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刑
法
解
釈
論
に
お
け
る
故
意
と
過
失

は
じ
め
に

　
故
意
と
過
失
と
の
犯
罪
論
体
系
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る

論
争
は
、
犯
罪
論
の
核
心
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、

従
来
、
も
っ
ぱ
ら
、
責
任
形
式
な
い
し
責
任
要
素
と
し
て
把
握
さ

れ
て
き
た
故
意
・
過
失
を
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
要
素

と
し
て
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
故
意
・
過
失
は
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
直
接
考
察
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
で

は
な
い
。
ま
た
、
固
有
の
意
味
で
の
責
任
要
素
を
個
別
的
に
類
別

し
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
も
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
逸
脱
す
る
も
の

で
あ
る
。

二

都
　
　
築

廣
　
　
巳

　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失

　
行
為
者
の
主
観
的
－
心
理
的
要
素
が
行
為
の
違
法
の
性
格
に
影

響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
は
、
主
観
的
な
も
の
は
こ
と
，
こ

と
く
費
任
論
で
処
理
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
た
伝
統
的
な
理

論
に
慣
れ
た
も
の
に
は
、
な
か
な
か
組
し
が
た
く
、
理
解
し
に
く

い
も
の
と
思
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、

構
成
要
件
論
・
違
法
論
か
ら
主
観
的
要
素
を
駆
逐
し
て
し
ま
う
と
、

た
と
え
ぱ
、
殺
人
、
過
失
致
死
、
傷
害
致
死
等
は
、
結
果
の
面
で

は
、
〈
人
の
死
〉
で
共
通
し
て
お
ゆ
、
差
等
が
な
い
か
ら
、
純
客

観
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
同
一
構
成
要
件
に
編
入
さ
れ

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
ら
は
、
責
任
段
階
で
、
は
じ
め
て
個

別
化
さ
れ
、
責
任
の
軽
重
と
そ
れ
に
対
応
す
る
刑
罰
が
確
定
す
る
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の
か
。
疑
間
な
し
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、
資
任
段
階
で
は
個
別
化

さ
れ
た
犯
罪
行
為
を
前
提
と
し
、
そ
の
行
為
を
行
為
者
人
楕
と
結

び
つ
け
て
非
難
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
主
観
的
意
思
を

度
外
視
し
て
は
、
未
遂
は
把
握
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な

間
題
意
識
か
ら
、
ま
ず
、
構
成
要
件
論
に
お
い
て
主
観
的
・
心
理

的
要
素
は
度
外
視
し
え
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
が
行
為
の
違
法
の
性

格
に
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
特
殊
的
主
観
的
違
法
要
素
を
承
認
し
な
が

ら
、
故
意
・
過
失
を
一
般
的
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
承
認
す
る

こ
と
に
は
遼
巡
す
る
立
場
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
に
主

観
的
要
素
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
れ
で
婁
足
れ
り
と
し
、
あ
る
い
は
、

構
成
要
件
を
違
法
類
型
に
と
ど
め
ず
、
さ
ら
に
有
責
類
型
と
し
て

把
握
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
も
の
と
納
得
す
る
模
様
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
。
意
思
の
み
で

犯
罪
の
個
別
化
は
で
き
な
い
し
、
行
為
に
組
み
込
ま
れ
た
意
思
を

除
外
し
て
、
そ
の
外
部
的
な
も
の
に
の
み
違
法
判
断
を
下
す
こ
と

も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
か
ら
意
思
を
捨
象
す
る
こ
と
は

行
為
の
破
壊
に
つ
な
が
る
。
か
よ
う
な
意
味
で
、
主
観
－
客
観
の

全
体
構
造
を
も
っ
た
行
為
に
対
し
て
の
み
違
法
判
断
は
下
し
う
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
違
法
性
と
は
判
断
の
客
観
佳
が
担
保

さ
れ
れ
ぱ
、
そ
の
対
象
に
圭
観
的
な
も
の
を
含
み
う
る
か
ら
結
局
、

故
意
・
過
失
は
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
行
為
の
外
部
的
側
面
の
み
で
違
法
性
は
評
価
し

う
る
と
す
る
見
解
は
、
行
為
の
構
造
を
見
誤
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
違
法
性
の
本
質
を
看
過
し
た
も
の
と
評
し
え
よ
う
。
行
為
者

の
主
体
的
意
思
を
度
外
視
し
て
は
、
行
為
の
社
会
的
意
味
は
把
握

で
き
な
い
も
の
と
恩
う
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
主
観
的
違
法
要
素
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
一
橋
論
叢
、

　
第
八
十
六
巻
第
二
号
（
一
九
八
一
年
）
に
、
故
意
・
過
失
が
主
観
的

　
違
法
要
素
と
把
握
で
き
る
こ
と
に
つ
き
論
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

　
ち
、
ま
ず
、
行
為
の
目
的
的
構
造
を
分
析
し
、
昌
的
性
が
行
為
の
客

　
観
的
形
成
因
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
目
的
性
を
行
為
の
形
式
と
し
て

　
把
握
し
、
一
方
、
故
意
の
〈
知
的
要
素
〉
と
〈
意
思
的
要
素
〉
と
が
、

　
目
的
性
と
構
造
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
故
意
を
目

　
的
性
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
を
摘
示
し
た
。

三
　
責
任
論
に
お
け
る
故
意
・
過
失

　
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
故
意
と
過
失
と
は
、
・
す
で
に
、

構
成
要
件
の
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た

が
、
こ
の
両
要
素
が
さ
ら
に
体
系
的
に
責
任
論
に
お
い
て
も
論
及

さ
れ
る
べ
き
責
任
要
素
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
未
定
で
あ
る
。
こ
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’

こ
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
面
か
ら
の
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
学
説
の
動
向
は
、
故
意
・
過
失
を
責
任
要
素
と
み
る
こ
と

で
見
解
の
一
致
を
み
て
い
る
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て
妥
当
な
解
決

と
い
え
る
の
か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
私
見
の
立
場
で
は
、

規
範
的
責
任
論
に
立
つ
限
り
、
そ
の
論
理
一
貫
性
か
ら
、
故
意
と

過
失
と
は
責
任
要
素
と
は
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

従
来
の
学
説
は
、
心
理
的
責
任
論
が
責
任
の
本
質
を
行
為
者
と
行

為
と
の
心
理
的
関
係
と
し
て
捉
え
、
心
理
的
事
実
と
し
て
の
故

意
・
過
失
が
あ
れ
ば
責
任
を
肯
定
し
、
故
意
と
過
失
と
は
責
任
の

形
式
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、
規
範
的
責
任
論
の
立

場
に
立
ち
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
故
意
と
過
失
と
を
責
任
要
素

と
解
す
る
こ
と
で
一
貫
し
て
い
る
事
実
も
否
定
で
き
な
い
。
心
理

的
責
任
論
は
そ
の
理
論
的
欠
陥
の
た
め
規
範
的
責
任
論
に
克
服
さ

れ
た
わ
け
で
あ
り
、
規
範
的
責
任
論
を
取
る
以
上
、
そ
の
理
論
構

成
に
忠
実
で
あ
る
の
が
正
し
い
道
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
私
見
に
よ
る
と
、
責
任
を
〈
規
範
的
〉
に
捉
え
な
が
ら
、

故
意
と
過
失
と
を
責
任
要
素
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
ま
ず
論
理

的
に
矛
盾
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ま
さ

に
責
任
論
の
核
心
に
触
れ
る
間
題
な
の
で
あ
る
。
分
説
し
よ
う
。

　
　
ω
　
当
為
の
存
在
及
び
行
為
主
体
と
の
関
係

　
責
任
を
規
範
的
に
把
握
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
行
為
者

が
反
規
範
的
な
意
思
を
形
成
し
た
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
法
が
規
範
的
に
要
求
す
る
内
容
と
行
為

者
が
現
実
に
形
成
し
た
意
思
と
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が

規
範
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
た
る
〈
当
為
〉
（
ω
昌
彗
）
の
前
提
で

あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
こ
の
当
為
概
念
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く

倫
理
的
価
値
の
本
質
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
わ

れ
わ
れ
は
第
一
に
、
責
任
を
規
範
的
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
が

価
値
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
価
値
が
存
在

（
存
在
論
的
範
曉
に
お
け
る
実
在
）
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
在
に
つ
い
て

の
価
値
論
的
決
定
が
前
景
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ

と
は
で
き
ま
い
。
心
理
的
責
任
論
が
、
故
意
と
い
う
心
理
的
事
実

が
あ
れ
ぱ
故
意
責
任
を
肯
定
す
る
の
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
規
範
的
責
任
論
を
支
持
し
う
る
理
論
的
根
拠

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
行
為
者
が
そ
の
置
か
れ
た
具
体
的
行
態
状

況
（
行
為
環
境
）
に
お
い
て
、
規
範
の
要
請
に
適
合
し
た
行
態
統

制
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
拒
否
し
、
敢
え
て
犯
罪

行
為
に
で
た
点
に
人
格
的
に
非
難
し
う
る
か
ど
う
か
が
論
点
を
な

し
て
い
る
。
責
任
を
〈
非
難
〉
（
く
o
暑
昌
h
）
な
い
し
く
非
難
可
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（77）刑法解釈論における故意と過失

能
性
〉
（
く
o
『
奉
實
｛
一
〕
胃
－
8
5
と
把
握
す
る
こ
と
で
、
故
意
・
過

失
に
共
通
な
責
任
概
念
が
与
え
ら
れ
る
。
責
任
は
非
難
な
い
し
非

難
可
能
性
と
し
て
の
〈
評
価
〉
（
峯
。
ユ
冒
o
q
）
な
い
し
〈
判
断
〉

（
膏
“
o
巳
）
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
無
価
値
判
断
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
違
法
性
の
判
断
が
無
価
値
判
断
で
あ
る
の
と
同
断
で
あ
る
。

し
か
も
、
判
断
そ
れ
自
体
が
法
の
側
か
ら
な
さ
れ
る
〈
客
観
的
〉

判
断
で
あ
る
こ
と
に
も
相
違
は
な
い
。
た
だ
、
違
法
性
に
つ
い
て

の
無
価
値
判
断
が
行
為
を
行
為
と
し
て
把
握
す
る
の
に
対
し
て
、

資
任
に
つ
い
て
の
無
価
値
判
断
は
行
為
を
判
断
の
対
象
と
し
つ
つ

も
、
そ
れ
を
行
為
主
体
の
人
格
的
深
み
に
関
連
づ
け
て
下
す
と
こ

ろ
に
両
者
の
本
質
的
相
違
が
あ
る
。
そ
し
て
、
違
法
論
で
は
、
故

意
．
過
失
は
行
為
の
目
的
的
構
造
に
組
み
込
ま
れ
行
為
と
一
体
と

な
っ
て
の
み
違
法
性
の
判
断
に
服
す
る
こ
と
前
述
の
通
り
で
あ
る

が
、
責
任
論
で
は
、
か
よ
う
な
心
理
的
事
実
と
し
て
の
故
意
・
過

失
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
行
為
者

の
心
内
で
形
成
さ
れ
た
か
を
規
範
の
面
か
ら
間
題
と
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
心
理
的
事
実
を
、
違
法
論
で
は
事
実
を
事

実
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
責
任
論
で
は
、
事
実
を

前
提
と
し
て
、
価
値
論
的
決
定
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
違
法
論
で
は
、
按
益
が
前
面
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
行
為
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

の
主
観
的
－
心
理
的
要
素
の
社
会
的
意
味
が
ま
ず
間
わ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、
責
任
論
で
は
、
行
為
者
の
主
観
的
i

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

心
理
的
要
素
の
規
範
的
意
味
が
間
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
言

す
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
主
観
的
－
心
理
的
要
素
が
価
値
あ
る
も

の
か
、
そ
れ
と
も
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
の
か
の
選
択
に
迫
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
局
面
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア
は
、

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

当
為
が
直
接
に
こ
の
主
観
的
i
心
理
的
要
素
た
る
故
意
・
過
失
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

規
定
し
う
る
か
に
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ぱ
、
価
値
が
直
接
に
実

在
を
規
定
し
う
る
か
の
間
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ぱ
、
こ
こ
で
は

ま
さ
に
価
値
の
本
質
た
る
当
為
と
存
在
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
二
三
フ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
分
析
に
よ
る
と
、
当

為
は
存
在
と
バ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
認
識
と

パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
当
為
は
〈
存
在
当
為
〉
（
ω
①
一
冨
o
－
－
竃
）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
当
為
は
、
そ
れ
自
体
は
主
観
的
な
も
の

で
も
客
観
的
な
も
の
で
も
な
く
、
存
在
範
曙
同
様
に
主
体
（
ω
亭
・

せ
6
と
客
体
（
○
互
①
ζ
）
の
面
に
立
っ
て
い
る
ぱ
か
り
か
、
存

在
（
ω
Φ
弐
）
と
無
（
；
o
軍
置
目
）
の
面
に
立
っ
て
い
る
点
に
、
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

醇
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
為
は
、
た
し
か

に
実
在
の
矛
盾
つ
ま
り
は
存
在
論
的
決
定
と
対
立
・
緊
張
関
係
に
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立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
・
緊
張
関
係
を
通
し
て
、

当
為
は
理
念
的
存
在
当
為
（
3
㎝
昌
轟
－
o
ω
＆
畠
o
自
昌
）
か
ら
実

在
的
存
在
当
為
（
3
ω
算
ま
巴
①
ω
〇
一
冨
o
旨
自
）
ま
で
の
広
が
り

を
み
せ
る
が
、
存
在
当
為
の
実
在
性
に
と
っ
て
は
、
存
在
と
無
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

中
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
本
質
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

〈
現
に
あ
る
人
間
〉
と
〈
か
く
あ
る
べ
き
人
間
〉
と
の
間
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

緊
張
関
係
が
実
在
性
の
程
度
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
為
は
、

し
か
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
存
在
活
カ
が
な
く
、
そ
れ
を
与
え

て
く
れ
る
他
者
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
実
在
的
な
存
在
当
為
も
、

そ
れ
を
自
分
の
目
標
へ
と
導
い
て
く
れ
る
傾
向
能
力
な
い
し
意
図

能
カ
を
も
つ
く
主
体
V
が
現
存
在
し
て
い
な
け
れ
ぱ
何
一
つ
決
定

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
価
値
と
実
在
と
を
媒
介
す
る
形

象
と
し
て
の
主
体
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
当
為

は
実
在
を
直
接
に
無
条
件
に
は
決
定
し
え
ず
、
媒
介
物
と
し
て
の

主
体
を
通
し
て
、
間
接
的
に
条
件
つ
き
で
決
定
し
う
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
主
体
と
は
何
か
。
こ
れ
が
倫
理
的
価
値
を

担
い
う
る
主
体
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
人
格
性

（
雰
一
ω
o
冨
具
津
）
を
具
備
し
た
人
格
主
体
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
る
。
N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
人
格
性
は
、
主
体

が
価
値
の
中
に
措
定
す
る
行
動
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、

意
思
や
目
的
設
定
が
主
体
を
人
格
に
高
め
る
の
で
も
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
人
格
性
の
モ
メ
ン
ト
を
、
〈
倫
理
的
自
由
〉
（
畠
⑭
筆
昌
・

o
5
申
邑
・
筆
）
と
〈
倫
理
的
価
値
の
担
い
手
〉
（
昌
①
睾
；
o
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

峯
胃
津
H
晶
實
m
o
ぎ
6
の
二
つ
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人

権
的
本
質
は
、
自
由
な
本
質
で
あ
っ
て
、
人
楕
主
体
は
自
己
の
行

動
に
価
値
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
行
動
の
対
象

に
置
か
れ
た
価
値
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
る
と
、
倫
理
的
な
価
値
は
設
定
さ
れ
た
目

標
の
価
値
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
行
動
そ
の
も
の
の
価
値
と

し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
見
解
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
そ
れ
自
体
の
価
値
と
行
為
の
中
に
目
的

と
し
て
置
か
れ
た
価
値
と
は
区
別
す
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
で
あ

る
。
過
失
犯
の
実
質
的
違
法
性
を
把
握
す
る
上
で
、
こ
う
し
た
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
；
）

論
構
成
は
頗
る
意
義
の
あ
る
こ
と
と
思
う
。
そ
こ
で
、
人
椿
主
体

の
決
断
の
自
由
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
価
値
は
実
現
で
き
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
人
格
主
体
は
、
行
動
（
榊
聰
的
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

主
体
で
も
あ
る
か
ら
、
当
為
は
こ
の
行
動
を
直
接
に
規
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
人
椅
主
体
の
行
動
を
通

し
て
、
存
在
当
為
の
〈
行
為
当
為
〉
（
H
冒
m
昌
昌
）
へ
の
転
換
が
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（
6
）

み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
転
換
は
、
N
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ

る
と
、
価
値
に
基
づ
い
た
実
在
に
つ
い
て
の
決
定
の
屈
折
（
卑
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
フ
）

9
昌
o
q
）
で
あ
る
て
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
当
為
と
行
為
当

為
と
の
関
係
は
、
実
在
に
つ
い
て
の
価
値
決
定
の
主
体
へ
の
本
質

法
則
的
拘
東
性
の
裏
面
で
あ
っ
て
、
こ
の
転
換
か
ら
、
本
来
は
実

在
的
存
在
当
為
に
お
い
て
価
値
が
志
向
す
べ
き
こ
と
を
、
間
接
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

且
つ
条
件
つ
き
に
の
み
価
値
は
決
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

N
．
ハ
ル
ト
マ
ン
の
分
析
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
来
は
客

体
に
つ
い
て
の
存
在
当
為
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
ぺ
き
個
値
が
、
人

格
主
体
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
、
婁
言
す
る
と
、
人
格
主
体
の
行

為
当
偽
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
当
為
に
よ
る
実
在
の
決
定
は
人
格
主
体
の
行

為
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

約
言
す
る
と
、
人
椿
主
体
の
行
為
の
み
は
当
為
に
よ
り
直
接
に
規

定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
か
よ
う
な
人
格
主
体
を

行
為
主
体
な
い
し
端
的
に
行
為
者
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
、
間
題
の
故
意
ま
た

は
過
失
が
当
為
に
よ
り
直
接
に
規
定
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
の
糸
口

の
一
つ
を
つ
か
み
え
た
と
思
う
。
故
意
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

＾
9
〕

故
意
は
、
す
で
に
、
前
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、

構
成
要
件
論
、
違
法
論
で
確
定
さ
れ
た
事
実
的
故
意
と
し
て
、
構

成
要
件
の
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
的

故
意
が
責
任
論
に
再
登
場
し
、
責
任
要
素
と
し
て
も
把
握
さ
れ
う

る
も
の
か
ど
う
か
が
間
題
の
焦
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
多
面
的
考

察
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
当
面
の
課
題
と
し
て
は
、
当
為
と
の
関

係
で
も
っ
ぱ
ら
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
刑
法
解
釈
論
に
お
け

る
故
意
が
、
〈
知
的
要
素
〉
と
〈
意
思
的
要
素
〉
と
の
両
要
素
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
私
見
の
立
場
で
は
、

故
意
と
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
（
構
成
要
件
的
結
果
）
の

認
識
．
認
容
と
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
故
意
と
は
、
〈
実
現
意
思
〉

（
＜
。
、
乏
、
巨
o
ぎ
轟
署
昌
o
）
で
あ
る
。
故
意
は
行
為
意
思
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

行
為
の
要
素
（
目
的
的
成
素
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
構
成
要
件
論
、

違
法
論
で
確
定
さ
れ
た
事
実
的
故
意
（
れ
赦
鮒
馳
て
）
が
、
責
任
論
で
再

登
場
し
、
責
任
要
素
と
し
て
確
定
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
当
為
が
実
在
を
規
定
す
る
に
は
人
格
主
体
（
行
為
者
）
の

行
為
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
し

て
言
え
ぱ
、
実
在
と
し
て
の
意
恩
そ
れ
自
体
は
当
為
に
直
接
に
は

規
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
・

意
思
ぱ
か
り
か
情
操
の
よ
う
な
純
心
理
的
モ
メ
ン
ト
も
、
対
象
に

つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
規
定
と
し
て
、
つ
ま
り
、
換
言
す
る
と
、
行
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動
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
意
思
や
情
操

そ
れ
自
体
が
個
値
に
反
す
る
こ
と
も
あ
れ
ぱ
、
価
値
意
識
に
反
す

る
こ
と
も
勿
論
あ
り
う
る
と
思
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
刑

法
上
は
、
か
よ
う
に
広
げ
ら
れ
た
倫
理
的
行
動
の
意
味
に
行
為
概

念
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
の
価
値
、
無
価
値
は
な

る
ほ
ど
倫
理
的
行
動
の
価
値
で
あ
り
、
無
価
値
で
あ
り
え
よ
う
。

し
か
し
、
倫
理
的
行
動
の
価
値
、
無
価
値
は
必
ず
し
も
刑
法
上
の

行
為
価
値
、
行
為
無
価
値
と
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
倫
理
的

行
動
の
一
断
面
の
み
が
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
領
域
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
否
定
す
べ
く
も
あ
る
ま
い
。
当
為
は
人
椿
主
体
の
行
為
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

直
接
規
定
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
意
思
に
関
与
し
う
る
に
す
ぎ

な
い
。
意
思
が
価
値
や
価
値
意
識
に
反
す
る
こ
と
の
あ
る
の
は
、

前
述
の
通
ヅ
だ
が
、
そ
れ
は
し
か
し
、
人
間
の
エ
ト
ス
に
は
行
動

的
性
格
が
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
ず
、
価
値
の
本
質
た
る
当
為
が
実
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

に
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
刑

法
上
の
責
任
非
難
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
（
鮒
）

に
直
接
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
難
と
は
、
行
為
に
つ

い
て
の
非
難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
を
行
為

者
に
帰
せ
し
め
う
る
か
ど
う
か
が
問
題
の
核
心
な
の
だ
。
こ
の
手

が
か
り
を
与
え
る
も
の
が
、
行
為
主
体
の
〈
人
格
性
〉
に
他
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
当
偽
の
要
請
に
対
し
て
、
行
為
主
体
は
人
椿
主

体
と
し
て
、
そ
れ
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
の
決
断
の
自
由
を
も
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
反
面
か
ら
み
れ
ぱ
、
人
楕
主
体
の
能
カ
．

素
質
及
び
そ
の
時
々
の
具
体
的
行
為
環
境
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
倫
理
的
－
規
範
的
決
断
の
自
由
の
な

い
と
こ
ろ
で
は
、
も
は
や
、
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
を
行
為
者
に

帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
楕
主
体
は
、
一
面
、
価
値
の
担
い

手
な
の
で
あ
る
。
目
的
の
設
定
そ
れ
自
体
も
価
値
の
設
定
に
他
な

ら
な
い
し
、
価
値
意
識
し
た
が
っ
て
ま
た
刑
法
的
に
み
れ
ぱ
規
範

意
識
に
よ
る
目
的
の
選
択
も
、
人
楮
主
体
が
価
値
の
担
い
手
で
あ

る
こ
と
の
証
左
と
い
え
よ
う
。
そ
の
置
か
れ
た
具
体
的
状
況
で
、

資
任
能
カ
を
も
つ
行
為
者
は
、
義
務
に
適
し
た
意
思
を
形
成
し
、

そ
の
行
態
を
統
制
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
期
待
し
え
た
で

あ
ろ
う
、
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
す
で
に
こ
の
間
の
前
提
が
与

え
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
格
性
の
モ
メ

ン
ト
を
具
備
し
た
行
為
者
に
対
し
て
の
み
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て

の
非
難
を
帰
し
う
る
も
の
と
思
う
。
責
任
と
は
、
人
格
的
非
難
で

あ
る
、
と
い
う
意
味
も
、
か
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
構
成

要
件
論
・
違
法
論
に
お
い
て
確
定
し
た
行
為
者
の
仕
業
（
婁
邑
、
）

と
し
て
の
〈
行
為
〉
が
、
か
く
て
、
規
範
的
に
も
行
為
者
に
帰
属
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す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
以
上
の
考
察
か
ら
概
ね
得
ら
れ
た
結
論
は
、
当
為
が
直
接
に
規

定
し
う
る
の
は
行
為
で
あ
っ
て
、
意
思
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

し
た
が
っ
て
、
意
思
そ
れ
自
体
を
責
任
判
断
の
対
象
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
刑
法
上
の
責
任

　
　
　
這
）
　
　
　
　
　
、

を
意
思
責
任
と
み
る
立
場
は
妥
当
と
は
い
い
が
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
故
意
は
、
実
現
意
思
と

し
て
、
な
る
ほ
ど
行
動
の
形
式
で
あ
り
し
た
が
っ
て
ま
た
対
象
に

つ
い
て
の
リ
ア
ル
な
規
定
と
は
い
㌧
う
る
が
、
行
為
を
媒
介
と
し

　
、
　
　
、
　
　
　
、

て
間
接
的
に
し
か
当
為
に
規
定
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
賛
任

を
規
範
的
に
把
握
す
る
か
ぎ
り
、
非
難
の
直
接
の
要
素
と
は
な
り

が
た
く
、
賛
任
要
素
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
当
為
の
観
点
か

ら
無
理
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
人
間
の
意
識
は
一
瞬
の
閃
光
の
間

に
行
為
の
全
体
を
把
握
で
き
る
価
値
意
識
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
人
椿
の
適
徳
的
価
値
か
ら
生
ず
る
倫
理
的
価
値
感
情

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
原
初
的
な
価
値
意
識
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
形
で
倫
理
的
価
値
が
意
思
を
規
定
す
る
こ
と

は
あ
り
え
よ
う
。
ま
し
て
や
、
法
の
禁
止
す
る
法
益
侵
害
へ
向
け

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ら
れ
た
意
思
を
拒
否
す
る
規
範
意
識
が
、
固
有
の
倫
理
的
価
値
を

も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
価
値
意
識
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

規
範
意
識
こ
そ
は
、
行
為
者
の
人
格
性
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、

法
益
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
意
思
と
は
対
立
・
緊
張
関
係
に
立
つ
主

観
的
－
心
理
的
モ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
規
範
意
識

の
裏
返
し
の
〈
違
法
性
の
意
識
〉
は
、
故
意
と
は
独
⊥
払
の
責
任
要

素
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

た
“
、
こ
こ
で
誤
解
を
さ
け
る
た
め
に
述
べ
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な

い
こ
と
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
価
値
意
識
、
と
り
わ
け
、

そ
の
原
初
的
な
価
値
感
惰
は
、
人
間
の
人
格
性
の
本
質
か
ら
端
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
現
わ
れ
る
意
識
な
の
で
あ
っ
て
、
意
恩
や
行
動
性
に
先
行
す
る

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
法
意

識
と
か
法
感
情
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
人
間
は
価
値

あ
る
も
の
し
か
目
的
と
し
て
設
定
で
き
な
い
わ
け
で
　
　
つ
ま
り
、

価
値
あ
る
も
の
と
直
観
さ
れ
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
み
を
意
欲
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

的
と
し
て
設
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
反
面
と
し
て
、

無
価
値
な
る
も
の
を
意
欲
の
目
的
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
、
い

き
お
い
、
こ
の
原
初
的
価
値
感
情
と
対
立
・
緊
張
関
係
に
た
つ
こ

と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
法
的
レ
ベ
ル
の
法
意
識
も
同

断
で
あ
る
。
こ
の
法
意
識
は
、
故
意
と
は
意
識
構
造
を
異
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
違
法
性
の
意
識
な
る
概
念
が
、
こ
の

法
意
識
と
は
別
の
次
元
の
規
範
的
要
素
を
意
味
す
る
も
の
な
ら
ば
、
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い
よ
い
よ
も
っ
て
、
故
意
と
は
扶
を
分
か
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
違
法
性
の
意
識
が
責
任
要
素
で
あ
る
か
な
い
か

に
関
係
が
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
次
に
、
当
為
と
過
失
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
過
失
は

故
意
と
並
ん
で
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
も
、

す
で
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
過
失
を

さ
ら
に
責
任
要
素
と
し
て
も
捉
え
う
る
か
、
に
あ
る
。

　
従
来
の
伝
統
的
な
理
論
は
、
過
失
を
故
意
と
と
も
に
責
任
形
式

と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
周
知
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
に
も
擬
問
な
し
と
し
な
い
。
過
失
は
、
私
見
に
よ
る
と
、

主
観
－
客
観
の
複
合
概
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る

が
、
過
失
を
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
す
る
立
場
で
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
＾
甘
〕

れ
は
構
成
要
件
的
過
失
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
間
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
私
見
に
よ
る
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
過
失
は
、
過
失
犯
の

構
成
要
件
の
概
念
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
把
握
さ
れ
る
〈
客
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

的
注
意
違
反
〉
と
は
異
な
る
観
念
で
あ
る
。
こ
の
客
観
的
注
意
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

反
は
、
む
し
ろ
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
の
客
観
的
違
法
要
素
と
し

て
把
握
さ
れ
る
。
過
失
犯
に
と
っ
て
特
徴
の
あ
る
事
態
は
、
行
為

者
が
、
そ
の
置
か
れ
た
具
体
的
状
況
の
下
で
、
客
観
的
事
態
に
つ

い
て
の
誤
っ
た
認
識
を
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
誤

っ
た
認
識
を
是
正
す
べ
き
意
思
活
動
の
解
怠
と
し
て
の
不
作
為
の

モ
メ
ン
ト
ー
規
範
的
考
量
は
ま
だ
働
か
な
い
1
に
主
観
的
違

法
要
素
と
し
て
の
過
失
の
固
有
の
意
味
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
意

思
活
動
の
不
作
為
が
必
ず
し
も
構
成
要
件
的
結
果
の
実
現
を
可
能

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
動
化
し
た
目
的
的
行
為
の
外
部
統
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

に
よ
り
結
果
の
回
避
は
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
客
観
的
注
意
違

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

反
が
行
為
者
の
客
観
的
事
態
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
認
識
に
遼
元
し

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

う
る
と
き
に
の
み
、
そ
れ
を
眼
度
と
し
て
、
行
為
者
の
当
該
事
態

に
お
け
る
〈
意
思
活
動
の
不
作
為
〉
た
る
不
注
意
な
主
観
的
モ
メ

ン
ト
ー
し
た
が
っ
て
、
純
然
た
る
存
在
範
曙
に
お
け
る
心
理
的

事
態
で
あ
る
ー
に
過
失
犯
の
主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
＾
b
）

が
で
き
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
論
、
違
法
論
に
お
い
て
、
主

観
的
違
法
要
素
と
し
て
把
握
さ
れ
た
過
失
が
、
責
任
論
に
お
い
て

再
登
場
し
、
責
任
要
素
と
し
て
も
把
握
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
、
こ

こ
で
の
焦
点
を
な
し
て
い
る
。
責
任
論
に
お
い
て
は
、
単
に
精
神

の
緊
張
・
意
思
の
集
中
と
い
っ
た
純
心
理
的
事
態
そ
れ
自
体
が
問

題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
解
怠
し
義
務
に
適
し
た
行
態
統
制
が

出
来
な
か
っ
た
点
を
非
難
し
う
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
論
点
を
な
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し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
①
こ
こ
で
も
貴

佳
能
力
の
あ
る
人
格
主
体
の
行
為
（
鮪
）
が
問
題
の
中
心
に
据
え
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
、
責
任
能
カ
あ
る
人
格
主
体

と
し
て
、
そ
の
置
か
れ
た
具
体
的
状
況
で
、
客
観
的
事
態
に
つ
い

て
の
誤
っ
た
認
識
を
是
正
す
べ
く
意
思
活
動
を
し
て
お
れ
ぱ
、
客

観
的
注
意
に
違
反
す
る
行
為
（
蜥
）
を
回
避
し
え
た
か
ど
う
か
、
そ

の
〈
期
待
可
能
性
〉
が
あ
る
か
ど
う
か
、
が
間
わ
れ
て
い
る
。
換

言
す
る
と
、
行
為
者
に
客
観
的
注
意
違
反
に
つ
い
て
の
主
観
的
予

見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
予
見
を
期
待
し
え
た
か
ど
う
か
、

が
前
景
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
責
任
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

に
お
い
て
は
、
客
観
的
注
意
運
反
に
つ
い
て
の
〈
主
観
的
注
意
義

、務
違
反
〉
が
論
定
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
前
提
の
も
と

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
資
任
要
素
と
し
て
の
過

失
の
適
格
性
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
の
際
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
過
失
の
穣
極
的
側
面
た
る
客
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

的
注
意
違
反
は
構
成
要
件
の
（
禍
嫉
棚
肋
囎
撒
）
客
観
的
違
法
要
素
と
し

て
、
す
で
に
そ
の
体
系
的
地
位
は
構
成
要
件
に
確
定
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
の
過
失
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ツ

消
極
面
1
す
な
わ
ち
、
暇
疵
あ
る
心
理
的
事
態
が
、
責
任
を
構

成
す
る
要
素
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
構
成
要
件
的
過
失

の
概
念
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
審
槻
的
注
意
違
反
と
は
、
厳

密
に
言
え
ぱ
、
客
観
的
注
意
違
反
の
行
為
な
い
し
行
態
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
〈
過
失
行
為
（
断
）
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
過
失
行
為
の
主
観
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
目
的
性
（
自
畠
戸

片
葦
）
と
不
可
分
に
連
動
す
る
〈
暇
疵
あ
る
心
理
的
事
態
〉
に
他

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
よ
う
な
心
理
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は

単
な
る
非
故
意
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
単
純
な
間
題
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

行
為
者
が
、
構
成
要
件
的
結
果
を
認
識
し
な
か
っ
た
と
い
う
〈
心

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

理
的
事
態
〉
と
認
識
し
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
〈
規
範
的
考
量
〉

と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
構
成
要
件
的
結
果
に
導

く
客
観
的
事
態
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
認
識
を
得
た
と
い
う
心
理
的

事
態
と
、
そ
の
誤
っ
た
認
識
を
是
正
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う

規
範
的
考
量
と
は
区
別
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
責
任
を
規
範
的
に

把
握
す
る
規
範
的
責
任
論
の
立
場
で
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
心
理
的

モ
メ
ン
ト
そ
の
も
の
を
責
任
要
素
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
難

色
を
示
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
責
任
能
カ
あ
る
行
為
者
が
、
そ
の
置

か
れ
た
具
体
的
行
為
状
況
で
、
客
観
的
注
意
に
違
反
し
な
い
行
為

統
制
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
期
待
し
う
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
な
し
え
な
か
っ
た
点
が
非
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

行
為
に
つ
い
て
の
非
難
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
は
、
責
任
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判
断
の
対
象
は
、
過
失
の
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
行
為

に
つ
い
て
の
非
難
を
行
為
者
に
帰
せ
し
め
う
る
か
ど
う
か
が
論
点

を
な
し
て
い
る
。
過
失
行
為
（
断
）
も
目
的
的
行
為
で
あ
り
、
そ
の

目
的
性
に
不
注
意
な
心
理
的
モ
メ
ン
ト
が
不
可
分
に
連
動
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
的
行
為
論
の
立
揚
か
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

目
的
性
は
、
故
意
・
過
失
に
共
通
の
〈
行
為
の
形
式
〉
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
考
察
の
中
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

故
意
は
目
的
性
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
行
為
の
客
観
的
形
成

因
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
い
わ
ぱ
当
然
の
前
提
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
こ
こ
で
、
故
意
と
過
失
と
を
目
的
性
と

い
う
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
無
益
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
故
意
は
故
意
行
為
に
お
け
る
行
為
の
形
式
で

あ
り
、
過
失
は
過
失
行
為
に
お
け
る
行
為
の
形
式
で
あ
る
。
そ
し

て
、
故
意
行
為
と
過
失
行
為
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
目
的
性
と
い
う

共
通
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
面
の

貴
任
要
素
と
の
関
係
で
い
え
ぱ
、
故
意
と
過
失
と
は
、
行
為
の
形

式
で
あ
っ
て
、
責
任
の
形
式
で
は
な
い
か
ら
、
責
任
要
素
で
は
な

い
、
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
的
行
為
論
に
立
却
し

な
く
て
も
、
す
で
に
、
故
意
は
、
当
為
と
の
関
係
で
貴
任
要
素
土

は
解
さ
れ
ず
、
過
失
も
、
そ
の
主
観
的
－
心
理
的
側
面
－
主
観

的
違
法
要
素
と
し
て
の
過
失
－
は
、
存
在
論
的
範
酵
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

実
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
当
為
に
直
接
に
規
定
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
か
ら
、
同
じ
く
、
責
任
要
素
と
は
な
り
え
な
い
。
人
格
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

体
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
、
間
接
的
に
、
条
件
つ
き

で
規
定
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
件
は
、
人
椿

主
体
の
人
格
性
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
の
〈
倫
理
的
決
断
の
自
由
〉

と
〈
倫
理
的
価
値
の
担
い
手
〉
で
あ
り
、
ま
た
、
人
格
主
体
の
も

つ
〈
素
質
〉
で
あ
り
、
そ
の
置
か
れ
た
〈
具
体
的
行
為
環
境
〉
で

あ
る
。
こ
う
し
た
条
件
の
下
に
、
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
を
行
為

者
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
環
疵
あ
る
心
理
的
事
態
は
、
事
実

的
故
意
と
同
じ
く
責
任
判
断
の
前
提
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
象
で
は

な
い
。
倫
理
的
価
値
の
本
質
た
る
当
為
は
、
実
在
を
前
提
と
し
、

そ
れ
に
依
存
す
る
が
、
実
在
そ
の
も
の
を
直
接
に
規
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
倫
理
的
な
人
格
主
体
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
の
み

間
接
的
に
規
定
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
墾
言
す
る
と
、
人
椿
主
体

の
行
為
は
、
当
為
に
直
接
に
規
定
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
客
体

に
つ
い
て
の
存
在
当
為
（
ω
良
冨
〇
一
一
昌
）
が
、
主
体
に
つ
い
て
の
行

為
当
為
（
↓
…
m
o
二
竃
）
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
で
、
価
値
が
実
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
非
難
な
い
し
非
難
可
能
性
と
し
て
の
責
任
は
、

し
た
が
っ
て
、
行
為
の
責
任
を
行
為
者
に
帰
せ
し
む
る
こ
と
で
な
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け
れ
ぱ
な
ら
な
い
o

　
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
故
意
・

過
失
は
、
当
為
と
の
関
係
で
責
任
要
素
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
固
有
の
意
味
で
、
責
任
を
構
成
す
る
メ
ル

ク
マ
ー
ル
は
何
か
。
こ
れ
が
当
然
論
及
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

が
、
そ
れ
を
こ
と
ご
と
く
論
定
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を

逸
脱
す
る
。
こ
こ
で
は
、
故
意
と
過
失
と
が
責
任
要
素
と
し
て
は

把
握
さ
れ
な
い
こ
と
だ
け
が
、
多
角
的
に
論
証
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
。
固
有
の
意
味
で
の
責
任
要
素
が
何
で
あ
る
か
は
、
こ
の

論
証
に
か
か
わ
る
場
合
に
の
み
、
検
討
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

　
　
例
　
非
難
可
能
性
と
し
て
の
黄
任

　
責
任
の
本
質
を
〈
非
難
可
能
性
〉
（
く
o
；
昌
旨
胃
ぎ
5
と
把

握
し
た
の
は
、
規
範
的
賛
任
論
（
2
o
旨
H
∋
き
く
o
ω
o
巨
巨
一
①
一
旨
⑦
）

の
偉
大
な
功
綬
で
あ
る
。
心
理
的
責
任
論
（
g
①
層
＜
〇
一
邑
o
阻
ω
－

○
ぎ
ω
o
－
昌
…
o
－
旨
o
）
が
、
賛
任
を
行
為
者
の
そ
の
行
為
に
対
す

る
心
理
的
関
係
（
2
o
惇
＜
昌
o
－
o
o
「
ぎ
臣
田
①
・
邑
昌
轟
o
鶉
H
與
．

ま
易
彗
邑
目
昌
H
津
）
と
し
て
捉
え
、
行
為
者
が
構
成
要
件
的

結
果
を
認
識
し
た
か
、
し
な
い
か
に
よ
っ
て
、
故
意
か
過
失
か
を

認
め
、
そ
の
内
的
事
実
が
責
任
で
あ
る
、
と
し
た
の
に
対
し
て
、

規
範
的
責
任
論
は
、
か
よ
う
な
行
為
者
の
そ
の
行
為
に
対
す
る
心

理
的
関
係
が
貴
任
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
心
理
的
事
態
と
法
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

の
当
為
の
要
講
と
の
関
係
が
責
任
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
責

任
概
念
を
極
め
て
、
〈
規
範
的
〉
に
捉
え
、
故
意
・
過
失
に
共
通

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
非
難
可
能
性
な
る
概
念
を
想
定
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
同
じ
く
責
任
概
念
の
規
範
的
要

素
と
し
て
、
〈
期
待
可
能
性
〉
．
（
N
目
昌
自
ま
胃
ぎ
5
な
る
概
念
を

も
ち
だ
す
こ
と
で
、
賛
任
の
隈
界
づ
け
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
正
し
い
方
向
づ
け
で
あ
る
と
思
う
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
責
任

が
単
な
る
心
理
的
事
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
果
責
任

を
強
い
る
こ
と
に
な
る
一
方
、
故
意
と
過
失
と
の
責
任
に
お
け
る

質
的
差
、
且
皿
的
差
が
唆
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
賛
任
は
規
範
的

に
把
握
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
行
為
者
が
、
そ
の
置
か
れ
た
具
体
的
行
為
状
況
で
、
あ
る
べ

き
よ
う
に
な
い
、
と
い
う
現
実
の
矛
盾
の
中
で
、
存
在
当
為
は
実

在
化
し
、
行
為
者
へ
の
行
為
当
為
と
な
っ
て
価
値
の
実
現
が
期
待

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
を
規
範
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
、
は

じ
め
て
、
責
任
主
義
の
原
則
も
貫
徹
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
の
規
範
的
責
任
論
の
見
地
に
立
っ
て
、
責
任
を
非
難

可
能
性
と
抽
象
し
、
同
じ
く
規
範
的
要
素
た
る
期
待
可
能
性
の
概

念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
故
意
・
過
失
が
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果
た
し
て
責
任
要
素
と
解
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
こ
と
と

し
よ
う
。

　
思
う
に
、
貴
任
が
非
難
な
い
し
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
賛
任
は
客
体
の
評
価
な
い
し
判
断
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
そ
の
評
価
な
い
し
判
断
の
対
象
と
な
る
の
は
、
違
法
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
お
け
る
無
価
値
判
断
と
同
じ
く
、
行
為
者
の
仕
業
と
し
て
の
行

、為
で
あ
る
。
し
か
し
、
貴
任
判
断
に
固
有
の
意
味
は
、
行
為
を
判

　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

断
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
非
難
を
行
為
者
に
帰
せ
し
め
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、

非
難
の
本
来
の
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
明
ら
か
な

こ
と
は
、
評
価
さ
れ
る
行
為
の
主
観
的
要
素
が
同
時
に
評
価
を
基

礎
づ
け
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
故
意
・
過
失

は
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
－
換
言
す
る
と
、
評
価
な
い

し
判
断
の
対
象
た
る
行
為
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
同
降
に
そ
れ
が

対
象
の
評
価
な
い
し
判
断
と
し
て
の
非
難
の
要
素
と
は
な
り
え
な
－

い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
論
理
的
に
み
て
も
、
責
任
要
素

と
し
て
は
、
故
意
・
過
失
は
成
り
立
ち
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
故
意
・
過
失
を
責
任
要
素
と
し

て
把
握
す
る
と
す
れ
ぱ
、
責
任
を
規
範
的
に
把
握
し
な
が
ら
、
一

方
で
は
、
事
実
的
要
素
を
賛
任
概
念
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
資
任

の
規
範
性
を
希
薄
化
す
る
誤
り
を
犯
す
も
の
と
評
し
え
よ
う
。
さ

ら
に
、
こ
の
局
面
で
は
、
事
実
は
価
値
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
本

質
法
則
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
か
れ
は
、
反
対
意
思

を
形
成
し
た
か
っ
た
と
い
う
事
実
と
、
反
対
意
思
を
形
成
し
え
た

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
仮
言
命
題
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。
ま
た
、
同
じ
理
由
か
ら
、
情
操
（
O
置
目
昌
畠
）
を
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
這
〕

の
塞
礎
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
情
操
が
責
任
判
断
に
お

い
て
、
量
刑
の
際
に
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い

事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
黄
任
の
有
無
を
問
う

局
面
と
、
責
任
の
存
在
を
前
提
し
た
上
で
の
そ
の
軽
重
を
問
う
局

面
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
情
操
が
責
任

非
難
に
重
要
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
に
し
て
も
、
非
難
可
能
性
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

て
の
、
賛
任
範
曙
に
包
摂
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
こ
こ
で
も
、
解
釈
論
的
に
み
て
、
故

意
・
過
失
は
責
任
要
素
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
故
意
・
過
失
を
責
任
論
か
ら
構
成
要
件
論
・
違
法
論
に
放
逐

す
る
こ
と
で
、
却
っ
て
、
規
範
と
し
て
の
黄
任
概
念
が
純
化
さ
れ

る
一
方
、
如
何
な
る
心
理
的
事
態
が
責
任
論
に
お
い
て
非
難
さ
れ

る
か
、
行
為
者
に
帰
せ
し
め
ら
れ
う
る
か
が
明
確
に
な
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
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㈹
　
違
法
性
の
意
識
と
故
意

　
責
任
説
が
、
違
法
性
の
意
識
を
故
意
と
は
独
立
の
責
任
要
素
と

し
て
把
握
す
る
の
に
対
し
て
、
故
意
説
は
、
こ
れ
を
故
意
の
要
素

　
＾
2
0
）

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
者
の
立
場
で
は
、
故
意
が
規
範
的
な

概
念
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
違
法
性
の
意
識
が
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
ユ
〕

述
さ
れ
た
よ
う
な
、
単
な
る
法
意
識
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
人
間
の
価
値
意
識
の
原
初
的
価
値
感
情
の
側
面
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
い
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
性
に
先
行
す
る
価
値
で
あ
る
。
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

れ
わ
れ
は
、
遭
徳
的
良
心
を
実
在
の
も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
価
値
感
情
と
し
て
の
法
意
識
は
、
故
意

と
は
対
立
・
緊
張
関
係
に
立
つ
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
在

的
な
価
値
意
識
が
実
在
の
意
思
や
行
為
に
対
し
て
横
極
的
に
介
入

し
う
る
一
つ
の
問
題
を
提
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

事
態
価
値
（
ω
彗
－
一
く
邑
邑
片
署
實
ま
）
の
実
在
化
の
た
め
に
は
、
意

思
や
行
為
や
追
求
性
が
重
要
な
フ
ア
ク
タ
ー
と
な
る
が
、
こ
こ
で

は
、
倫
理
的
な
価
値
と
し
て
の
価
値
感
情
に
よ
る
一
つ
の
選
択

（
＞
冨
－
露
①
）
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
、
こ
の
選
択
に
よ
り
、
実
在
化

が
不
作
為
に
終
わ
れ
ぱ
、
こ
の
価
値
感
情
の
実
在
化
の
度
が
強
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

り
、
積
極
的
な
性
椅
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、
法
益
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
る
意
思
と
違
法
性
の
意
識
た
る

規
範
意
識
と
は
、
い
よ
い
・
よ
、
そ
の
対
立
・
緊
張
を
強
め
る
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
規
範
意
識
に
軍
配
が
あ
が
り
、
実
行
行

為
が
阻
止
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
規
範
意
識
は
価
値
と
し
て
実
在
化
し

た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
実
現
意
思
と
し
て
の
故
意
に
軍
配
が
あ

が
れ
ぱ
、
規
範
意
識
は
価
値
を
低
下
し
、
実
在
化
が
希
薄
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
依
然
と
し
て
、
実
在
の
矛
盾
は
持
続
し
、

存
在
当
為
は
行
為
主
体
の
人
格
性
の
モ
メ
ン
ト
を
契
機
と
し
て
、

行
為
当
為
（
H
冒
ω
昌
竃
）
を
要
求
し
て
や
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
法
は
規
範
と
し
て
、
行
為
者
に
対
し
て
、
故
意
に
抵
抗

す
る
規
範
意
識
の
強
化
を
要
講
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

法
性
の
意
識
が
規
範
的
な
立
場
か
ら
特
に
非
難
さ
れ
る
ゆ
え
ん
が

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
違
法
性
の
意
識
は
、
規
範
意
識
つ
ま
り
は

価
値
意
識
と
し
て
、
故
意
と
は
真
向
か
ら
対
立
・
緊
張
関
係
に
立

つ
概
念
で
あ
っ
て
和
合
す
る
こ
と
は
な
い
。
両
者
は
、
ど
こ
ま
で

も
矛
盾
概
念
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
故
意
の
要
素
と
し
て
、

違
法
性
の
意
識
を
か
が
げ
る
見
解
は
妥
当
で
な
い
。
故
意
は
、
規

範
的
に
把
握
し
え
な
い
本
質
を
内
在
し
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
事

実
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
違
法
性
の
意
識
な
る
概
念
を
か

よ
う
な
原
初
的
価
値
意
識
と
し
て
の
価
値
感
情
な
い
し
法
意
識
よ

　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

り
は
一
段
と
規
範
的
な
概
念
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
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る
。
つ
ま
り
、
法
意
識
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
と
し
て
、
位
置

づ
け
う
る
と
し
て
も
、
故
意
と
競
合
し
え
な
い
こ
と
は
同
断
で
あ

る
。
原
初
的
価
値
意
識
に
反
す
る
意
思
た
る
故
意
が
形
成
さ
れ
る

と
、
そ
の
故
意
の
警
告
的
機
能
に
よ
り
、
行
為
者
は
、
自
己
の
行

為
と
法
秩
序
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
評
価
に
立
た
さ
れ
る
。
こ
れ

が
、
違
法
性
の
意
識
で
あ
っ
て
、
構
成
要
件
の
個
別
的
メ
ル
ク
マ

ー
ル
を
対
象
と
す
る
故
意
と
は
方
向
が
異
な
る
〈
反
省
意
識
〉
な

　
　
　
＾
2
3
〕

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
－

（
1
）
　
2
山
8
－
巴
｝
彗
ヰ
旨
串
目
P
■
夢
－
ぎ
岩
S
一
ω
．
－
o
o
㎞

（
2
）
　
｝
印
ユ
昌
串
ヨ
貝
賞
顯
1
O
．
一
ω
．
H
N
㎞

（
3
）
　
串
胃
“
昌
凹
目
P
P
芭
1
O
；
ω
’
H
N
㎞

（
4
）
曇
芦
ぎ
竃
P
顯
．
P
O
l
一
ω
‘
崖
ひ

（
5
）
　
拙
稿
「
主
観
的
違
法
要
索
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
、
一
橋
論
叢

　
第
八
十
六
巻
第
二
号
（
一
九
八
一
年
）
　
一
九
九
員
参
照
。
さ
ら
に
、

　
拙
稿
「
過
失
犯
に
お
け
る
客
観
的
注
意
の
具
体
化
に
つ
い
て
」
同
論

　
叢
第
八
十
四
巻
第
二
号
（
一
九
八
○
年
）
参
照
。

（
6
）
　
籟
彗
庁
昌
p
目
P
寧
．
凹
I
O
J
ω
．
H
o
o
o

（
7
）
　
串
彗
斤
旨
嘗
目
P
印
－
睾
O
二
ω
．
－
o
o
o

（
8
）
　
串
嘗
冥
昌
豊
；
一
ρ
1
串
．
O
－
一
ω
1
－
o
o
o

（
9
）
　
故
意
に
遠
法
性
の
意
識
を
含
む
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
故
意
は

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、

　
必
ず
し
も
事
実
的
な
も
の
と
し
て
は
把
握
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
規

　
範
的
な
故
意
は
そ
れ
自
体
矛
眉
で
あ
る
。
く
o
司
－
－
彗
昌
旨
彗
量
o
戸

　
撃
昌
マ
8
プ
F
≧
一
驚
昌
o
｛
篶
H
↓
邑
H
邑
σ
彗
ら
H
一
H
ミ
N
一
ω
－
ω
室
F

（
1
0
）
　
前
掲
拙
稿
第
八
十
六
巻
第
二
号
、
一
九
七
員
参
照
。

（
u
）
　
目
嘗
『
巨
自
嘗
≡
ご
P
P
O
二
ω
一
｝
①
ω

（
1
2
）
　
N
．
団
．
＞
H
暮
胃
肉
串
巨
昌
臼
目
P
U
虜
ω
9
自
5
勺
ユ
冨
号
一
岩
ぎ
一

　
ω
．
宝
o
申
∴
司
o
昌
胃
一
声
嘗
畠
1
－
8
o
巨
昌
■
自
o
o
与
巨
一
＞
｛
o
算
自
目
旦

　
ω
o
巨
邑
邑
一
勺
①
ω
蒜
o
ブ
ユ
～
串
＆
目
ユ
〇
一
一
｝
o
目
－
｛
色
N
巨
昌
　
N
o
Ω
o
げ
自
冨
・

　
＄
讐
岩
ご
一
ω
。
8
o
し
か
し
、
た
と
え
ぱ
、
ヴ
ェ
ル
ツ
エ
ル
は
、

　
資
任
と
は
、
個
別
的
な
違
法
行
為
に
つ
い
て
の
非
難
可
能
性
で
あ
る

　
と
し
、
非
難
さ
れ
る
も
の
は
個
別
的
行
為
と
の
関
係
で
の
違
法
な
意

　
恩
形
成
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
ω
邑
旨
旦
竃
自
奉
o
－
N
♀
］
U
串
餉

　
U
昌
房
9
o
望
暮
｛
冨
o
げ
け
H
H
＞
自
自
二
老
s
一
ω
．
ご
、
ま
た
、
イ

　
ェ
シ
ェ
ツ
ク
も
、
非
難
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
行
為

　
で
あ
っ
て
、
単
な
る
憎
操
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
凹
o
幕
穿
昌

　
曽
彗
轟
－
目
9
冒
ユ
o
巨
－
o
㎜
o
岸
－
8
珂
■
o
巨
σ
一
』
o
巨
μ
鶉
o
o
弍
艘
宇
8
＝
抹
－

　
≧
釘
O
目
O
－
目
胃
H
巴
ω
＞
畠
j
ω
1
宝
H

（
1
3
）
　
曽
串
ユ
昌
印
目
P
顯
．
顯
．
O
．
一
〇
n
．
一
〇
〇
ω

（
1
4
）
　
た
と
え
ぱ
、
福
田
　
平
、
刑
法
総
諭
（
昭
和
五
十
二
年
）
（
有
斐

　
閣
ブ
ッ
ク
ス
）
九
六
員
は
、
構
成
要
件
的
過
失
を
両
様
に
解
さ
れ
る

　
が
、
団
藤
重
光
、
刑
法
綱
要
（
繍
）
（
改
訂
版
）
（
昭
和
五
十
四
年
）
（
創

　
文
社
）
＝
二
四
頁
は
、
構
成
要
件
的
故
意
に
対
応
す
る
も
の
を
構
成

　
要
件
的
過
失
と
さ
れ
る
。

（
1
5
）
　
前
掲
拙
稿
二
〇
七
－
二
〇
八
員
参
照
。

（
1
6
）
　
考
．
Z
一
窃
9
司
旨
邑
岸
臼
戸
く
畠
窒
ぎ
一
…
ρ
崇
豪
H
－
群
色
o
o
斥
o
昇

　
H
0
㎞
H
七
ω
．
ω
o
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（
∬
）
　
く
o
q
－
1
’
く
o
－
N
0
戸
　
P
P
　
O
’
　
ω
．
　
一
ω
o
－
　
ω
1
－
帆
ご
　
句
昌
目
o
■

　
＞
o
o
目
ω
o
｝
o
o
戸
ω
邑
ど
o
斥
弍
く
o
■
－
o
昌
o
自
註
o
鴉
H
津
一
〕
鶉
註
－
ま
鶉
一

　
－
o
ひ
ぎ
ω
一
革
ひ

（
1
8
）
　
ω
o
チ
o
o
ダ
因
■
p
■
O
、
一
ω
。
讐
は
、
情
操
を
不
法
の
領
域
に
繍

　
入
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
ω
o
け
o
o
F
讐
曽
．
O
J
ω
1
㎞
N
l
o
o
’
㎞
o
〇
一
句
0
H
目
薯
一
旨
嘗
旨
蝉
o
戸
宇

　
印
。
o
二
ω
■
呂
ド
ω
。
竃
o
な
お
、
ク
ラ
ウ
ス
は
、
故
意
概
念
が
責

　
佳
領
域
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
解
釈
論
的
範
畷
と
し
て
の
故
意
概

　
念
の
機
能
は
責
任
帰
属
に
と
ど
ま
る
、
と
し
て
い
る
。
ω
－
o
ぎ
象
昌

　
U
o
巨
g
肉
墨
畠
y
b
睾
幅
壱
旨
o
－
o
o
q
抹
o
｝
血
Ω
o
巨
；
誓
亘
o
ζ
才
胃

　
日
實
彗
8
巨
架
§
ぎ
争
“
一
崇
蜆
奪
≡
厚
旨
・
串
冒
㎜
－
－
守
。
目
彗

　
田
筥
…
蜆
昌
昌
N
o
－
Ω
g
冒
誌
s
o
司
一
H
ミ
o
o
b
．
M
ω

（
2
0
）
　
こ
の
立
場
と
し
て
、
た
と
え
ぱ
、
植
松
　
正
、
刑
法
概
諭
1

　
（
総
）
（
動
草
書
房
刊
）
（
昭
和
五
十
三
年
）
二
四
二
頁
、
な
ど
。

（
2
1
）
　
植
松
前
掲
薔
二
四
四
頁
参
照
。

（
2
2
）
　
｝
胃
ヰ
昌
顯
目
P
凹
1
P
○
二
ω
．
o
o
㎞
o
o

（
2
3
）
　
前
掲
拙
稿
二
〇
四
頁
。
な
お
、
く
o
q
－
、
彗
9
旨
算
旨
旨
m
ω
争
－

　
邑
鼻
－
室
看
昌
昌
p
U
富
目
o
幸
自
o
誌
9
目
ま
『
軍
o
昌
o
異
雲
昌
N

　
巴
餉
＜
o
轟
自
岨
器
淳
…
一
〇
q
旨
『
色
目
d
■
冨
o
－
富
σ
o
老
自
津
眈
9
p
s
N
一

　
ω
1
，
N
I
ω
一
N
o
o

四
　
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
に
述
べ
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
故
意
と
過
失
と
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
程
に
は
責

任
要
素
と
は
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
責
任
を
規
範
的
に
捉
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
責
任
論
に
価
値
的
要
素
を

と
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
事
実
間
題
と
価

値
間
題
と
の
衝
突
は
さ
け
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、

さ
れ
ぱ
こ
そ
、
逆
に
、
主
観
的
－
心
理
的
な
も
の
の
内
容
と
責
任

の
本
質
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
責
任
を
非
難
可

能
性
と
し
て
規
範
的
に
把
握
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
事
実
的
な

も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
く
、
そ
こ
か
ら
抜
け
で
る
こ
と
に
遼
巡

し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
如
何
に
も
奇
妙
で
あ
る
。
事
実
的

な
も
の
を
責
任
に
と
り
込
む
こ
と
は
、
如
何
に
弁
明
し
て
も
規
範

と
し
て
の
責
任
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
事
実

的
な
も
の
と
し
て
の
心
理
的
要
素
そ
れ
自
体
を
責
任
構
成
的
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
し
て
把
握
し
な
く
て
も
、
か
え
っ
て
、
責
任
主
義
の

要
請
に
答
え
う
る
責
任
概
念
を
構
成
し
う
る
も
の
と
恩
う
。

　
責
任
非
難
の
要
素
と
な
り
う
る
も
の
は
、
す
べ
て
個
別
的
に
考

察
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

本
稿
で
は
、
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
電
機
大
挙
助
教
授
）

193




