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「
盗
む
な
か
れ
」
 
「
殺
す
な
か
れ
」
と
い
っ
た
提
や
命
令
は
ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
命
法
は
 
 

い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
『
国
家
』
に
登
場
す
る
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
「
正
義
」
 
「
義
務
」
等
の
道
徳
的
価
値
は
単
な
る
取
り
決
め
、
ノ
モ
 
 

ス
の
上
の
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
真
に
、
ビ
ュ
シ
ス
に
お
い
て
存
在
す
る
の
は
欲
望
と
力
で
あ
っ
て
、
「
正
義
と
は
強
者
の
利
益
で
あ
る
」
と
 
 

主
張
す
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
無
条
件
に
こ
の
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
の
道
徳
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
 
 

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
ノ
モ
ス
」
と
「
ビ
ュ
シ
ス
」
の
対
比
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
わ
れ
わ
れ
 
 

に
突
き
つ
け
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
西
欧
近
世
に
お
い
て
、
「
義
務
」
 
「
正
義
」
 
の
概
念
を
め
ぐ
り
二
つ
の
大
き
な
理
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
D
・
ヒ
ユ
ー
 
 

ム
と
Ⅰ
・
カ
ン
ト
の
理
論
で
あ
り
、
一
応
、
こ
こ
で
図
式
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は
と
も
に
感
性
と
理
性
の
二
元
論
の
立
場
を
 
 

取
っ
て
お
り
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
「
義
務
」
 
の
概
念
の
源
泉
を
人
間
の
感
性
に
基
づ
け
、
生
成
論
的
に
説
明
す
る
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
 
 

（
1
）
 
 

そ
れ
を
理
性
に
基
づ
け
、
人
間
に
普
遍
的
に
成
り
立
つ
 
「
定
言
的
命
法
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 

義
務
の
概
念
 
 
感
性
的
説
明
と
理
性
的
説
明
 
 

菅
 
 

豊
 
 
彦
 
 



義
務
の
概
念
は
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
場
合
、
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
他
人
と
の
共
生
を
通
し
て
習
得
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
 
 

他
方
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
に
た
だ
純
粋
理
性
の
諸
概
念
に
の
み
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
 
 
 

両
者
は
義
務
や
規
範
と
い
う
道
徳
的
概
念
を
、
心
の
概
念
を
通
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
近
世
哲
学
の
特
 
 

性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ユ
ー
ム
と
カ
ン
ト
で
は
 
「
理
性
」
 
と
い
う
表
現
で
把
握
さ
れ
て
い
る
内
 
 

容
が
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
解
明
の
視
点
に
も
大
き
な
相
異
が
存
在
し
て
い
る
。
 
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
の
関
心
は
道
徳
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
自
然
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
義
務
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
し
 
 

て
所
有
す
る
よ
う
に
な
る
か
、
こ
れ
が
ヒ
ユ
ー
ム
の
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
の
自
然
（
H
亡
m
a
n
N
a
t
u
r
e
）
」
 
は
弱
い
慈
愛
 
 

心
 
（
b
e
n
e
＜
○
－
e
n
c
e
）
 
と
強
い
自
己
愛
 
（
s
e
－
f
⊥
○
完
）
 
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
他
人
と
の
共
生
 
 

を
通
し
て
、
ま
た
具
体
的
な
文
脈
に
お
け
る
公
共
言
語
の
学
習
を
介
し
て
 
「
第
二
の
自
然
」
 
を
育
み
、
実
践
理
性
を
洗
練
す
る
こ
と
に
 
 

（
2
）
 
 

よ
り
、
義
務
や
規
範
の
概
念
を
習
得
し
て
い
く
。
こ
の
解
明
が
ヒ
ユ
ー
ム
の
主
要
な
関
心
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
義
務
に
対
す
る
態
度
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
G
と
 
 

（
3
）
 
略
記
）
 
の
序
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
 
 

法
則
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
に
妥
当
す
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
責
任
の
根
拠
と
し
て
妥
当
す
る
べ
き
で
あ
 
 

る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
必
然
性
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
命
令
は
、
決
し
て
人
 
 

間
だ
け
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
責
任
の
根
拠
は
、
人
間
の
本
性
や
人
間
が
置
か
れ
て
い
る
世
界
 
 

内
の
境
遇
に
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
た
だ
純
粋
理
性
の
諸
概
念
に
の
み
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
声
｝
S
．
 
 

‥
山
エ
け
一
）
 
 

義
務
の
概
念
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（
1
）
 
自
然
的
徳
と
人
為
的
徳
の
区
別
 
 
 

二
十
世
紀
の
英
米
の
道
徳
的
反
実
在
論
者
た
ち
は
ヒ
ユ
ー
ム
の
議
論
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
ヒ
ユ
ー
ム
と
は
、
 
 

理
性
と
感
性
の
機
能
の
明
確
な
区
別
を
主
張
す
る
ヒ
ユ
ー
ム
で
あ
る
。
彼
は
「
理
性
は
感
性
（
情
念
）
 
の
奴
隷
で
あ
り
」
 
（
T
．
p
．
舎
巴
、
 
 

「
理
性
は
決
し
て
道
徳
的
義
務
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
T
．
p
．
会
○
と
主
張
し
、
さ
ら
に
「
私
が
自
分
の
指
を
掻
く
こ
と
よ
 
 

り
も
全
世
界
の
破
滅
を
選
ん
だ
と
し
て
も
理
性
に
反
し
な
い
」
 
（
T
．
p
．
巴
空
と
い
っ
た
刺
激
的
な
発
言
も
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

理
性
は
冷
静
か
つ
傍
観
的
で
あ
っ
て
、
真
偽
が
問
題
に
な
る
知
識
を
与
え
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
的
感
受
性
は
「
美
と
醜
、
 
 

徳
と
悪
徳
の
感
情
」
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
感
受
性
は
「
産
出
能
力
を
有
し
、
内
的
感
情
か
ら
借
用
し
た
染
料
で
も
っ
て
自
然
的
対
 
 

へ
4
）
 
 

象
」
を
染
色
し
て
、
行
為
を
う
な
が
す
動
機
を
形
成
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
対
象
を
記
述
す
る
理
性
の
機
能
に
対
し
て
、
心
の
表
出
と
 
 

し
て
の
感
性
・
道
徳
的
感
受
性
が
二
元
論
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

以
上
の
引
用
を
通
し
て
、
ヒ
ユ
ー
ム
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
把
握
を
紹
介
し
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
一
面
的
な
ヒ
ユ
ー
ム
像
で
あ
 
 

と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
命
法
は
古
今
東
西
い
ず
れ
の
社
会
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
義
務
で
あ
 
 

る
が
、
ヒ
ユ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
命
法
は
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
 
 

う
な
社
会
的
文
脈
に
訴
え
る
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
し
、
純
粋
理
性
概
念
の
内
に
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

さ
て
、
小
論
は
、
今
後
の
私
の
「
義
務
」
「
規
範
」
の
考
察
の
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ヒ
ユ
ー
ム
と
カ
ン
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
 
 

特
徴
を
、
細
部
の
詳
し
い
議
論
は
省
略
し
、
大
き
な
枠
組
み
の
相
異
を
素
描
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 

Ⅰ
 
ヒ
ユ
ー
ム
の
義
務
論
 
 



り
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
哲
学
の
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
以
下
で
重
要
視
し
た
い
の
 
 

は
、
ヒ
ユ
ー
ム
が
道
徳
を
問
題
に
す
る
場
合
、
「
自
然
的
徳
」
 
（
n
a
t
u
r
已
＜
i
r
t
u
e
s
）
 
と
 
「
人
為
的
徳
」
 
（
a
r
t
i
芽
i
a
言
i
r
t
u
e
s
）
 
を
区
別
し
 
 

て
い
る
点
で
あ
る
。
ヒ
ユ
ー
ム
は
こ
の
二
つ
の
徳
を
次
の
よ
う
に
性
格
づ
け
、
義
務
の
概
念
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
 
 

道
徳
的
義
務
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
一
種
の
自
然
的
本
能
、
つ
ま
り
直
接
的
な
性
向
に
よ
っ
て
人
間
に
強
制
さ
れ
 
 

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
公
益
や
利
害
と
い
っ
た
一
切
の
義
務
観
念
や
見
方
と
は
関
係
な
く
人
間
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

子
供
に
対
す
る
愛
情
、
恩
人
へ
の
感
謝
の
念
、
不
幸
な
人
々
に
対
す
る
同
情
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
…
…
…
 
 
 

道
徳
的
義
務
の
第
二
の
種
類
は
、
お
よ
そ
本
源
的
な
自
然
的
本
能
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
義
 
 

務
感
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
社
会
の
必
要
を
考
慮
し
、
も
し
こ
れ
ら
の
義
務
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
社
会
 
 

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
正
義
す
な
わ
ち
他
人
の
財
産
の
尊
重
や
、
誠
実
す
な
わ
 
 

（
3
）
 
 

ち
約
束
の
履
行
が
義
務
と
な
り
、
人
類
に
対
し
て
権
威
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

人
情
な
ら
び
に
慈
愛
と
い
っ
た
社
会
的
徳
は
本
能
つ
ま
り
直
接
的
傾
向
性
を
通
し
て
じ
か
に
そ
の
影
響
力
を
発
揮
す
る
。
…
…
両
 
 

親
は
自
然
的
共
感
 
（
同
情
）
 
に
駆
ら
れ
て
、
子
供
を
救
助
し
よ
う
と
夢
中
で
飛
ん
で
い
く
が
、
そ
の
際
、
同
様
の
状
況
に
お
け
る
他
 
 

の
人
々
の
感
情
や
行
為
に
つ
い
て
お
も
ん
ば
か
る
余
裕
は
な
い
。
…
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
社
会
的
情
念
は
単
一
の
対
象
を
視
野
 
 

（
6
）
 
 

の
う
ち
に
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
愛
さ
れ
、
尊
敬
さ
る
べ
き
人
物
の
安
全
と
幸
福
の
み
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
前
者
の
慈
愛
の
感
情
に
直
接
基
づ
く
自
然
的
徳
の
規
定
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 

4  



し
た
が
っ
て
、
も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
内
に
行
為
を
生
み
出
す
動
機
が
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
行
動
も
有
徳
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
 
 

道
徳
的
に
善
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

先
の
自
然
的
徳
の
場
合
に
は
、
こ
の
動
機
優
位
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
、
子
供
の
対
す
る
親
の
 
「
愛
情
の
表
出
」
と
し
て
の
行
為
や
 
 

困
っ
て
い
る
人
に
対
す
る
「
同
情
の
表
出
」
と
し
て
の
行
為
を
容
易
に
説
明
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
な
 
 

動
機
か
ら
生
じ
て
く
る
行
為
が
価
値
評
価
の
基
盤
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
三
種
類
の
徳
を
前
提
し
た
上
で
自
然
的
な
慈
愛
心
に
基
づ
く
徳
の
機
能
を
よ
り
基
礎
的
な
も
の
と
し
て
 
 

位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
道
徳
理
論
は
、
乏
し
い
慈
愛
心
と
強
い
自
己
愛
に
基
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
 
 

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
彼
の
理
論
の
枠
組
み
の
中
で
、
「
正
義
」
「
義
務
」
「
誠
実
」
等
の
徳
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
が
大
き
な
課
 
 

題
と
な
っ
て
く
る
。
 
 
 

（
2
）
 
行
為
と
動
機
‥
価
値
評
価
の
対
象
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
前
に
、
ヒ
ユ
ー
ム
が
価
値
評
価
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ヒ
ユ
ー
 
 

ム
に
よ
れ
ば
、
 
 
 

わ
れ
わ
れ
が
あ
る
行
為
を
賞
賛
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
明
ら
か
に
、
そ
の
行
為
を
生
み
出
す
動
機
だ
け
を
顧
慮
す
る
の
で
あ
っ
 
 

て
、
生
み
出
さ
れ
た
行
為
そ
の
も
の
は
、
そ
の
人
物
の
心
や
気
性
の
中
に
あ
る
或
る
原
理
の
徴
表
な
い
し
指
標
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
 
 

る
。
（
T
．
p
．
彗
○
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 



自
然
的
徳
の
場
合
は
、
い
わ
ば
、
人
間
の
慈
愛
心
の
発
露
で
あ
り
、
個
別
的
な
行
為
の
動
機
を
取
り
出
し
、
そ
の
行
為
を
評
価
す
る
 
 

こ
と
に
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
引
用
文
に
お
い
て
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
自
然
的
な
徳
の
場
合
と
は
異
な
る
事
態
が
生
じ
て
く
る
 
 

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ヒ
ユ
ー
ム
の
道
徳
理
論
を
考
察
す
る
際
、
わ
れ
わ
れ
が
遭
遇
す
る
難
問
で
あ
り
、
く
 
 

わ
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

私
が
数
日
後
に
返
済
す
る
と
い
う
条
件
で
お
金
を
借
り
た
と
す
る
。
約
束
の
期
日
が
来
て
、
相
手
が
返
済
を
要
求
し
て
き
た
場
合
、
 
 

そ
の
金
を
私
が
返
済
す
る
理
由
な
い
し
動
機
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

私
が
誠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
義
へ
の
顧
慮
と
悪
事
不
正
へ
の
嫌
悪
が
十
分
な
理
由
に
な
る
と
お
そ
ら
く
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

こ
の
答
は
、
た
し
か
に
文
明
社
会
に
あ
っ
て
一
定
の
教
育
を
受
け
て
き
た
人
間
に
と
つ
て
は
、
正
し
い
答
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
、
未
開
野
蛮
な
状
態
で
は
、
こ
の
よ
う
な
答
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
か
も
し
 
 

れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
未
開
野
蛮
な
世
界
の
人
物
は
「
借
金
を
返
済
す
る
と
い
う
誠
実
な
行
為
を
私
は
な
ぜ
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

し
か
し
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
、
自
分
の
理
論
に
対
し
て
自
ら
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
 
 

あ
る
有
徳
な
動
機
ま
た
は
原
理
が
人
間
本
性
に
普
通
の
も
の
で
あ
る
と
き
、
自
分
の
心
中
に
そ
の
動
機
が
な
い
こ
と
を
感
じ
る
者
 
 

は
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
自
分
を
憎
み
、
そ
の
有
徳
な
る
原
理
を
実
践
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
そ
 
 

の
原
理
の
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
隠
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
そ
う
い
う
動
機
な
し
に
も
、
あ
る
義
務
感
か
ら
有
徳
な
行
 
 

為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
気
性
に
お
い
て
は
実
際
に
は
少
し
の
恩
を
感
じ
な
い
人
で
も
、
や
は
り
喜
ん
で
報
恩
 
 

の
行
動
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
義
務
を
果
た
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
 
（
T
．
p
．
彗
芝
。
 
 

義
務
の
概
念
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行
為
が
義
務
に
か
な
う
行
為
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
義
務
に
基
づ
く
動
機
か
ら
生
じ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
 
 

義
務
に
基
づ
く
動
機
が
義
務
に
か
な
う
行
為
へ
の
顧
慮
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
義
務
に
か
な
う
行
 
 

為
へ
の
顧
慮
と
は
別
の
、
義
務
に
基
づ
く
動
機
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
然
的
徳
の
場
合
と
異
 
 

（
3
）
 
ヒ
ユ
ー
ム
の
循
環
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
 
 
 

さ
て
、
先
の
ヒ
ユ
ー
ム
の
行
為
論
の
動
機
優
位
の
前
提
に
従
う
な
ら
ば
、
行
為
の
評
価
は
外
的
行
為
に
で
は
な
く
、
外
的
行
為
の
動
 
 

機
の
中
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
で
は
、
正
義
や
誠
実
の
動
機
そ
の
も
の
は
ど
う
い
う
根
拠
や
理
由
か
ら
成
立
す
 
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
 
（
い
ま
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
自
然
本
能
的
な
も
の
で
は
な
い
）
。
 
 
 

そ
の
根
拠
や
理
由
は
、
誠
実
な
行
為
へ
の
顧
慮
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 
 

い
の
か
」
と
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
 
（
T
．
p
．
彗
竺
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
例
と
し
て
、
先
に
言
及
し
た
ト
ラ
シ
ュ
 
 

マ
コ
ス
、
つ
ま
り
、
「
正
義
を
強
者
の
利
益
」
と
捉
え
る
道
徳
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
 
 

よ
う
に
、
正
義
や
義
務
に
つ
い
て
は
、
愛
情
や
同
情
と
い
っ
た
自
然
的
本
性
に
基
づ
く
徳
と
は
異
な
り
、
独
自
の
説
明
が
必
要
に
な
っ
 
 

て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

①
「
あ
る
行
為
を
誠
実
な
も
の
と
す
る
に
は
あ
る
有
徳
な
動
機
が
必
要
で
あ
る
」
 
 
 

と
言
い
、
し
か
も
同
時
に
、
 
 

②
「
誠
実
な
行
為
へ
の
顧
慮
が
そ
の
誠
実
な
行
為
の
動
機
で
あ
る
」
 
 
 

と
言
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
循
環
論
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 
（
T
．
p
．
念
○
）
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 



な
り
、
義
務
に
基
づ
く
動
機
を
取
り
出
す
に
は
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
ヒ
ユ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
通
し
て
、
こ
の
難
問
を
打
 
 

開
す
る
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
 
（
T
．
p
．
会
堂
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
ま
で
各
人
の
為
す
個
別
的
な
行
為
の
み
を
前
提
し
て
議
論
を
進
め
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
個
別
的
な
 
 

行
為
の
み
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
右
の
①
②
で
指
摘
し
た
循
環
を
断
ち
切
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
 
 
 

こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
借
金
返
済
の
約
束
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
、
私
は
数
日
後
に
返
済
す
る
と
約
束
し
た
。
 
 

し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
か
ら
私
に
は
「
返
済
し
た
く
な
い
」
と
い
う
強
い
傾
向
性
が
存
在
し
て
い
る
。
自
然
的
な
徳
の
場
合
に
は
、
 
 

慈
愛
心
（
傾
向
性
）
 
の
発
露
で
あ
り
、
そ
の
行
為
を
動
機
に
基
づ
い
て
把
握
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
借
金
を
返
済
 
 

す
る
と
い
う
義
務
に
か
な
う
行
為
に
対
応
す
る
、
義
務
に
基
づ
く
動
機
を
私
は
自
分
の
内
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
 
 

こ
の
場
合
、
行
為
を
動
機
に
基
づ
い
て
同
定
し
、
評
価
す
る
と
い
う
ヒ
ユ
ー
ム
の
基
本
原
則
は
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

さ
て
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
取
っ
た
戦
略
は
、
わ
れ
わ
れ
の
傾
向
性
と
馳
反
す
る
よ
う
な
義
務
に
基
づ
く
行
為
の
場
合
、
価
値
評
価
の
基
準
 
 

を
個
別
的
な
動
機
に
求
め
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
的
な
徳
の
場
合
と
異
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
そ
の
よ
う
な
義
務
に
 
 

基
づ
く
動
機
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
義
務
に
か
な
う
」
と
い
う
概
念
の
源
泉
を
心
の
う
ち
に
動
機
と
し
て
求
め
る
の
で
は
な
く
、
 
 

正
義
や
義
務
の
基
準
を
、
正
義
や
義
務
の
社
会
的
行
為
に
求
め
、
社
会
全
体
の
枠
組
み
を
通
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
は
「
正
義
の
義
務
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
の
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
と
述
べ
る
が
、
社
会
 
 

全
体
が
正
義
や
誠
実
の
行
為
か
ら
得
る
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
正
義
や
誠
実
の
行
為
へ
の
顧
慮
が
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
 
 

の
が
ヒ
ユ
ー
ム
が
導
こ
う
と
す
る
議
論
の
方
向
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
ひ
と
び
と
が
自
分
自
身
の
利
益
や
自
分
が
帰
属
す
る
小
さ
な
共
同
体
の
利
益
 
（
部
落
の
利
益
、
会
社
や
省
庁
の
利
益
）
 
に
反
 
 

し
て
で
も
正
義
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
従
う
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
遵
法
を
説
明
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
あ
る
人
物
の
 
 

勤
め
て
い
る
会
社
に
よ
る
環
境
汚
染
が
発
覚
し
、
裁
判
に
な
っ
た
と
し
て
み
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
裁
判
に
お
い
て
、
そ
の
人
物
が
偽
証
 
 

義
務
の
概
念
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以
上
の
よ
う
に
ヒ
ユ
ー
ム
は
述
べ
、
「
こ
の
よ
う
に
し
て
名
誉
心
と
い
う
情
換
は
子
供
た
ち
の
軟
ら
か
い
心
に
根
を
お
ろ
し
、
揺
る
 
 

ぎ
な
い
堅
固
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
、
人
間
本
性
に
と
つ
て
最
も
本
質
的
で
あ
り
、
人
間
の
内
的
 
 

組
織
に
最
も
深
く
根
ざ
し
て
い
る
諸
原
理
を
所
有
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
 
（
T
．
p
．
誓
－
）
。
 
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
は
「
わ
れ
わ
れ
が
正
義
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
に
道
徳
的
価
値
（
∋
○
邑
b
e
a
u
t
y
）
を
与
え
る
理
由
（
t
h
e
r
e
a
s
O
n
S
）
 
 

と
は
何
か
」
と
尋
ね
て
い
る
が
（
T
．
p
．
念
革
以
上
に
紹
介
し
た
説
明
が
ヒ
ユ
ー
ム
自
身
の
与
え
る
回
答
で
あ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
自
然
的
徳
の
場
合
と
異
な
り
、
人
為
的
徳
、
つ
ま
り
正
義
の
徳
の
場
合
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
、
動
機
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
 
 

正
義
の
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
有
益
な
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
に
従
う
行
為
（
約
束
を
守
る
、
嘘
を
つ
か
な
い
、
他
人
の
も
の
に
手
を
 
 

つ
け
な
い
、
等
々
）
」
 
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

す
れ
ば
、
会
社
は
倒
産
を
免
れ
、
彼
も
路
頭
に
迷
う
こ
と
は
な
い
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
偽
証
し
な
い
で
真
実
を
語
る
 
 

こ
と
は
、
彼
個
人
に
と
つ
て
も
、
会
社
に
と
つ
て
も
利
益
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
真
実
を
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ユ
ー
ム
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
 
 

明
す
る
。
 
 
 

公
共
の
賞
賛
と
非
難
は
わ
れ
わ
れ
の
正
義
に
対
す
る
尊
重
の
念
を
増
加
さ
せ
る
し
、
ま
た
、
個
人
の
教
育
や
躾
け
も
同
じ
効
果
を
 
 

も
た
ら
す
の
に
貢
献
す
る
。
と
い
う
の
は
、
親
た
ち
は
、
人
間
は
高
い
廉
潔
さ
と
名
誉
心
を
所
有
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
分
に
対
し
 
 

て
も
他
人
に
対
し
て
も
有
用
で
あ
る
こ
と
…
…
を
見
て
取
る
か
ら
、
子
供
た
ち
に
小
さ
い
頃
か
ら
廉
潔
の
原
理
を
教
え
込
む
よ
う
に
 
 

な
り
、
社
会
を
維
持
す
る
諸
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
は
価
値
の
あ
る
名
誉
な
こ
と
、
逆
に
そ
れ
を
犯
す
こ
と
は
下
劣
で
不
名
誉
な
こ
 
 

と
と
見
な
す
よ
う
に
教
え
る
の
で
あ
る
（
T
．
p
p
．
誓
？
こ
。
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 



そ
れ
で
は
、
「
有
益
な
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
の
基
準
と
は
何
か
と
さ
ら
に
尋
ね
て
み
よ
う
。
ヒ
ユ
ー
ム
に
は
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
 
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

（
イ
）
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
、
後
の
時
代
の
カ
ン
ト
や
功
利
主
義
者
の
場
合
と
異
な
り
、
道
徳
を
定
言
的
命
法
 
 

や
功
利
の
原
理
と
い
っ
た
、
道
徳
原
理
の
公
理
化
（
コ
ー
ド
化
）
を
通
し
て
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、
「
自
然
的
な
徳
」
「
人
為
的
な
徳
」
 
 

の
概
念
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徳
の
概
念
、
人
柄
（
エ
ー
ト
ス
）
 
の
概
念
を
通
し
て
価
値
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
の
解
明
は
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
の
価
値
概
念
が
も
つ
重
要
な
側
面
で
あ
り
、
ヒ
ユ
ー
ム
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
「
実
践
理
性
」
 
に
き
わ
め
て
近
い
立
場
に
あ
 
 

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

（
ロ
）
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
上
で
、
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
、
あ
る
行
為
が
社
会
全
体
に
ど
の
よ
う
な
有
益
性
 
 

を
生
み
出
す
か
と
い
う
、
「
帰
結
す
る
事
態
」
を
通
し
て
価
値
を
捉
え
る
方
向
も
示
し
て
い
る
。
ヒ
ユ
ー
ム
は
ま
さ
に
功
利
主
義
の
創
始
 
 

者
と
捉
え
ら
れ
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
問
題
も
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
 
 

課
題
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 

（
4
）
 
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
に
基
づ
く
「
理
性
」
概
念
 
 
 

さ
て
、
愛
情
や
同
情
と
い
っ
た
自
然
的
徳
に
対
し
て
、
正
義
の
よ
う
な
人
為
的
徳
は
社
会
全
体
の
枠
組
み
の
中
で
生
じ
て
く
る
利
益
 
 

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
正
義
の
義
務
が
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」
と
い
う
認
 
 

識
を
通
し
て
、
正
義
の
概
念
は
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
 
「
認
識
」
 
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
正
義
を
理
性
か
 
 

ら
切
り
離
さ
れ
た
感
性
に
委
ね
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
来
の
ヒ
ユ
ー
ム
の
公
式
の
見
解
と
見
な
さ
れ
て
き
た
 
「
理
性
と
感
性
の
 
 

二
元
論
」
 
は
維
持
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
他
方
、
小
論
の
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
人
間
本
性
論
』
に
は
、
「
理
性
は
決
し
て
道
徳
的
義
務
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
 
 
 

義
務
の
概
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き
な
い
」
と
い
う
表
現
や
、
「
私
が
自
分
の
指
を
掻
く
こ
と
よ
り
も
全
世
界
の
破
滅
を
選
ん
だ
と
し
て
も
理
性
に
反
し
な
い
」
と
い
っ
た
 
 

発
言
も
認
め
ら
れ
る
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ユ
ー
ム
の
「
理
性
」
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
 
 

（
ヒ
ユ
ー
ム
の
用
法
に
は
な
い
）
「
理
論
理
性
」
と
「
実
践
理
性
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
今
、
引
用
し
 
 

た
『
人
間
本
性
論
』
の
「
理
性
」
の
用
法
は
理
論
理
性
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
「
実
践
 
 

理
性
」
 
の
概
念
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
は
道
徳
を
論
じ
る
場
合
、
「
理
性
」
 
（
r
e
a
s
O
n
）
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、
複
数
形
で
使
用
さ
れ
る
「
理
由
」
 
（
r
e
a
s
O
n
S
）
 
 

と
い
う
表
現
を
頻
繁
に
使
用
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
引
用
し
た
「
正
義
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
に
道
徳
的
価
値
を
与
え
る
 
 

理
由
（
r
e
a
s
O
n
S
）
」
と
い
っ
た
用
法
で
あ
る
。
そ
の
用
法
に
お
け
る
「
理
由
」
 
「
合
理
性
」
 
「
有
用
性
」
 
の
概
念
を
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
‥
ネ
 
 

イ
チ
ャ
ー
」
の
概
念
か
ら
独
立
に
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
「
理
由
」
「
有
用
性
」
を
把
握
す
る
知
 
 

性
を
「
実
践
理
性
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
実
践
理
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
「
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
」
に
き
わ
め
て
近
い
と
言
 
 

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
は
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
正
義
の
義
務
は
普
遍
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
条
件
的
命
法
で
は
な
く
、
定
言
的
命
法
で
あ
る
と
 
 

解
釈
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
先
に
「
な
ぜ
ひ
と
び
と
は
正
義
の
規
範
に
従
う
よ
う
に
な
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ヒ
ユ
ー
ム
 
 

の
解
答
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
に
裏
付
け
ら
れ
た
定
言
的
命
法
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
 
 

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
実
践
理
性
」
を
考
え
る
こ
と
は
ヒ
ユ
ー
ム
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ユ
ー
ム
の
定
言
的
命
法
 
 

は
カ
ン
ト
の
形
式
的
命
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
カ
ン
ト
の
義
務
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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概
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自
己
の
思
想
の
要
点
を
語
っ
て
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
こ
の
文
章
ほ
ど
印
象
深
い
も
の
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
 
 

う
に
「
善
」
 
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
理
解
か
ら
出
発
す
る
が
、
た
だ
ち
に
、
「
善
」
と
は
何
か
と
い
う
考
察
に
向
か
い
、
「
義
 
 

務
」
 
の
概
念
を
介
し
て
、
第
一
章
「
人
倫
に
つ
い
て
の
普
通
の
理
性
認
識
か
ら
哲
学
的
な
理
性
認
識
へ
の
移
行
」
 
の
終
わ
り
に
は
、
道
 
 

徳
原
理
で
あ
る
、
定
言
的
命
法
を
取
り
出
し
て
く
る
。
 
 
 

「
善
き
意
志
」
 
の
概
念
を
解
明
す
る
た
め
に
「
義
務
」
 
の
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
義
務
の
概
念
が
善
き
意
志
の
概
念
を
 
 

含
ん
で
い
る
と
カ
ン
ト
が
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
の
考
察
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ヒ
ユ
ー
ム
の
議
論
と
の
類
似
性
と
相
 
 

異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
ヒ
ユ
ー
ム
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
「
義
務
に
基
づ
く
」
と
い
う
概
念
が
考
察
の
中
心
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
 
 
 

世
界
中
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
世
界
の
外
で
さ
え
も
、
無
制
限
に
善
い
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
 
 

ら
、
そ
れ
は
善
い
意
志
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
悟
性
や
機
知
や
判
断
力
な
ど
精
神
の
才
能
と
言
わ
れ
て
い
 
 

る
よ
う
な
も
の
は
、
あ
る
い
は
、
勇
気
や
決
断
力
や
根
気
と
い
っ
た
気
質
の
特
質
は
、
む
ろ
ん
い
ろ
い
ろ
な
点
で
善
い
し
望
ま
し
い
。
 
 

だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
は
生
ま
れ
つ
き
の
自
然
の
恵
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
用
い
る
は
ず
の
意
志
が
善
く
な
け
れ
ば
、
し
た
が
っ
て
 
 

意
志
の
個
性
的
性
質
で
あ
る
性
格
が
善
く
な
け
れ
ば
、
き
わ
め
て
悪
く
有
害
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
幸
運
の
恵
に
つ
い
て
も
事
情
 
 

は
同
じ
で
あ
る
。
（
G
．
〉
S
．
∽
器
）
 
 

（
1
）
 
「
義
務
に
か
な
う
行
為
」
と
 
「
義
務
に
基
づ
く
行
為
」
 
の
区
別
 
 

義
務
の
概
念
 
 

Ⅱ
 
カ
ン
ト
の
 
「
定
言
的
命
法
」
 
－
 
理
性
の
自
律
性
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の
扱
い
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ユ
ー
ム
に
と
っ
て
、
行
為
の
評
価
は
外
的
行
為
に
で
は
な
く
、
外
的
行
為
の
動
機
の
中
に
位
置
 
 

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
と
行
為
を
導
く
動
機
の
関
係
が
主
題
と
な
っ
て
く
る
。
 
 
 

し
か
し
、
自
然
的
な
徳
の
行
為
の
場
合
と
異
な
り
、
正
義
や
誠
実
の
動
機
そ
の
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
ヒ
ユ
ー
ム
 
 

は
人
為
的
な
徳
の
行
為
の
場
合
、
そ
れ
を
心
の
中
の
動
機
と
し
て
求
め
る
こ
と
を
や
め
、
社
会
的
な
文
脈
の
内
で
、
正
義
や
義
務
の
基
 
 

準
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
も
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
「
義
務
に
か
な
う
行
為
」
と
「
義
務
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
」
 
の
区
別
を
 
 

通
し
て
「
義
務
」
の
概
念
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
「
義
務
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
 
 

行
為
と
は
何
か
」
 
が
主
題
と
な
っ
て
く
る
。
 
 
 

先
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
 
「
善
」
 
に
関
す
る
日
常
的
な
理
解
を
取
り
上
げ
、
そ
の
分
析
を
通
し
て
哲
学
的
認
識
に
至
る
と
い
 
 

う
方
法
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
「
義
務
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
」
の
概
念
の
解
明
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
四
つ
の
日
 
 

常
的
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
通
し
て
、
「
義
務
に
基
づ
く
」
と
い
う
概
念
の
解
明
を
行
お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
事
例
 
 

を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

（
1
）
ひ
と
つ
は
、
掛
け
値
な
し
に
品
物
を
売
る
商
人
の
事
例
で
あ
る
。
店
の
主
人
が
事
情
を
知
ら
な
い
客
に
法
外
な
値
段
を
吹
っ
か
 
 

け
ず
、
誰
に
対
し
て
も
品
物
を
定
価
で
売
り
、
子
供
で
も
大
人
と
同
様
に
安
心
し
て
買
い
物
が
で
き
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
商
人
の
行
 
 

為
は
た
し
か
に
誠
実
な
行
為
で
あ
っ
て
、
義
務
に
か
な
っ
て
い
る
と
カ
ン
ト
は
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
商
人
は
義
務
に
基
づ
い
て
そ
 
 

の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
長
い
目
で
見
れ
ば
、
結
局
、
自
分
の
利
益
に
な
る
と
い
う
意
 
 

図
で
な
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
義
務
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
も
、
客
に
対
す
る
愛
情
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
か
ら
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

ヒ
ユ
ー
ム
に
従
い
、
行
為
の
動
機
を
「
自
己
愛
か
ら
」
 
「
慈
愛
心
か
ら
」
 
「
義
務
に
基
づ
く
」
と
い
う
三
つ
タ
イ
プ
に
分
け
る
と
す
れ
 
 

義
務
の
概
念
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ば
、
カ
ン
ト
の
こ
の
商
人
の
例
は
自
己
愛
 
（
s
e
－
f
⊥
n
t
e
r
e
s
t
）
 
に
基
づ
く
行
為
の
事
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

（
2
）
カ
ン
ト
が
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
慈
愛
心
か
ら
」
 
の
行
為
で
あ
る
。
こ
の
慈
愛
心
か
ら
の
行
為
は
義
務
に
基
づ
く
行
為
で
は
 
 

な
く
、
道
徳
的
価
値
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
、
義
務
論
の
核
心
部
分
を
形
成
す
る
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
の
回
り
に
は
、
慈
愛
心
に
満
ち
た
人
々
が
存
在
し
、
そ
う
い
う
人
々
は
別
に
見
栄
や
損
得
勘
定
か
ら
で
は
な
く
、
「
回
り
の
 
 

人
々
を
一
人
で
も
多
く
喜
ば
せ
る
こ
と
を
内
心
か
ら
楽
し
み
、
自
分
の
し
た
こ
と
で
他
人
が
満
足
す
る
な
ら
愉
快
で
い
ら
れ
る
」
 
人
物
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
慈
愛
心
溢
れ
た
行
為
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
 
 

（
2
）
 
「
義
務
に
基
づ
く
」
と
い
う
概
念
の
分
析
 
 
 

た
び
た
び
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
ヒ
ユ
ー
ム
は
 
「
自
然
的
な
徳
」
 
と
 
「
人
為
的
な
徳
」
 
と
を
区
別
し
、
前
者
に
属
す
る
慈
愛
心
か
 
 

ら
の
行
為
に
も
、
後
者
の
義
務
に
基
づ
く
行
為
に
も
道
徳
的
価
値
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
よ
り
近
い
見
解
と
言
 
 

え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
は
慈
愛
心
か
ら
の
行
為
は
親
切
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
道
徳
的
価
値
を
 
 

認
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
慈
愛
心
か
ら
の
行
為
は
す
べ
て
自
己
愛
か
ら
の
行
為
と
同
様
に
、
傾
向
性
か
ら
の
行
為
で
あ
り
、
道
徳
的
価
値
を
も
ち
え
 
 

な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
私
は
言
い
た
い
。
そ
の
場
合
そ
う
し
た
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
義
務
に
か
な
い
親
切
な
も
の
だ
と
し
 
 

て
も
、
真
の
人
倫
的
価
値
を
も
た
な
い
の
だ
と
 
（
G
．
〕
S
．
∽
冨
）
。
 
 

義
務
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概
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す
な
わ
ち
、
道
徳
的
価
値
は
、
傾
向
性
の
働
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
結
果
の
 
 

内
に
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
行
為
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
意
志
の
内
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
．
る
。
で
は
、
「
行
為
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
 
 

意
志
」
 
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
ひ
ど
い
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
ひ
と
に
出
会
っ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
慈
愛
心
、
親
切
心
か
ら
彼
を
助
け
よ
う
と
す
る
で
 
 

あ
ろ
う
。
こ
の
行
為
が
ど
う
し
て
道
徳
的
価
値
を
も
ち
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
行
為
に
道
徳
的
価
値
が
 
 

存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
道
徳
的
価
値
を
も
 
 

ち
う
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
は
、
先
の
慈
愛
心
に
溢
れ
る
人
物
が
不
幸
に
遭
遇
し
た
場
合
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
、
「
義
務
に
基
づ
く
行
為
」
 
 

か
ら
慈
愛
心
や
親
切
心
等
の
傾
向
性
を
追
放
し
よ
う
と
す
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
義
務
に
基
づ
く
行
為
を
取
り
出
す
た
め
に
は
、
傾
向
性
の
影
響
や
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
意
志
の
対
象
を
こ
と
ご
と
く
、
 
 

義
務
に
基
づ
く
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
、
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
は
ず
の
意
図
の
中
に
は
な
く
、
行
為
が
決
定
さ
れ
る
際
に
 
 

従
う
信
条
（
格
律
、
M
a
首
m
e
）
 
の
中
に
あ
る
（
G
．
｝
S
．
会
○
）
。
 
 

（
そ
の
慈
愛
心
溢
れ
る
人
物
が
）
心
痛
の
あ
ま
り
他
人
の
運
命
に
対
す
る
他
人
の
運
命
に
対
す
る
同
情
心
を
す
っ
か
り
な
く
し
て
 
 

し
ま
っ
た
と
し
よ
う
。
…
…
そ
れ
で
、
も
は
や
ど
ん
な
傾
向
性
も
彼
を
善
行
へ
と
誘
わ
な
い
の
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
、
 
 

こ
の
極
度
の
感
情
麻
痺
状
態
を
振
り
切
っ
て
、
一
切
の
傾
向
性
な
し
に
、
た
だ
た
だ
義
務
に
基
づ
い
て
善
行
を
す
る
と
し
た
ら
、
そ
 
 

の
と
き
こ
そ
初
め
て
、
彼
の
行
為
は
正
真
正
銘
の
道
徳
的
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
。
（
G
．
〉
S
．
∽
諾
）
 
 
 

義
務
の
概
念
 
 
 

15  



義
務
の
概
念
は
き
わ
め
て
難
解
な
概
念
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
中
葉
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ス
コ
ム
は
論
文
「
近
・
現
代
の
道
徳
哲
 
 

学
（
（
M
O
d
e
r
n
M
O
邑
P
h
i
－
O
S
O
p
h
y
ゴ
の
中
で
、
「
義
務
」
の
概
念
を
通
し
て
道
徳
哲
学
を
展
開
す
る
、
近
世
以
降
の
道
徳
哲
学
に
対
し
 
 

て
手
厳
し
い
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
義
務
概
念
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
概
念
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
義
務
や
規
範
を
 
 

与
え
る
絶
対
者
で
あ
る
神
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
実
質
的
な
意
味
を
な
す
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
へ
の
信
仰
を
喪
失
し
っ
つ
あ
る
 
 

現
代
に
お
い
て
、
人
類
に
普
遍
的
に
成
り
立
つ
 
「
義
務
」
や
「
規
範
」
 
の
概
念
を
通
し
て
道
徳
を
論
じ
る
こ
と
に
は
大
き
な
問
題
あ
り
、
 
 
 

義
務
の
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
行
為
と
は
、
行
為
者
自
身
が
普
遍
的
法
則
の
一
例
と
し
て
意
志
す
る
行
為
で
あ
り
、
理
性
的
存
在
者
と
 
 

し
て
の
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
こ
の
自
律
的
な
動
機
づ
け
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
自
己
立
法
を
通
し
て
 
 

成
立
す
る
義
務
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

完
全
に
分
離
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
意
志
を
決
定
し
う
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
意
志
に
残
さ
れ
 
 

る
の
は
、
「
行
為
が
決
定
さ
れ
る
際
に
従
う
」
理
性
的
存
在
者
の
信
条
（
格
律
、
M
a
首
m
e
）
」
 
が
も
つ
法
則
以
外
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

で
は
、
そ
の
法
則
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
 
 

何
ら
か
の
法
則
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
意
志
に
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
欲
動
力
の
す
べ
て
を
、
私
は
意
志
か
ら
排
除
し
て
し
 
 

…
…
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
∧
私
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
 
 

ま
っ
て
い
る
の
で
、
残
る
の
は
行
為
全
般
の
普
遍
的
合
法
則
性
し
か
な
い
。
 
 

と
な
る
べ
き
こ
と
を
、
自
分
で
も
意
欲
し
う
る
と
い
う
以
外
の
仕
方
で
、
私
は
決
し
て
振
る
舞
う
べ
き
で
は
な
い
∨
と
い
う
も
の
で
 
 

あ
る
 
（
G
．
〉
S
．
会
N
）
。
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不
毛
な
試
み
と
な
り
か
ね
な
い
危
険
性
が
存
在
し
て
い
る
。
 
 
 

小
論
に
お
い
て
、
ヒ
ユ
ー
ム
と
カ
ン
ト
の
義
務
の
概
念
を
考
察
し
た
が
、
 
 

私
は
こ
の
ア
ン
ス
コ
ム
の
指
摘
に
全
面
的
に
賛
同
す
る
。
 
 

彼
ら
が
義
務
の
概
念
の
解
明
に
貢
献
し
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
が
残
し
た
課
題
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
 
 

こ
と
に
そ
の
狙
い
が
あ
る
。
 
 

注
 
 

（
1
）
私
は
最
近
「
ヒ
ユ
ー
ム
の
正
義
論
」
（
『
哲
学
論
文
集
』
第
4
0
輯
）
を
著
し
た
。
小
論
の
ヒ
ユ
ー
ム
の
部
分
は
そ
の
論
点
を
借
用
し
て
い
る
 
 

箇
所
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
ヒ
ユ
ー
ム
の
正
義
論
」
で
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
ヒ
ユ
ー
ム
の
議
論
が
主
題
と
な
っ
て
お
 
 

り
、
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。
 
 

ま
た
、
こ
の
原
稿
は
、
草
稿
段
階
で
、
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
の
新
島
龍
美
氏
に
読
ん
で
も
ら
い
、
い
ろ
い
ろ
示
唆
を
 
 

受
け
た
。
 
 

（
2
）
D
・
H
u
m
2
）
冒
邑
首
鼠
ぎ
ヨ
§
き
ぎ
1
ニ
詔
∽
】
2
d
・
1
・
A
・
S
2
－
b
y
由
監
e
忘
p
．
P
．
H
．
N
i
d
d
i
t
c
h
〉
N
n
d
e
d
コ
．
〇
昏
阜
－
当
∞
．
 
 

（
3
）
K
a
n
t
〉
G
⊇
已
百
§
屯
賀
1
き
已
竜
ざ
s
詩
芸
等
旨
冒
さ
二
－
詔
巴
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
平
田
俊
博
訳
、
岩
波
書
店
。
 
 

（
4
）
D
・
H
u
m
2
｝
碧
雲
ぎ
C
O
莞
篭
さ
軋
遥
誉
等
ぎ
c
旦
q
s
O
f
き
邑
二
謡
－
）
2
d
・
P
・
H
・
N
i
d
d
I
t
阜
∽
r
d
e
d
n
．
〇
各
r
d
こ
当
ひ
〉
A
p
p
．
i
も
N
芦
 
 

（
5
）
D
・
H
u
m
2
∴
O
f
O
r
i
g
i
n
a
岩
○
コ
ー
r
a
c
－
J
I
n
垣
仇
岩
慧
§
乱
ヨ
邑
落
…
さ
旨
完
邑
ぎ
雷
c
訂
、
宣
」
）
T
h
O
e
m
m
e
S
P
r
e
s
s
）
N
芸
N
ち
念
声
 
 

∴
二
二
ニ
≡
＝
・
」
㌻
、
、
、
、
ざ
こ
．
こ
、
ミ
さ
、
＼
ミ
、
＼
、
、
こ
ヾ
＼
、
、
こ
、
・
㌻
i
二
テ
三
ナ
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