
●

目
的
的
行
為
概
念
と
不
作
為

　
　
　
－
忘
却
犯
と
の
関
係
に
お
い
て
－

都
　
　
築

廣
　
　
巳

（2ア）　目的的行為概念と不作為

は
じ
め
に

　
犯
罪
と
は
、
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
、
有
責
な
行
為
で
あ

る
。
こ
れ
は
準
拠
す
べ
き
行
為
論
の
基
礎
づ
け
の
ち
が
い
は
あ
っ

て
も
、
一
般
に
妥
当
す
る
犯
罪
の
定
義
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
刑
法
的
評
価
の
対
象
と
な
る
行
為
の
概
念
は
、
こ
の
定
義

の
普
遍
的
承
認
と
は
裏
腹
に
錯
綜
を
き
わ
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
中
核
的
地
位
に
あ
る
も
の
が
不
作
為
の
概
念
で
あ
る
。

不
作
為
は
犯
罪
概
念
の
基
底
を
な
す
行
為
概
念
に
包
摂
さ
れ
う
る

か
否
か
。
こ
れ
が
刑
法
理
論
の
ア
ポ
リ
ァ
の
一
つ
だ
。
周
知
の
よ

う
に
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
的
「
目
的
的
行
為
論
」
は
、
存

在
論
的
見
地
に
立
っ
て
、
不
作
為
を
行
為
概
念
か
ら
排
除
し
、
犯

罪
概
念
の
基
底
と
し
て
行
為
に
か
わ
る
「
行
態
」
（
く
彗
夢
岸
①
昌

な
る
概
念
を
あ
て
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
果
た
し
て

理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
妥
当
な
処
置
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
問

趨
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
同
じ
く
目
的
的
行
為
論
を
立
論
の
基
礎
と
し

つ
つ
、
し
か
も
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
的
存
在
論
の
方
法
論
的
誤
謬
を
指

摘
し
、
か
つ
そ
の
上
で
目
的
的
行
為
論
に
対
す
る
有
カ
な
批
判
的

見
解
に
一
つ
の
反
批
判
を
加
え
る
こ
と
を
一
方
の
目
的
と
し
、
他

方
で
、
争
い
の
多
い
過
失
犯
の
問
題
性
と
く
に
「
忘
却
犯
」
の
問

題
性
に
つ
き
構
造
論
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
方
法
論
と
し
て
実
体
存
在
論
か
ら
機
能
存
在

論
へ
の
転
換
を
は
か
る
こ
と
を
本
稿
は
大
き
な
曽
的
と
し
て
い
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る
o

一
一
機
能
存
在
論
と
不
作
為

　
犯
罪
概
念
の
基
底
を
な
す
「
行
為
」
、
婁
言
す
れ
ぱ
、
前
法
偉

的
な
「
は
だ
か
」
の
行
為
を
存
在
諭
的
に
確
定
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
法
の
規
範
的
評
価
の
対
象
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
成
す
る
有
意
味

な
手
続
き
と
い
え
る
。
け
だ
し
、
価
値
は
存
在
論
的
「
実
在
」
を

前
提
と
し
、
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
構
成
要
件
的

行
態
も
ま
た
か
か
る
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
離
れ
て
は
思
惟
さ

れ
え
な
い
。
因
果
的
行
為
諭
が
有
意
性
（
ミ
畠
巨
；
o
事
①
5
と

有
体
性
（
宍
腎
電
昌
o
鼻
①
5
と
を
行
為
概
念
の
構
成
的
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
隈
り
で
は
正
し
い
核
心
を
つ

い
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
因
果
的
行
為
概
念
が
不
作
為
を
包
摂
し

う
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
は
、
こ
の
二
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら

み
て
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
目
的
的
行
為
論
に
お
い
て
も
不
作
為
は
行
為
概
念

に
包
摂
さ
れ
え
な
い
の
か
。
こ
れ
が
問
題
だ
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
に

よ
る
と
、
行
為
と
不
作
為
と
は
、
存
在
論
的
に
は
A
と
非
A
と
の

関
係
に
立
ち
、
即
自
的
不
作
為
は
存
在
せ
ず
、
存
在
し
て
い
る
の

は
た
だ
一
定
の
行
為
の
不
作
為
で
あ
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
不

作
為
と
は
単
な
る
「
無
」
で
は
な
く
て
、
行
為
者
に
可
能
な
行
為

の
不
作
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
目
的
的
な
行
動
カ
ー
人
樒
の
潜

在
的
目
的
性
－
の
範
囲
内
に
あ
る
行
態
に
包
摂
さ
れ
る
、
と
す

＾
1
）

る
。
ア
ル
、
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
も
同
じ
文
脈
で
理
解
で
き

る
。
目
的
的
行
為
性
に
関
し
て
は
、
不
作
為
の
構
成
的
メ
ル
ク
マ

ー
ル
が
潜
在
的
－
目
的
的
行
為
支
配
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
に
は

「
現
実
的
な
意
思
活
動
」
は
必
要
で
な
く
、
人
格
に
可
能
な
意
思

活
動
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
不
作
為
に
は
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

有
の
因
果
性
も
目
的
性
も
否
定
さ
れ
る
論
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
論
理
必
然
的
に
、
不
作
為
に
は
実
現
意
恩
し
た
が
ウ
て

事
実
的
故
意
も
作
為
犯
と
は
ち
が
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
「
意

欲
的
」
不
作
為
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
意
識
に
お
け
る
不
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

為
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル

ー
カ
ウ
フ
マ
ン
的
不
作
為
論
は
、
存
在
論
的
に
不
作
為
の
目
的
的

行
為
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
が
、
こ
こ
に
は
検
討
を
追
ら
れ
る
存

　
　
　
、
　
　
、

在
論
的
誤
解
が
前
景
に
現
わ
れ
て
い
る
。
不
作
為
を
行
為
概
念
に

包
摂
し
え
な
い
結
果
、
犯
罪
概
念
の
基
底
と
し
て
行
態
を
も
っ
て

置
き
か
え
る
こ
と
の
当
否
も
前
景
に
現
わ
れ
て
こ
よ
う
。
こ
れ
ら

の
間
題
を
以
下
に
順
次
考
察
の
対
象
と
し
て
み
た
い
。

　
H
　
主
体
と
人
格
、
状
況
と
自
由
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人
間
存
在
に
固
有
の
問
魑
は
、
存
在
論
的
次
元
に
お
け
る
人
間

学
的
考
察
を
離
れ
て
は
思
惟
さ
れ
え
な
い
。
価
値
論
的
考
察
も
ま

た
存
在
論
的
に
把
握
さ
れ
う
る
人
間
像
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
人
間
は
呉
体
的
状
況
で
主
体
と
し

て
活
動
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
が
穣
極
的
に
も
消
極
的
に
も

行
為
と
い
え
る
た
め
に
は
、
人
樒
性
の
契
機
が
必
要
と
な
っ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ら

る
。
人
格
な
き
行
為
は
行
為
の
抜
け
殻
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
、

主
体
を
人
格
に
高
め
る
契
機
は
何
か
。
こ
れ
が
問
題
だ
。

　
思
う
に
、
こ
の
実
在
の
世
界
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
つ

ね
に
具
体
的
状
況
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
実
在
の
事
実

は
何
人
も
否
定
し
え
ま
い
。
こ
の
と
き
状
況
は
わ
れ
わ
れ
に
何
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

迫
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
何
か
を
決

断
す
る
こ
と
な
し
に
こ
の
状
況
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
因
果
的
に
決
定
さ
れ
つ
く
し
た
実
在
の
世
界
に

あ
っ
て
、
な
お
決
定
す
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
自
由
は
「
非
決

定
論
」
を
必
要
と
し
な
い
。
徹
底
し
た
「
決
定
論
」
の
地
平
に
立

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
決
断
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
い

う
「
積
極
的
意
味
に
お
け
る
自
由
」
す
な
わ
ち
「
加
重
の
決
定
」

が
こ
れ
だ
。
具
体
的
状
況
で
主
体
は
当
為
に
直
面
す
る
。
し
か
し
、

当
為
そ
れ
自
体
は
主
襯
的
な
も
の
で
も
雀
観
的
な
も
の
で
も
な
い
。

存
在
活
カ
も
な
い
。
「
か
く
あ
る
ぺ
し
」
の
当
為
は
実
在
の
矛
盾

を
前
に
主
体
に
当
為
の
実
在
化
を
迫
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
直
ち

に
「
か
く
あ
る
べ
し
」
の
当
為
が
「
か
く
な
す
べ
し
」
の
当
為
に

転
換
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
体
の
能
カ
を
前
提
と
し
、
し
か
も

主
体
の
自
律
性
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
価
値
は
直
接
に

実
在
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
体
を
媒
介
と
し
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
れ
が
可
能
と
な
る
。
当
為
に
志
向
す
る
主
体
の
み
が
当
為
実
在

化
の
契
機
と
な
る
。
価
値
の
実
在
決
定
は
主
体
を
媒
介
と
す
る

「
間
接
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
強
調
さ
れ
て
然
る
ぺ

き
だ
。
人
間
の
工
ー
ト
ス
は
、
単
な
る
観
念
的
形
象
で
は
な
く
、

そ
れ
に
は
つ
ね
に
活
動
性
が
随
伴
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
わ
れ
わ
れ
は
主
体
を
人
格
に
高
め
う
る
端
緒
的
契
機
を
知
覚
し

う
る
の
で
あ
る
。
価
値
を
起
点
と
す
る
実
在
の
決
定
に
主
体
は
媒

介
的
主
体
と
し
て
観
念
的
領
域
か
ら
実
在
的
領
域
へ
の
架
橋
の
役

割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
体
を
人
格
主
体
へ
転
換

す
る
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
体
は
単
な
る
「
存
在
論

的
本
質
」
の
域
を
は
み
で
て
、
「
価
値
論
的
本
質
」
へ
と
移
行
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
の
で
あ
る
。
人
間
は
活
動
す
る
主
体
と
し
て
、
つ
ね
に
「
具
体

的
状
況
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
活
動
性
」
が
、
あ

る
と
き
は
作
為
的
行
為
と
し
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
不
作
為
的
行
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為
と
し
て
、
価
値
・
無
価
値
の
担
い
手
（
基
体
）
と
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
価
値
・
無
価
値
は
、
一
方
で
は
道
徳
的
価
値
・
無
価
値

と
な
っ
て
現
わ
れ
、
他
方
で
は
、
構
成
要
件
的
状
況
が
問
題
と
な

る
と
こ
ろ
で
は
、
法
的
価
値
・
無
価
値
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
も
の

と
い
っ
て
よ
い
。
人
格
性
の
第
一
の
契
機
は
、
自
由
で
あ
り
、
第

二
の
契
機
は
、
価
値
・
無
価
値
の
基
体
た
る
活
動
性
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
人
椿
性
の
本
質
構
造
が
、
一
面
で

は
存
在
の
構
造
で
あ
り
、
他
面
で
は
価
値
の
構
造
を
な
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
人
格
性
の
構
造
が
こ
の
二
面
構
造
で
あ
る
こ
と

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
存
在
論
的
形
象
に
お
け

る
人
格
は
、
自
我
と
非
我
と
の
関
係
－
換
言
す
れ
ぱ
主
体
と
客

体
と
の
関
係
な
い
し
主
観
と
客
観
と
の
関
係
に
立
ち
、
価
値
論
的

形
象
に
お
け
る
人
椿
は
、
自
我
と
他
者
と
の
関
係
－
換
言
す
れ

ば
、
人
格
と
人
格
と
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

自
我
は
、
存
在
者
と
し
て
静
態
に
把
握
す
べ
き
で
な
く
、
自
己
定

、立
の
意
味
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
「
生
起
」
と
結
ぴ

つ
い
た
主
体
的
行
為
と
し
て
把
握
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

自
我
は
存
在
論
的
動
態
（
鰍
）
の
構
成
形
式
と
し
て
連
解
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
椿
も
．
ま
た
動
態
に
お
い
て
現
象

す
る
毛
の
と
い
え
る
。
人
格
性
の
第
一
の
契
機
が
自
由
に
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ぱ
人
格
的
本
質
は
自
由
の
本
質
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
具
体
的
状
況
に
お
け
る
具
体

、的
自
由
で
あ
る
。
人
格
が
人
格
た
り
う
る
の
は
自
由
が
自
律
性
を

意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
は
構
造
生
成
の
動
態
に
お
い
て
の

み
存
在
す
る
構
造
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
は

人
格
構
造
生
成
に
不
可
欠
の
構
造
の
個
別
化
の
原
理
と
し
て
作
用

す
る
。
存
在
論
的
形
象
に
お
け
る
自
我
と
非
我
の
相
関
関
係
、
価

値
論
的
形
象
に
お
け
る
自
我
と
他
者
の
椙
関
関
係
は
そ
れ
ぞ
れ
構

造
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
ヅ
ー
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
価
値
論
的

形
象
に
お
け
る
人
格
も
、
人
格
対
人
楮
の
関
係
に
お
い
で
は
じ
め

て
存
在
論
的
に
実
在
の
所
与
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
人

間
は
、
一
面
で
は
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
存
在
論
的
形
象

と
し
て
、
実
在
の
世
界
の
真
只
中
に
位
置
し
、
主
観
と
客
観
と
の

相
互
関
係
を
維
持
し
つ
つ
－
別
言
す
れ
ぱ
、
主
体
－
審
体
の
関

保
を
維
持
し
つ
つ
、
他
面
で
は
価
値
論
的
形
象
と
し
て
自
己
の
人

格
と
他
者
の
人
椿
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
互
い
に
承
認
し
、
反

目
し
、
意
欲
し
、
行
為
す
る
主
体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
人
格
対
人
格
の
世
界
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
規
範
は
そ
の

妥
当
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
単
な
る
主
体
で
は
な
く
、
人

穐
主
体
に
対
し
て
の
み
当
為
は
妥
当
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
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け
声
し
、
こ
こ
で
は
賞
任
を
負
い
う
る
主
体
が
前
提
に
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
人
椿
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
自
由
で
あ
り
・

価
値
．
無
価
値
の
基
体
た
り
づ
る
も
の
は
人
格
的
活
動
で
あ
る
。

人
間
、
は
「
約
東
で
き
る
存
在
で
あ
る
」
（
二
1
。
チ
ェ
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
主
体
と
人
格
と
の
関
係
は
、
カ
テ
ゴ
リ
。
1
的
に
は

ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
か
。
人
椿
性
は
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
言
え
ば
主
体
の
上
部
構
造
を
な
す
も
の
と
い
え
る
か
ら
・
カ

テ
ゴ
リ
ー
構
造
で
言
え
ぱ
、
人
格
性
は
主
体
に
依
存
し
て
い
る
も

の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
は
、
人
格

性
■
は
弱
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
逆
に
主
体
は
強
い
カ
テ
ゴ
・
リ
ー

。
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
主
体
な
き
人
格
は
摘
象
的
・
観
念
的

構
成
に
す
ぎ
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
圭
体
性
な
き
人
格
性
は
、
存

在
論
的
本
質
に
も
価
値
論
的
本
質
に
も
符
合
し
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
。
人
格
主
体
の

行
為
に
し
て
は
じ
め
て
行
為
と
い
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
え
た

と
恩
う
。
そ
れ
で
は
次
に
ど
の
よ
う
な
行
為
が
人
椿
主
体
の
行
為

と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
か
、
当
然
検
討
を
迫
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
無
論
タ
オ
ト
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
。

　
目
　
目
的
活
動
性
と
不
作
為

　
人
格
主
体
は
、
具
体
的
状
況
に
お
い
て
行
為
へ
の
決
断
を
迫
ら

れ
る
。
行
為
は
つ
ね
に
未
来
に
向
か
っ
て
の
み
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
未
来
を
予
見
し
、
実
在
の
世
界
に
お
け
る
法
則
性
と
因
果
性

　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
う

に
つ
い
て
の
自
己
の
知
悉
に
基
づ
い
て
計
画
的
に
予
定
を
た
て
る
。

こ
れ
が
通
常
人
間
の
行
動
バ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
類
型
的
状
況
に
は

類
型
的
行
態
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
が
普
通
の
形
態
で
あ
る
。

こ
の
過
程
を
内
容
的
に
み
る
と
、
当
為
実
在
化
の
過
程
と
し
て
把

握
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
意
欲
の
背
後
に
は
当
為
が
あ

る
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
人
格
主
体
は
具
体
的
状
況
に
お
け
る
決
断

の
自
由
を
前
提
と
し
、
自
己
の
行
為
能
カ
の
範
囲
内
で
一
定
の
目

的
を
設
定
し
、
次
い
で
そ
の
目
的
実
現
に
必
要
な
手
段
を
選
択
し
、

目
的
を
実
現
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
未
来
を
予
見
し
計
画
的
に

予
定
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
間
だ
け
の
能
カ
だ
か
ら
で

あ
る
。
予
見
と
予
定
と
自
由
と
価
値
諦
視
能
カ
と
は
、
人
間
に
の

み
与
え
ら
れ
た
神
性
の
述
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
予
見
と
予
定
と

は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ぱ
、
「
目
的
活
動
性
」
に
他
な
ら
な
、
い
。

第
一
の
目
的
の
設
定
と
第
二
の
手
段
の
選
択
と
は
、
意
識
の
中
で

の
み
進
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
活
動
性
は
意
識
な
し
で
は

進
行
し
必
い
。
第
三
の
目
的
実
現
の
過
程
は
、
実
在
の
世
界
に
お

け
る
時
間
流
に
沿
っ
た
因
果
的
事
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
に

よ
り
手
段
が
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
自
然
的
因
果
の
事
象
と
　
棚
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も
異
な
っ
て
い
る
。
目
的
系
列
に
特
有
の
過
程
は
、
第
二
の
手
段

選
択
の
過
程
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
け
だ
し
、
こ
こ
で
は
意
識
の
中

で
実
在
の
時
間
流
と
は
逆
行
す
る
形
で
手
段
が
規
定
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
－
手
段
の
遡
行
的
決
定
。
目
的
活
動
性
　
　
端
的
に
目

的
性
－
は
意
識
な
し
で
は
進
行
し
な
い
が
、
意
識
が
つ
ね
に
活

動
遂
行
に
随
伴
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
目
的
に
つ
い
て
の
意
識

が
存
在
し
、
手
段
に
つ
い
て
の
意
識
が
存
在
す
れ
ぱ
（
た
だ
し
存

在
し
な
い
こ
と
も
あ
る
）
、
目
的
系
列
の
活
動
性
に
支
障
は
な
い
。

目
的
系
列
に
お
い
て
は
、
全
体
の
事
象
が
目
的
に
規
定
さ
れ
る
か

ら
、
手
段
は
実
在
の
「
原
因
」
と
な
っ
て
い
る
。
手
段
そ
れ
自
体

も
系
列
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
因
果
的
事
象
に
お
け
る
原
因
－
結

果
の
関
係
が
、
目
的
－
手
段
の
関
係
に
転
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
因
果
の
系
列
に
お
い
て
は
、
時
間
流
に
お
け
る
後
者
が

前
者
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
が
、
目
的
の
系
列
に
お
い
て
は
、
時
間

流
に
遡
行
し
て
後
者
に
よ
り
前
者
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
旨
口
え
ぱ
、
低
い
存
在
層
に
あ
る
因
果
性
を
高
い
存

在
層
に
あ
る
目
的
牲
が
被
覆
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
カ
テ
ゴ
リ

ー
的
に
高
い
形
式
は
、
低
い
形
式
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

目
的
性
は
因
果
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
．

　
と
こ
ろ
で
、
目
的
の
設
定
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
。
「
か

く
あ
る
ぺ
し
L
の
当
為
に
直
面
し
た
と
き
、
具
体
的
状
況
に
お
い

て
人
格
主
体
は
価
値
と
価
値
と
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
価

値
と
無
価
値
と
の
選
択
に
立
た
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
格
主
体

は
、
一
方
の
価
値
を
捨
て
他
方
の
価
値
を
選
択
す
る
。
人
間
は
価

値
あ
る
も
の
し
か
目
的
と
し
て
設
定
で
き
な
い
。
「
何
人
も
悪
の

た
め
に
悪
を
行
い
え
な
い
」
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
。
窃
盗
犯
に
と
っ
て
、

他
人
の
財
物
は
財
価
値
で
あ
り
、
殺
人
犯
に
と
っ
て
他
人
の
生
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
同
じ
く
財
個
値
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
目
的
は
価
値
定
立
の

秒
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
、
単
な
る

主
体
で
は
な
く
、
人
格
主
体
に
し
て
は
じ
め
て
目
的
を
設
定
し
う

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
の
設
定
は
価
値
定
立
の
形
式
で

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
り
、
か
つ
、
人
格
的
決
断
の
形
式
、
で
る
。
こ
こ
か
ら
、
ま
た

既
述
の
こ
と
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
目
的
系
列
に
固
有
の
目
的

的
性
格
は
第
二
の
手
段
の
遡
行
的
決
定
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
、
人
格
主
体
に
よ
る
当
為
実
在
化
の
形
式
は
目
的
系
列
に
の
み

与
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
状
況
に
お
い
て
、
人
椿
主
体

は
決
断
せ
ず
、
活
動
も
せ
ず
停
滞
し
て
い
る
観
を
呈
し
て
い
る
と

き
で
さ
え
、
決
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
状
況
が
人
格
主
体
に
は
強
制
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
い

そ
れ
は
外
的
強
制
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
人
格
性
の
真
髄
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に
触
れ
る
カ
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ま
た
、
人
間
の
道

徳
的
本
質
が
具
体
的
状
況
に
お
け
る
「
自
由
」
に
依
存
し
て
い
る

　
　
　
，
か
ポ

こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
目
的
的
決
定
だ
け
が
当
為

に
従
い
う
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　
さ
て
、
い
よ
い
よ
わ
れ
わ
れ
は
間
題
の
「
不
作
為
」
が
目
的
的

、
　
　
　
、

行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
迫
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ち
L
邑
べ

　
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
道
標
と
し
て
、
少
し
ず
つ
こ
の
問

題
解
明
の
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
に
し
よ
う
。
目
的
は
価
値
定
立
の

形
式
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
表
象
や
主
観
の
領
野
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
主
体
は
人
椿
性
を
支
え
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
形

式
で
あ
る
か
ら
、
主
体
性
な
き
人
格
性
な
ど
内
容
空
疎
な
観
念
の

域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
型
言
す
れ
ぱ
、
人
格
的
決
断
の
形
式
た

る
目
的
は
、
人
格
主
体
の
「
主
体
性
」
の
顕
現
で
あ
る
。
主
体
性

は
、
行
為
者
主
体
の
主
観
を
起
点
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
主
観

性
の
陰
影
を
と
ど
め
る
が
、
し
か
も
主
観
性
を
超
出
す
る
観
念
で

あ
る
。
圭
体
性
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ぱ
、
目
的
活
動
性
に
他

な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
予
見
と
予
定
と
を
媒
介
と
し
な
い
主
体
性

は
な
く
、
し
か
も
予
見
と
予
定
と
は
目
的
活
動
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
性
な
き
行
為
は
行
為
の
仮
象
に
す
ぎ

な
い
。
か
よ
う
な
行
為
は
価
値
・
無
価
値
の
基
体
た
り
え
ず
、
当

為
の
要
請
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
観
点
に
立
っ
て
み

る
と
、
「
目
的
系
列
が
単
な
る
因
果
系
列
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
目
的
の
設
定
・
実
現
に
、

行
為
者
の
主
体
的
作
用
が
働
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

？
）る

」
と
い
う
批
判
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
具
体

的
状
況
に
お
け
る
自
由
を
前
提
と
し
た
人
格
主
体
の
決
断
の
形
式

た
る
目
的
は
、
価
値
定
立
の
形
式
で
あ
り
、
か
つ
、
主
体
性
の
顕

現
現
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
批
判
の
論
者
が
、
主
体

性
を
強
調
し
つ
つ
目
的
性
を
否
定
す
る
立
場
を
固
執
す
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

論
理
的
整
合
性
を
欠
く
ぱ
か
り
か
、
行
為
の
実
践
的
意
味
を
看
過

す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
け
だ
し
、
前
述
の
如
く
、
主
体

性
は
人
樒
性
の
カ
テ
ゴ
リ
i
形
式
で
あ
り
、
か
つ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

で
言
え
ば
目
的
活
動
性
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぱ
か

り
で
な
い
。
目
的
性
な
き
行
為
は
行
為
の
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
静
態

に
と
ど
ま
っ
て
い
は
し
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
を
構
造
と

し
て
把
握
し
そ
の
動
態
を
間
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
人
格
主
体
は
、
具
体
的
状
況
な
い
し
構
成
要
件
的
状
況
に
お
い

て
、
自
己
の
行
為
能
カ
の
範
囲
内
で
一
定
の
価
値
意
識
を
も
つ
。

認
識
関
係
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
実
在
の
第
一
の

685
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決
定
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
目
的
的
で
は
な
い
。
認
識
は

客
観
に
変
更
を
加
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
当
為
実
在
化

の
形
式
た
る
目
的
系
列
に
介
入
す
る
。
目
的
の
設
定
↓
手
段
の
選

択
↓
目
的
実
現
、
こ
の
図
式
が
こ
れ
で
あ
る
。
主
体
は
活
動
に
で

る
自
由
ぱ
か
り
で
な
く
、
不
活
動
の
自
由
も
も
っ
て
い
る
。
目
的

活
動
的
作
為
と
目
的
活
動
的
不
作
為
と
の
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、

受
動
態
に
お
け
る
単
な
る
不
活
動
は
存
在
論
的
に
は
「
無
」
で
あ

っ
て
、
道
徳
的
な
い
し
倫
理
的
に
は
「
無
価
値
」
で
あ
る
。
な
ん

と
な
れ
ぱ
、
こ
の
場
合
に
は
、
人
格
主
体
は
、
価
値
と
目
的
と
に

関
心
を
示
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
倫
理
的
不
活
動
で
は
な
く
て
、

存
在
論
的
不
活
動
の
場
合
は
事
惰
が
異
な
る
。
人
格
主
体
は
価
値

と
目
的
と
に
志
向
し
て
い
る
。
当
為
実
在
化
の
主
導
性
を
掌
握
し

て
い
る
。
不
作
為
に
出
る
こ
と
で
「
何
か
を
喚
起
」
し
う
る
状
態

に
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
何
か
を
生
成
」
し
う
る
状
態
に

あ
る
。
何
故
か
？
　
具
体
的
状
況
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
を

前
提
と
し
て
、
人
格
主
体
は
自
己
の
行
為
能
カ
の
範
囲
内
で
、

「
か
く
あ
る
べ
し
」
の
当
為
に
従
う
、
従
わ
な
い
の
自
由
を
も
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
何
か
を
喚
起
」
す
る
不

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

作
為
を
機
能
的
に
考
え
て
み
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
機
能
的
な
る

も
の
の
存
在
は
「
他
の
も
の
の
う
ち
」
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
実
体
的
な
る
も
の
の
存
在

は
「
自
己
の
う
ち
」
に
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
存
在
原
理
を
看
過

し
て
事
を
論
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
機
能
に
は
そ
の
本
質
上
、

基
本
的
に
活
動
性
格
が
随
伴
し
て
い
る
。
機
能
性
の
機
能
は
「
規

定
性
」
に
あ
る
。
人
格
性
の
契
機
は
活
動
性
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
人
格
主
体
の
主
体
性
の
顕
現
す
る
目
的
活
動
的
「
不
作
為
」

　
　
　
　
　
、
　
　
、

は
、
機
能
的
行
為
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
機
能
は
他
の
機
能
と
連
動
し
て
「
構
造
」
を
形
成
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
不
作
為
は
作
為
と
連
動
し
て
「
行
為
」
を
形

成
す
る
。
こ
う
い
っ
て
よ
い
。
目
的
活
動
的
作
為
の
み
な
ら
ず
、

目
的
活
動
的
不
作
為
も
ま
た
、
目
的
的
行
為
概
念
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
包
摂
さ
れ
・
つ
る
。

　
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
行
為
と
不
作

為
と
は
、
A
と
非
A
と
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
ら
、
存
在
論
的

に
は
、
不
作
為
は
可
能
な
行
為
の
不
作
為
で
あ
っ
て
、
行
為
で
は

な
い
、
と
緒
論
づ
け
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
作
為
を
「
実
体
存

在
論
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
方
法
諭

土
し
て
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
。
不
作
為
を
実
体
存
在
論
的
に
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

づ
け
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
不
作
為
も
作
為
も
動
態
に
お
い
て

把
握
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
両
者
と
も
、
一
．
定
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の
状
況
で
は
、
「
何
か
を
喚
起
」
し
、
「
何
か
を
生
成
」
し
う
る
か

ら
で
あ
る
。
不
動
の
形
相
だ
け
が
存
在
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な

い
。
生
成
の
過
程
も
ま
た
存
在
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
。
あ
る
こ
と
を

看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
構
造
、
シ
ス
テ
ム
、
相
関
性
、
機
能
。

こ
れ
ら
す
ぺ
て
が
存
在
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
る
こ
と
を
カ
説
し

て
お
き
た
い
。
と
く
に
、
法
の
次
元
で
は
、
実
体
存
在
論
的
に
存

在
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

不
作
為
は
「
目
的
的
行
動
力
」
の
範
囲
内
ー
し
た
が
っ
て
、
目

的
性
と
し
て
は
潜
在
的
目
的
性
1
に
あ
る
行
態
に
あ
る
、
と
す

る
見
解
も
誤
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
人
楮
主
体
は
、
具
体
的

状
況
で
、
意
識
的
に
目
的
を
設
定
し
、
そ
の
目
的
実
現
の
手
段
と

し
て
、
「
何
か
」
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
乳

児
を
殺
害
す
る
目
的
を
設
定
し
、
殺
害
方
法
と
し
て
「
授
乳
し
な

い
」
手
段
を
選
択
し
た
と
せ
よ
。
目
的
系
列
に
お
い
て
は
、
す
で

に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
第
二
段
の
手
段
の
遡
行
的
決
定
が
固
有
の

意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乳
児
が
死
亡
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は

こ
の
手
段
（
順
脇
い
）
の
結
果
と
い
え
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
目
的
系

列
に
お
い
て
は
、
手
段
の
系
列
が
「
原
因
」
と
な
る
こ
と
、
こ
れ

ま
た
既
述
の
如
く
で
あ
る
。
目
的
性
は
顕
在
化
し
て
い
る
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
か
。
授
乳
す
る
こ
と
を
忘
却
し
た
場
合
は
ど
う
か
。
常
時
授
乳

、
　
　
、

す
る
こ
と
で
養
育
す
る
と
い
う
目
的
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る
。

目
的
系
列
は
、
目
的
に
つ
い
て
の
意
識
が
存
在
す
れ
ぱ
、
進
行
す

る
。
目
的
設
定
↓
手
段
の
選
択
↓
目
的
実
現
の
全
過
程
に
意
識
が

随
伴
す
る
の
は
、
む
し
ろ
例
外
的
現
象
と
い
え
る
。
逆
に
、
目
的

意
識
が
顕
在
化
す
れ
ぱ
、
時
間
流
に
お
い
て
「
無
意
識
」
の
状
態

が
介
在
し
て
も
目
的
系
列
が
進
行
す
る
と
い
う
事
態
を
「
無
意

識
」
の
目
的
活
動
性
を
認
め
る
根
拠
と
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

情
操
で
さ
え
も
他
者
の
人
椿
へ
の
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
人
格
を
対
象
す
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
性
－
し
た
が
っ
て
、
不

活
動
性
も
ま
た
1
が
、
目
的
系
列
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
式
と
し
て

即
自
的
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
態
が
潜
在
的
目
的
性
を
カ

テ
ゴ
リ
ー
的
に
包
摂
し
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
不
作
為
と
は
要
す
な

に
、
潜
在
的
に
は
活
動
性
楕
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
明
し
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
活
動
性
格
は
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
る
が
、

実
践
的
に
は
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

か
よ
う
な
不
作
為
に
は
「
何
か
を
喚
起
」
す
る
能
カ
、
ま
し
て
や

「
何
か
を
生
成
」
す
る
能
力
は
期
待
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
犯
罪

概
念
の
基
底
を
な
す
も
の
は
行
為
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
一
方
で

不
作
為
を
も
包
摂
す
る
行
態
概
念
を
か
よ
う
な
も
の
と
把
握
す
る

こ
と
は
、
論
理
的
整
合
性
に
お
い
て
も
、
概
念
の
統
一
性
に
お
い
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て
も
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
ー
カ
ウ
フ
マ
ン
的

不
作
為
は
、
意
欲
的
不
作
為
に
お
い
て
も
意
識
に
お
け
る
不
作
為

に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と

も
概
ね
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。

ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
は
、
不
作
為
に
関
し
て
は
、
実
在
の
決
定
の
第
一

段
階
（
搬
）
の
認
識
関
係
に
停
頓
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
る
と
、
不
作
為
に
は
人
間
的
因
果
性

が
な
い
か
ら
、
目
的
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
在
の
決

定
形
成
に
は
因
果
性
の
他
に
目
的
性
が
あ
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的

に
は
、
高
い
目
的
性
が
低
い
因
果
性
を
被
覆
決
定
す
る
ヒ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
低
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
依
存
す

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
低
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
た
る
因
果
性
が
否
定
さ

れ
る
と
必
然
的
に
目
的
性
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
目
的
性

は
因
果
性
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
所
説
の
当
否
が
問
趨
と
な
る
。

　
目
的
系
列
に
お
い
て
は
、
手
段
が
原
因
を
な
し
て
い
る
か
ら
、

人
格
主
体
が
「
不
作
為
」
を
手
段
に
選
択
す
る
と
、
そ
の
手
段
は

目
的
に
規
定
さ
れ
、
目
的
系
列
の
全
系
列
が
そ
の
手
段
に
規
定
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
手
段
は
因
果
の
始
ま
り
と
し

て
1
換
言
す
れ
ぱ
、
人
間
的
因
果
性
と
し
て
結
果
へ
全
事
象
を

導
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
視
点
を
か
え
て
み
る
と
、
具
体
的
状

況
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
因
果
性

な
ど
問
題
に
な
り
え
な
い
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
結
果
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

避
能
カ
を
「
原
因
者
」
と
し
て
把
握
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ル

ツ
ベ
ル
ク
の
こ
の
思
索
は
目
的
的
行
為
論
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
不
作
為
の
因
果
性
を
肯
認
し
う

る
一
つ
の
糸
口
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
目

的
的
行
為
論
に
お
い
て
は
、
手
段
の
系
列
が
「
因
果
の
開
始
」
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
的
行
為
論

者
が
こ
の
こ
と
を
閑
却
し
て
い
る
の
は
、
疑
問
と
い
う
ほ
か
な
く
、

こ
の
点
に
ま
た
批
判
と
い
う
名
の
お
ぴ
た
だ
し
い
誤
解
が
伏
在
し

て
い
る
事
実
も
敢
え
て
公
言
す
べ
き
と
き
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

　
そ
の
他
、
実
現
意
思
、
故
意
等
も
す
べ
て
作
為
と
比
ぺ
て
消
長

を
来
た
す
も
の
で
は
な
い
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
目
的
的
行
為
概
念
に
不
作
為

を
包
摂
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
「
機
能

存
在
論
」
に
つ
き
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
え
た
と
思
う
。
作
為

と
不
作
為
と
を
統
一
す
る
上
位
概
念
と
し
て
、
行
態
を
提
示
す
る

こ
と
は
、
目
的
的
行
為
の
概
念
形
象
と
し
て
は
無
意
味
と
い
う
よ

り
は
誤
り
で
あ
る
。
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■

三
　
過
失
犯
の
目
的
的
構
造
と
不
作
為

　
刑
法
上
、
過
失
犯
に
固
有
の
問
題
性
は
、
過
失
犯
が
社
会
的
事

象
と
し
て
は
、
社
会
的
に
は
む
し
ろ
望
ま
し
い
目
的
に
向
け
ら
れ

た
行
為
か
ら
生
ず
る
点
に
あ
る
。
故
意
犯
が
社
会
的
に
有
害
な
結

果
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
過
失
犯
は
む
し
ろ
有
益
な

結
果
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
的
的
行
為
論
の
立
場
で

は
、
過
失
犯
は
、
す
で
に
構
成
要
件
の
段
階
で
区
別
さ
れ
う
る
。

こ
れ
は
目
的
的
行
為
論
だ
け
が
可
能
と
す
る
理
論
的
功
繍
と
い
っ

て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
的
行
為
論
の

過
失
理
論
に
対
し
て
は
、
幾
多
の
批
判
が
集
中
し
て
い
る
。
目
的

的
行
為
論
に
お
け
る
過
失
犯
理
論
に
は
、
そ
の
構
成
上
難
点
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
若
干
の
批
判
を
手
が
か
り
に
し
て
そ
の
面
に
検

討
を
加
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
過
失
犯
論
の
前
提
を
な
す
目
的
的
行
為
そ
れ
自
体
に
対

す
る
批
判
と
し
て
、
「
－
第
一
に
、
目
的
と
い
う
主
観
的
・
心
理

的
要
素
だ
け
で
は
、
行
為
と
行
為
者
人
椿
と
の
結
ぴ
つ
き
が
稀
薄

　
＾
6
）

に
な
る
」
。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
（
に
洲
蹴
鮒
け
廿
い

脈
）
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
目
的
的
行
為
論
－
少
な
く
と

も
私
見
の
目
的
的
行
為
論
に
は
全
く
支
障
が
な
い
も
の
と
い
っ
て

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

よ
か
ろ
う
。
具
体
的
状
況
に
お
け
る
自
由
、
す
な
わ
ち
、
当
為
に

対
す
る
「
自
由
」
を
前
提
と
し
て
、
人
格
主
体
は
目
的
を
設
定
す

る
。
こ
の
目
的
は
価
値
定
立
の
形
式
で
あ
り
、
人
格
的
決
断
の
形

式
で
あ
る
。
人
格
性
の
契
機
は
活
動
性
に
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に

価
値
・
無
価
値
の
基
体
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
行
為
と
行
為
者
人

格
と
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
論
者
の
批
判

は
さ
ら
に
、
「
目
的
と
い
う
だ
け
で
は
、
行
為
者
人
樒
の
主
体
的

な
面
も
充
分
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
お
も
う
。
素
質
・

環
境
の
制
約
を
受
け
な
が
ら
方
向
づ
け
を
し
て
行
く
と
い
う
消
息

は
、
目
的
の
設
定
・
実
現
と
い
う
だ
け
で
は
把
握
さ
れ
え
な
い
。

そ
の
目
的
の
設
定
・
実
現
そ
の
も
の
が
主
体
的
に
行
わ
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
。
こ
の
批
判
も
、
ず

で
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
妥
当
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
く
り
返
し
て
言
え
ば
、
目
的
は
単
な
る
「
主
体
」
で
は
な
く
、

「
人
格
」
主
体
に
よ
る
価
値
定
立
の
形
式
で
あ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
的
に
は
「
主
体
性
」
な
き
「
人
権
性
」
は
非
在
。
し
か
も
、
予

見
と
予
定
と
を
欠
い
た
主
体
性
は
な
い
。
こ
れ
も
明
白
。
予
見
と

予
定
と
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ぱ
、
「
目
的
活
動
性
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
体
性
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
言
え
ぱ
、
目
的
活

動
性
に
他
な
ら
な
い
。
目
的
の
設
定
が
「
主
体
性
」
の
顕
現
で
あ
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る
こ
と
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
論
者
は
、

「
第
三
に
、
目
的
性
を
行
為
概
念
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
、
行

為
の
主
体
性
を
み
と
め
る
た
め
に
も
過
多
の
要
求
だ
と
お
も
う
。

行
為
の
主
体
性
が
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、
目
的
の
設
定
と
い
う
意

識
的
な
心
理
作
用
が
働
く
ぱ
あ
い
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

主
体
的
な
人
格
態
度
は
、
微
弱
意
識
ぱ
あ
い
に
よ
っ
て
は
無
意
識

の
う
ち
に
も
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昌
的
性
を
行

為
の
要
素
と
み
る
以
上
は
、
過
失
犯
を
行
為
と
考
え
る
こ
と
は
無

　
　
＾
畠
〕

理
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
予
見

と
予
定
と
を
欠
い
た
主
体
性
を
批
判
の
論
者
は
認
め
な
い
で
あ
ろ

う
。
「
無
意
識
」
の
主
体
性
を
肯
認
し
て
い
含
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
、
金
く
「
意
識
」
の
介
在
し
な
い
主
体
性
を
意
味
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

の
な
ら
ぱ
、
無
意
識
の
目
的
活
動
性
の
容
認
と
同
じ
く
誤
り
で
あ

る
。
主
休
性
、
そ
し
て
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
形
式
で
あ
る
目
的
性
は

意
識
な
し
で
は
始
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
意
識
が
つ
ね
に
目
的
性

に
随
伴
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
手
段
の
選
択
で
さ
え
も
、
通
常

は
、
無
意
識
の
裡
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
目
的
系
列
に
つ
ね
に

意
識
が
随
伴
し
て
い
る
事
態
は
む
し
ろ
例
外
的
現
象
で
あ
る
。
批

判
の
論
者
が
無
意
識
の
主
体
性
と
認
め
る
も
の
は
、
実
は
、
現
象

的
に
は
、
無
意
識
の
行
為
と
み
え
る
が
、
そ
の
内
実
は
「
合
目
的

性
」
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
生
物
学
的
有
機
体
特
有
の
合

目
的
性
は
、
目
的
活
動
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
主
体
性
で
は
な
い
。
目
的
的
行
為
論
に
対
す
る
批
判
－
そ

の
実
、
誤
解
1
は
、
過
失
犯
に
集
中
す
る
。
批
判
の
論
者
も
ま

た
、
目
的
性
を
行
為
要
素
と
す
る
か
ぎ
り
過
失
犯
は
行
為
で
は
な

い
、
と
論
結
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
著
し
い
誤
解
の
一
つ
で
あ

る
。
目
的
系
列
は
、
私
見
の
目
的
的
行
為
論
か
ら
す
れ
ぱ
、
当
為

実
在
化
の
存
在
論
的
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
固
有
の
性
楮
は
、
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

段
の
遡
行
的
決
定
の
段
階
に
あ
る
。
手
段
は
目
的
に
予
め
規
定
さ

れ
る
か
ら
、
手
段
の
系
列
は
目
的
系
列
の
「
原
因
」
と
な
る
も
の

で
あ
ウ
て
、
全
系
列
が
手
段
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
目
的

実
現
の
過
程
は
、
実
在
の
時
間
流
に
沿
っ
た
因
果
の
過
程
で
あ
る

が
、
目
的
の
観
点
で
手
段
が
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
点
で
他
の
因

果
的
事
象
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
的
に
は
因
果
的

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

事
象
で
あ
る
が
、
原
理
的
に
は
目
的
的
事
象
で
あ
る
。
因
果
的
事

象
は
「
開
か
れ
て
い
る
」
が
、
目
的
的
事
象
は
完
結
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
手
段
の
選
択
の
誤
り
は
、
全
事
象
を
支
配
す
る
目

的
性
の
誤
り
と
な
る
。
さ
ら
に
、
目
的
的
事
象
に
お
い
て
は
、
目

的
に
つ
い
て
の
意
識
が
顕
在
化
し
て
お
れ
ぱ
目
的
系
列
は
進
行
す

る
。
さ
き
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
目
的
系
列
に
意
識
が
つ
ね
に
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随
伴
し
て
い
る
事
態
は
、
む
し
ろ
、
例
外
と
い
っ
て
よ
い
。
高
々
、

手
段
の
選
択
に
つ
い
て
の
意
識
ま
で
が
存
在
し
て
お
れ
ぱ
目
的
系

列
の
進
行
に
支
障
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
意
識
な
き
目
的
活
動
性

を
容
認
し
う
る
か
の
誤
解
を
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
目
的
活
動
性
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
合
目
的
性
の
領
野
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

故
意
犯
ぱ
か
り
で
な
く
過
失
犯
も
明
ら
か
に
行
為
と
し
て
把
握
さ

れ
る
。
さ
ら
に
批
判
の
論
者
は
、
「
・
：
法
的
に
無
意
味
な
目
的
性

を
行
為
概
念
に
も
ち
こ
む
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
自
動
車
の
わ
き

見
運
転
に
よ
る
人
身
事
故
を
例
に
と
れ
ぱ
、
目
標
地
へ
む
か
っ
て

の
運
転
と
い
づ
目
的
的
行
為
や
側
方
の
な
に
か
を
跳
め
た
と
い
う

目
的
的
行
為
に
過
失
致
死
傷
罪
の
行
為
の
実
体
を
み
と
め
る
べ
き

　
　
　
　
　
＾
9
〕

で
は
な
く
…
云
々
」
。
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
目
的
系
列
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

て
は
、
手
段
が
目
的
に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
る
か
ら
手
段
の
選

択
の
誤
り
は
、
目
的
系
列
の
全
事
象
を
誤
っ
た
方
向
へ
と
導
く
。

　
　
　
、
　
　
、

具
体
的
状
況
の
制
約
の
下
に
自
由
に
基
づ
い
た
行
為
者
の
目
的
が

手
段
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
段
の
選
択
の
誤
り
は
、
目

的
が
手
段
を
規
定
す
る
以
上
、
当
為
実
在
化
の
形
式
た
る
目
的
系

列
の
全
事
象
を
1
婁
言
す
れ
ぱ
、
目
的
性
そ
れ
自
体
を
法
的
に
有

意
味
に
す
る
の
で
は
な
い
か
。
け
だ
し
、
「
か
く
あ
る
べ
し
」
の
当

為
は
実
在
化
し
て
い
な
い
か
ら
。
ま
た
、
目
標
地
へ
む
か
っ
て
の

目
的
的
行
為
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
的
行
為
遂
行
の
過

程
で
「
わ
き
見
」
を
す
る
こ
と
が
間
趨
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
わ
き
見
」
は
論
者
の
主
張
と
は
ち
が
ウ
て
、
「
目
的
的
行
為
」
と

は
解
さ
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
論
の
立
場
か
ら
は
、
再
三
く
り

返
し
て
い
る
「
手
段
の
選
択
の
誤
り
」
で
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
き

見
」
そ
れ
自
体
－
不
注
意
1
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
わ
き

見
と
の
観
点
に
お
け
る
自
動
車
の
運
転
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ぱ
、
「
不
注
意
」
と
の
関
係
に
立
つ
「
作
為
な
い
し
不
作

為
」
が
目
的
的
行
為
論
に
と
っ
て
は
一
番
関
心
事
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
批
判
の
す
ぺ
て
が
批
判
的
論
拠
に
乏
し
い
こ
と

が
論
証
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
H
　
過
失
犯
に
お
け
る
不
作
為
の
モ
メ
ン
ト

　
過
失
犯
も
要
す
る
に
目
的
的
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
過
失
概

念
に
は
つ
ね
に
何
ら
か
の
義
務
違
反
の
表
象
が
つ
き
ま
と
う
。
た

と
え
ぱ
、
「
貨
物
自
動
車
の
運
転
者
が
、
泥
酔
者
の
自
転
車
を
側

面
距
離
七
五
㎝
で
追
い
越
し
、
死
亡
せ
し
め
る
。
法
定
の
側
面
距

離
は
一
、
二
〇
m
～
一
、
五
〇
m
で
あ
る
。
運
転
者
が
法
定
の
側
面

距
離
を
遵
守
し
て
い
て
も
同
じ
結
果
が
、
高
度
の
蓋
然
性
を
も
っ

て
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
。
」
（
｝
Ω
貝
望
．
二
）
と
い
う
ド
イ
ツ
の

判
例
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
定
距
離
の
不
遵
守
と
い
う
義
務
違
反
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1
注
意
違
反
－
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
。
あ
る
い
は
、
転
轍

手
が
居
眠
り
し
て
転
轍
を
忘
却
し
た
、
と
か
、
海
水
浴
場
の
管
理

人
が
溺
死
に
瀕
し
て
い
る
子
供
に
気
づ
か
ず
、
そ
の
子
供
が
溺
死

し
た
、
と
か
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
過
失
犯
の
事
例
は
多

い
が
、
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
過
失
に
は
つ
ね
に
、

注
意
の
不
遵
守
と
い
う
「
不
作
為
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
付
随
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
過
失
犯
を
不
作
為
犯
と
し
て

構
成
し
よ
う
と
す
る
理
論
が
登
場
す
る
こ
と
も
、
一
応
は
う
な
ず

け
る
。
し
か
し
、
過
失
犯
の
間
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
過
失
犯
に
は
つ
ね
に
、
「
注
意

の
不
遵
守
」
と
い
う
「
心
的
不
作
為
」
の
モ
メ
ン
ト
か
付
随
し
て

い
る
事
実
だ
け
を
確
認
し
て
お
け
ぱ
よ
い
。
過
失
犯
が
全
体
と
し

て
作
為
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
る

か
は
、
別
の
視
点
を
必
要
と
す
る
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
過
失
犯

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

に
と
っ
て
は
、
つ
ね
に
「
不
注
意
」
と
の
関
係
に
立
つ
「
作
為
ま

た
は
不
作
為
」
が
処
罰
の
根
拠
と
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
過
失

犯
を
す
べ
て
、
不
注
意
の
面
か
ら
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
す
る
こ

と
は
妥
当
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
い
や
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
止

刑
法
は
、
シ
ユ
ペ
ン
デ
ル
が
夙
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
作
為
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る

と
、
過
失
犯
も
通
常
は
「
禁
止
規
範
」
に
違
反
す
る
「
作
為
犯
」

と
し
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
例
の
ド
イ
ツ
判
例
に

お
い
て
は
、
「
余
り
に
狭
い
側
面
距
離
」
で
の
「
遣
い
越
し
」
と

い
う
「
作
為
」
が
論
点
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
作
為
と
結
果
と
の

間
に
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
問
題
は
解
決

済
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
意
の
不
遵
守
－
不
作
為
－
に
因
果

性
を
求
め
る
必
要
は
全
く
な
い
。

　
㈲
　
忘
却
犯
の
間
題
性

　
と
こ
ろ
が
、
前
例
の
「
転
轍
手
が
居
眠
り
を
し
て
、
転
轍
を
忘

却
す
る
」
と
か
、
「
管
理
人
が
気
づ
か
ず
に
救
助
し
な
い
」
と
か

い
っ
た
事
例
の
場
合
に
は
、
「
居
眠
り
を
」
し
て
、
と
か
、
「
気
づ

か
ず
」
に
と
か
い
っ
た
不
注
意
、
あ
る
い
は
単
に
「
忘
却
す
る
」

と
い
う
た
不
注
意
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、
「
転
轍
し
な
い
」
、

「
救
助
し
な
い
」
と
い
っ
た
「
不
作
為
」
で
あ
る
。
行
為
の
社
会

的
意
味
は
、
こ
の
不
作
為
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

見
に
よ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
過
失
作
為
犯
と
し
て
構
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
過
失
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の

か
、
そ
の
基
準
と
し
て
、
「
故
意
犯
」
へ
の
転
換
が
「
方
法
論
」

と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
転
轍
手
が
故
意
に
転
轍
し
な
け

れ
ぱ
、
故
意
の
不
作
為
犯
の
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
。
管
理
人
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■

が
故
意
に
救
助
し
な
け
れ
ぱ
故
意
の
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
の
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
母
親
が
バ
チ
ン
コ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
様

態
を
装
っ
て
、
故
意
に
授
乳
せ
ず
乳
児
を
死
亡
せ
し
め
た
と
す
れ

ぱ
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、

「
パ
チ
ン
コ
に
興
じ
る
」
と
い
う
「
作
為
」
と
死
亡
の
結
果
と
の

因
果
性
な
ど
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

逆
に
v
こ
の
事
例
で
、
過
失
の
場
含
ー
パ
チ
ン
コ
に
夢
中
に
な

っ
て
授
乳
を
忘
却
－
に
は
、
当
然
、
過
失
不
作
為
犯
が
成
立
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
い
ま
あ
げ
た
事
例
の
よ
う
に
、
過
失
不
作
為
犯
が

成
立
す
る
場
合
に
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
「
保
証
者
」

説
を
前
提
と
し
て
、
転
轍
手
、
管
理
人
、
母
親
等
は
、
当
然
「
保

証
者
」
の
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
海

水
浴
場
の
管
理
人
に
は
結
果
の
予
見
可
能
性
に
加
え
て
、
さ
ら
に

不
知
の
回
避
が
「
命
ぜ
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
κ

言
え
ぱ
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
過
失
作
為
犯

の
場
合
に
は
、
結
果
に
つ
い
て
の
具
体
的
・
個
別
的
予
見
可
能
性

が
あ
れ
ぱ
、
結
果
回
避
可
能
性
は
当
然
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
合
ま

れ
る
か
ら
、
さ
ら
に
結
果
回
避
可
能
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
導
入

．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

す
る
必
要
は
な
い
が
、
過
失
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
具
体
的
・

個
別
的
予
見
可
能
性
に
加
え
て
「
結
果
の
回
避
可
能
性
」
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
予
見
が

「
命
ぜ
ら
れ
て
」
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
「
命
令
」
は
、

転
轍
手
、
管
理
人
、
母
親
等
が
「
保
証
者
」
的
地
位
に
あ
る
こ
と

に
よ
り
生
ず
る
「
責
務
」
で
あ
っ
て
、
過
失
作
為
犯
に
妥
当
す
る

一
般
的
注
意
命
令
－
し
た
が
っ
て
、
条
件
に
依
存
せ
ず
、
す
ぺ

て
の
状
況
、
す
べ
て
の
人
に
妥
当
す
る
一
種
の
「
定
言
命
法
」

－
で
は
な
く
て
、
仮
言
的
命
令
i
し
た
が
っ
て
、
条
件
に
依

存
－
で
あ
る
。
過
失
犯
に
お
け
る
客
観
的
注
意
の
普
遍
性
、
不

真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
証
者
的
地
位
の
個
別
性
の
観
点
か
ら

も
、
す
べ
て
の
過
失
犯
を
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
無

　
　
　
　
　
　
　
，
か
が

理
で
あ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
過
失
不
作
為
犯

は
、
過
失
作
為
犯
と
は
ち
が
っ
て
、
「
命
令
規
範
」
に
違
反
し
て

い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
た
と
え
ぱ
、
殺
人
罪
の

規
定
に
「
人
ヲ
殺
ス
」
は
、
作
為
的
行
為
と
不
作
為
的
行
為
の
両

者
を
包
摂
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
不
作
為
に
よ
っ
て
作
為
犯

の
禁
止
構
成
要
件
が
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
不
作
為
は
ど
こ

ま
で
も
命
令
構
成
要
件
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
殺
人
罪
の
規
定

は
、
そ
の
背
後
に
禁
止
規
範
と
命
令
規
範
と
を
含
む
も
の
と
解
さ
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れ
る
。
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
の
実
現
と
い
う
表
現
は
、

味
で
正
鵠
を
射
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

四
　
お
わ
り
に

こ
の
意

　
目
的
的
行
為
論
に
お
い
て
、
不
作
為
と
過
失
と
は
最
も
間
題
の

多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
規
範
に
対
し
て
、
当
為
に
対
し
て
自
由
す

な
わ
ち
自
律
性
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
可
能
と
す
る
目
的
的
行
為
こ

そ
は
、
犯
罪
概
念
の
基
底
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
「
構
造
」
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
不
作
為
を
機
能
存
在
論
か
ら
「
行
為
」
と
把
握
で

き
る
こ
と
も
論
証
さ
れ
た
と
恩
う
。
ま
た
、
過
失
犯
は
通
常
作
為

犯
と
し
て
構
成
さ
れ
、
忘
却
犯
は
優
言
的
命
令
に
違
反
す
る
過
失

不
作
為
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
概
ね
論
証
さ
れ
た
と
恩
う
。

た
だ
目
的
的
行
為
論
そ
れ
自
体
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
的
目
的
的
行

為
論
か
ら
は
か
な
り
逸
脱
し
て
お
り
、
願
わ
く
ぱ
、
微
カ
な
る
己

　
　
　
　
　
　
、

れ
を
も
顧
み
ず
新
目
的
的
行
為
論
と
で
も
命
名
し
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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