
行
為
の
哲
学
』。
こ
こ
で
は

alternative possibility

が
他
行
為
可
能
性
で
は
な
く
、
選
択
可
能
性
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
、
八
三
頁
以
下
。

（
30
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日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
二
号
（
二
〇
二
一
年
九
月
）

四
〇
〇

T
hom

as N
agel, M

oral L
u

ck, in M
oral Q

uestions, C
am

bridge U
niversity P

ress, 1979. 

古
田
徹
也
「
現
代
の
英
米
圏
の
倫
理
学
に
お
け

る
運
の
問
題
」
社
会
と
倫
理
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
。

）
五
五
五
（

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献
（
渡
邉
）

四
〇
一

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
の
政
治
思
想
的
側
面
と
貢
献

─
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
を
手
が
か
り
に

─
渡
　
　
邉
　
　
容
一
郎

一
．
序

　
説

二
．
ジ
ョ
ン
・
ラ
ム
ス
デ
ン
「
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
保
守
主
義
」
論
再
考

三
．
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム

四
．
結

　
語

一
．
序

　
説

現
在
（
二
〇
二
〇
年
代
）
な
ら
び
に
戦
間
期
（
一
九
二
〇
年
代
）
に
は
三
つ
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
一
つ
目
は
、
覇
権
国
（hegem

on

）

の
相
対
的
衰
退
に
伴
う
転
換
期
な
い
し
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
左
右
を
問
わ
ず
様
々
な
極
端
主
義
・
権
威

主
義
が
抬
頭
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
戦
間
期
の
政
治
史
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
政
治
課
題
解
決
の
糸
口
に
な
る
と
言

論
　
説

）
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三
三
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