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共
同
行
為
の
説
明
に
関
す
る
個
人
主
義

片
岡
雅
知　

　

行
為
に
は
様
々
な
種
類
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
一
緒
に
何
か
す
る
」
と
い
う
行
為
も
あ
る
。
こ
う
し
た
集
団
の
行
為
、

あ
る
い
は
共
同
行
為
（Collective Action

）
を
説
明
す
る
の
に
、「
個
人
主
義
」
的
と
呼
ば
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
案
さ
れ
、
ま
た
批

判
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
論
文
は
そ
う
し
た
批
判
に
対
し
、
主
に
Ｍ
．
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
見
解
に
負
い
つ
つ
、
出
来
る
限
り
再
批
判
を
提

出
し
、
そ
の
過
程
を
通
じ
て
か
え
っ
て
個
人
主
義
の
欠
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
個
人
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
共
同
行
為
で
は
関
与

者
が
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
行
為
者
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
欠
点
は
、
規
範
性
を
め
ぐ
る

考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

１
．
個
人
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か

　

私
は
一
人
で
散
歩
に
行
く
こ
と
も
で
き
る
が
、
知
人
B
と
一
緒
に
散
歩
に
行
く
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
後
者
は
、
単
に
個
人
の
行

為
の
連
言
に
は
分
析
で
き
な
い
。「
私
が
散
歩
に
行
っ
た
、
か
つ
、
B
が
散
歩
に
行
っ
た
」
で
は
、
二
人
が
た
ま
た
ま
同
時
刻
に
、
ば

ら
ば
ら
に
散
歩
に
行
っ
た
よ
う
な
事
例
を
排
除
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
緒
に
何
か
す
る
と
い
う
行
為
は
、
単
に
個
々
人
の
行
為
の

集
積
で
は
な
い
。
一
緒
に
散
歩
に
行
く
と
い
う
行
為
で
は
、
関
与
者
の
行
為
が
緊
密
に
連
携
し
合
っ
て
お
り
、
我
々
は
そ
れ
を
ひ
と
つ

の
行
為
者
の
行
為
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
集
団
の
」
行
為
、
共
同
行
為
に
お
い
て
は
、
ま
さ
し
く
「
我
々
は
」
散
歩
に
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行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

共
同
行
為
は
個
人
の
行
為
の
集
積
で
は
な
い
。
ま
た
、
偶
然
に
複
数
の
行
為
者
の
行
為
が
か
み
合
っ
て
あ
た
か
も
共
同
で
行
為
し
て

い
る
か
の
ご
と
き
事
態
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
れ
は
共
同
行
為
の
事
例
か
ら
は
外
し
た
い
。
と
す
る
と
更
に
必
要
な
こ
と
は
、

ま
ず
行
為
に
関
連
す
る
心
的
状
態
が
行
為
者
の
間
で
互
い
に
知
ら
れ
あ
っ
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
共
同
で
行
為
し
て
い
る
時
、
A
と
B
は

そ
の
行
為
を
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
共
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
共
同
行
為
に
か
か
わ
る
限
り
で
互
い
の
信
念
や
欲
求
な
ど
を
知

っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
共
同
行
為
の
説
明
の
た
め
に
は
心
的
状
態
、
と
り
わ
け
意
図
の
共
有
に
説
明
を
与
え
る
必
要
が
あ

る
と
多
く
の
論
者
が
考
え
る
。

　

こ
う
し
た
共
有
を
考
え
る
際
に
「
共
有
知
識
」
と
い
う
概
念
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
Ｓ
．
シ
ッ
フ
ァ
ー
は
、
共
有
知
識
の
典
型

例
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
例
を
挙
げ
た
。
A
と
B
が
小
さ
め
の
机
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
て
座
っ
て
お
り
、机
の
上
に
は
蝋
燭
が
あ
る
。

こ
こ
で
「
机
の
上
に
蝋
燭
が
あ
る
」
と
い
う
事
態
は
、
明
ら
か
に
A
と
B
の
間
で
互
い
に
公
然
と
知
ら
れ
合
っ
て
い
る
。

　

こ
の
状
況
に
つ
い
て
シ
ッ
フ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
た
（Schiffer[1972] pp.30-32

）。（
1
）
ま
ず
A
は
、
机
の
上
に

蝋
燭
が
あ
る
事
（p

）
を
知
っ
て
い
る
（K

A p

）。（
2
）
さ
ら
に
A
は
、「
普
通
の
人
は
目
の
前
に
何
か
あ
れ
ば
そ
れ
に
気
付
く
も
の
だ
」

と
知
っ
て
い
る
し
、
B
が
普
通
の
人
で
あ
る
と
も
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
A
は
、「
B
も
「
机
の
上
に
蝋
燭
が
あ
る
」
と
知
っ
て
い
る
」

と
知
っ
て
い
る
（K

A K
B p

）。（
3
）
さ
ら
に
A
は
、「
B
も
「
普
通
の
人
は
目
の
前
に
何
か
あ
れ
ば
そ
れ
に
気
付
く
も
の
だ
」
と
知
っ
て

い
る
」
と
知
っ
て
い
る
し
、「
B
は
「
A
が
普
通
の
人
で
あ
る
」
と
知
っ
て
い
る
」
と
も
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
A
は
、「
B
は
、「
A

は
「
机
の
上
に
蝋
燭
が
あ
る
」
と
知
っ
て
い
る
」
と
知
っ
て
い
る
」
と
知
っ
て
い
る
（K

A K
B K

A p

）。
以
下
も
同
様
に
こ
の
遡
及
は
続
く

こ
と
が
可
能
だ
し
、
ま
た
B
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
観
察
か
ら
シ
ッ
フ
ァ
ー
は
共
有
知
識
を
次
の
よ
う
に

定
義
し
た
。
X
と
Y
と
い
う
二
人
に
関
し
てp

が
共
有
知
識
に
な
っ
て
い
る
こ
と
をK

AB p

と
表
記
し
、
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K
AB p n

 df  K
A p

K
B p

K
A K

B p

K
B K

A p

K
A K

B K
A p

K
B K

A K
B p

K
A K

B K
A K

B p

K
B K

A K
B K

A p  

…
…

　

こ
の
道
具
立
て
か
ら
、
共
同
行
為
に
関
し
て
ひ
と
つ
の
見
方
が
提
案
さ
れ
る
。
一
般
に
、
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
れ
に

関
連
す
る
意
図
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
我
々
が
X
す
る
」
際
に
は
、
我
々
に
は
X
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
図
が
我
々
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
我
々
の
各
メ
ン
バ
ー
が
X
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
共
有

知
識
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
意
図
の
よ
う
な
心
的
状
態
が
共
有
信
念
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
ア

イ
デ
ア
を
用
い
、
さ
ら
に
細
か
な
修
正
や
条
件
を
加
え
る
こ
と
で
共
同
行
為
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
し
ば
し
ば
「
個

人
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
。
共
同
行
為
を
説
明
す
る
際
に
集
団
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
心
的
状
態
を
、
個
人
的
な
心
的
状
態
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
様
々
な
個
人
主
義
者
た
ち
の
見
解
の
相
違
を
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
全
体
が
ひ
と
ま

ず
尤
も
ら
し
く
見
え
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
個
人
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
細
部
で
は
な
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く
根
本
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
反
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
反
論
者
は
そ
れ
ら
の
議
論
を
基
に
、
個
人
の
心
的
状
態
に
は

還
元
さ
れ
な
い
特
殊
な
心
的
状
態
に
訴
え
て
共
同
行
為
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
見
解
の
詳
細
な
検
討
も
し
な
い
。
い

く
つ
か
の
反
論
の
検
討
の
み
を
こ
の
論
文
の
目
的
と
す
る
。

２
．
サ
ー
ル
に
よ
る
一
連
の
反
論

　

ま
ず
、
Ｊ
．
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
一
連
の
反
論
を
み
る
。

　

A
　
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
論
法
、
循
環
、
ジ
レ
ン
マ

　

サ
ー
ル
は
個
人
主
義
的
見
解
に
対
す
る
「
一
般
的
反
例
」
と
し
て
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
例
を
提
示
す
る
（Searle[2002] p.94, 

[2010] pp.47-48

）。

　

今
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
神
の
見
え
ざ
る
手
」
の
説
を
教
え
込
ま
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
の
卒
業
生
た
ち
を
考
え
る
。
そ
の
全

員
に
関
し
て
次
の
こ
と
が
当
て
は
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。

・
彼
ら
は
、
自
分
の
利
己
的
な
利
益
を
出
来
る
限
り
追
求
す
る
こ
と
で
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

・
そ
し
て
、
彼
ら
は
各
々
、
各
々
が
こ
う
し
た
意
図
を
持
っ
て
い
る
事
を
知
っ
て
お
り
、
こ
の
事
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
も
ま

た
知
っ
て
お
り
…
…
こ
こ
に
は
共
有
知
識
が
あ
る
。
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従
っ
て
、
こ
の
卒
業
生
達
は
、
あ
る
同
じ
意
図
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
互
い
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
個
人
主
義

的
な
意
図
の
共
有
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
ど
ん
な
協
同
も
な
い
。
む
し
ろ
、

協
同
は
存
在
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
こ
に
は
共
有
さ
れ
た
意
図
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
論
法
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
あ
る
人
々
が
同
じ
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
」
こ
と
が
、「
そ
の
人
々
が
一
緒
に
な
っ
て
同
じ
こ
と
を
意

図
し
て
い
る
」
こ
と
を
含
意
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
既
に
上
で
、
共
同
行
為
と
は
行
為
が
偶
然
に
一
致
し

た
り
連
携
し
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
行
為
の
際
に
互
い
の
心
的
状
態
が
共
有
知
識
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
サ
ー
ル
の
考
え
で
は
意
図
の
共
有
に
関
し
て
こ
れ
で
は
ま
だ
共
有
が
足
り
な
い
。
個
人
の
持
つ
命
題
的

態
度
を
「
私
は
―
―
」
と
い
う
形
式
で
と
ら
え
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
相
互
の
信
念
が
付
け
加
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
十
分
な
共
同
性
に
は

達
し
な
い
と
、
サ
ー
ル
は
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
個
人
主
義
者
と
し
て
は
共
同
性
を
掬
う
た
め
に
、
例
え
ば
「
共
同
行
為
X
の
う
ち
自
分
の
担
当
部
分
を
行
う
こ
と
を
意
図

す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
共
同
性
を
表
現
す
る
内
容
を
も
っ
た
意
図
が
相
互
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
意
図
の
共
有
の
条
件
だ

と
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
説
明
項
の
中
に
被
説
明
項
が
入
っ
て
完
全
に
循
環
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
、
個
人
主
義
者
は
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（Searle[2002] p.95

）。

個
人
主
義
の
ジ
レ
ン
マ
：
共
有
さ
れ
た
意
図
を
個
人
の
意
図
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
際
、
意
図
の
内
容
に
共
同
性
を
導
入
す
る

の
は
循
環
で
あ
る
。
し
か
し
、
導
入
し
な
い
と
共
同
行
為
に
関
係
す
る
共
有
さ
れ
た
意
図
の
説
明
と

し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
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以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
サ
ー
ル
は
、命
題
的
態
度
に
は
二
種
類
の
形
式
（
意
図
の
場
合
、私
‐
意
図
と
我
々
‐
意
図
）
が
あ
り
、我
々

‐
態
度
は
私
‐
態
度
に
還
元
で
き
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
共
同
行
為
に
関
し
て
反
個
人
主
義
的
な
説
明
を
展
開
す
る
。
な
お
サ
ー

ル
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
の
卒
業
生
た
ち
が
例
え
ば
互
い
に
「
自
分
の
利
己
的
な
利
益
を
出
来
る
限
り
追
求
す
る
こ
と
で
人
類
の
福
祉
に

貢
献
し
よ
う
」
と
約
束
を
取
り
交
わ
し
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
我
々
‐
意
図
が
獲
得
さ
れ
、
真
の
意
図
の
共
有
が
な
さ
れ
る

と
考
え
る
。約
束
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
我
々
‐
意
図
が
獲
得
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
サ
ー
ル
は
明
確
な
説
明
を
行
っ
て
は
い
な
い
が
、

3
節
末
尾
で
述
べ
る
よ
う
に
、
約
束
に
よ
っ
て
当
の
行
為
を
行
う
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
点
に
、
我
々
‐
意
図
の
成
立
を
見
て
と
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
両
者
の
対
照
は
明
確
で
あ
る
。
共
同
行
為
に
お
け
る
共
有
さ
れ
た
意
図
の
分
析
は
、
ど
こ
か
に
行
為
の
共
同
性
を
説
明
す
る

要
素
を
位
置
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
個
人
主
義
者
は
そ
れ
を
意
図
の
内
容
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
一
方
で
サ
ー
ル
は
反
個
人

主
義
者
（
全
体
主
義
者
）
と
し
て
、
そ
れ
を
意
図
の
形
式
と
い
う
全
く
新
た
な
要
素
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。

　

B
　
意
図
の
問
題

　

ま
た
別
の
問
題
も
あ
る
。
共
同
行
為
が
私
の
意
図
の
対
象
に
な
る
と
考
え
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
に
せ
よ
、
そ

も
そ
も
「
我
々
の
行
為
」
を
「
私
が
」
意
図
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
私
の
意
図
は
私
の
行
為
を
引
き
起
こ
す
。

し
か
し
集
団
に
所
属
す
る
他
人
の
身
体
は
当
然
私
の
意
の
ま
ま
に
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
他
人
の
身
体
運
動
を
含
む
共
同
行
為
は
私

の
意
図
の
因
果
的
効
力
の
及
ぶ
範
囲
を
超
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（Searle[2010] p.50

）。

　

C
　
共
有
知
識
の
問
題

　

さ
ら
に
、
共
有
知
識
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
サ
ー
ル
は
疑
問
を
呈
す
る
。
上
で
見
た
共
有
知
識
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
、
A
や
B
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に
は
反
復
的
に
際
限
な
く
信
念
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ー
ル
は
「
僕
は
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
信
念
を
収
容
で
き
る

ほ
ど
自
分
の
頭
が
大
き
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
述
べ
て
、
共
有
知
識
の
存
在
に
疑
念
を
表
明
し
て
い
る
（Searle[1998] p.119

）。

３
．
応
答

　

こ
の
節
で
は
以
上
の
3
つ
の
反
論
か
ら
個
人
主
義
を
擁
護
す
る
。
続
く
A
や
B
へ
の
応
答
の
中
で
共
有
知
識
と
い
う
概
念
を
疑
問
な

く
使
え
る
よ
う
に
、
ま
ず
C
に
先
に
答
え
て
お
く
。

　

C
　
帰
属
可
能
な
信
念
全
て
を
持
っ
て
い
る
必
要
は
な
い

　

確
か
に
、
共
有
知
識
の
分
析
・
定
義
は
ひ
と
つ
の
問
題
で
は
あ
る
が
、
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
な
反
論
に
は
簡
単
に
こ
た
え
ら
れ
る
。

帰
属
し
う
る
信
念
の
数
が
増
え
た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
こ
で
実
際
に
存
在
者
の
数
が
増
え
た
と
考
え
る
必
要
は
全
く
な
い
。
サ
ー
ル
が

論
じ
る
脳
に
関
し
て
言
え
ば
、
脳
の
状
態
が
信
念
を
実
現
し
て
い
る
と
し
て
、
同
時
に
帰
属
さ
れ
る
別
々
の
信
念
を
、
別
々
の
脳
の
部

分
の
状
態
が
実
現
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
確
か
に
無
限
の
信
念
に
は
無
限
の
場
所
が
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
定
義
で
用
い
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
信
念
論
理
の
上
で
帰
属
さ
せ
得
る
信
念
を
、
主
体
が
す
べ
て
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
実
際
に
持

た
れ
て
い
る
の
は
せ
い
ぜ
い
数
階
ま
で
の
反
復
的
な
信
念
と
適
切
な
推
論
能
力
だ
け
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
人
が
あ

る
体
系
の
公
理
と
推
論
規
則
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
、
全
て
の
定
理
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
の
想
定
は
健
全
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
念
観
を
採
用
す
れ
ば
、
定
義
の
内
に
現
れ
る
無
限
の
信
念
は
そ
う
恐
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
く
な
る
。
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A
　
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
ア
イ
デ
ア

　

ビ
ジ
ネ
ス
学
校
論
法
の
論
点
を
確
認
す
る
と
、
サ
ー
ル
が
ま
ず
示
し
た
の
は
、（
1
）
意
図
の
存
在
が
相
互
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
は
そ
の
共
有
に
は
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
指
摘
は
一
般
的
に
は
正
し
い
。
た
だ
し
こ
の
指
摘
が
有
効
な
の

は
、「
自
分
の
利
己
的
な
利
益
を
出
来
る
限
り
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
サ
ー
ル
の
挙
げ
た
事
例

が
、
そ
れ
自
身
で
は
ま
っ
た
く
共
同
的
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
で
個
人
主
義
者
は
、
意
図
さ
れ
る
行
為
を
特
殊
な

行
為
タ
イ
プ
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
事
例
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
際
、（
2
）
既
に
共
同
性
を
含
ん

だ
内
容
が
意
図
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
分
析
は
循
環
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
二
つ
目
の
主
張
に
ぶ
つ
か
る
。
こ
こ

に
ジ
レ
ン
マ
が
発
生
す
る
。
確
か
に
サ
ー
ル
が
挙
げ
た
よ
う
な
、「
共
同
行
為
X
の
う
ち
自
分
の
担
当
部
分
を
行
う
こ
と
を
意
図
す
る
」

と
い
う
意
図
は
、
説
明
の
上
で
悪
循
環
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
こ
で
個
人
主
義
者
と
し
て
は
、
意
図
の
内
容
に
な
る
行
為
タ
イ

プ
と
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
共
同
性
を
含
ま
な
い
が
、
し
か
し
い
く
つ
か
の
条
件
を
満
た
せ
ば
共
同
的
で
あ
り
う
る
よ
う
な
行
為
タ
イ

プ
を
見
つ
け
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
問
題
は
、「
私
は
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
」
を
意
図
す
る
」
の
内
容
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
」
に
は

ど
の
よ
う
な
行
為
が
入
る
べ
き
か
で
あ
る
。

　

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
個
人
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
論
者
の
一
人
で
あ
る
Ｍ
． 

ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
ア
イ
デ
ア
を
採
用

す
る
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
、例
え
ば
私
と
あ
な
た
の
二
人
の
間
で
の
意
図
の
共
有
を
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
（
議
論
の
た
め
、

Bratm
an [1993]

お
よ
びBratm

an[1999b] 

を
参
考
に
筆
者
が
改
め
て
定
式
化
し
た
）。

（
1a
）
私
は
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
」
を
意
図
し
て
い
る

（
1b
）
あ
な
た
は
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
」
を
意
図
し
て
い
る

（
2a
）（
1a
）
の
意
図
の
存
続
は
、（
1b
）
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
私
の
信
念
に
か
か
っ
て
い
る
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（
2b
）（
1b
）
の
意
図
の
存
続
は
、（
1a
）
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
あ
な
た
の
信
念
に
か
か
っ
て
い
る

（
3a
）
私
は
（
1a
）
と
（
1b
）
の
意
図
の
下
位
計
画
を
噛
み
合
わ
せ
る
よ
う
意
図
し
て
い
る

（
3b
）
あ
な
た
は
（
1a
）
と
（
1b
）
の
意
図
の
下
位
計
画
を
噛
み
合
わ
せ
る
よ
う
意
図
し
て
い
る

（
4
）（
1
）（
2
）（
3
）
が
二
人
の
間
で
共
有
知
識
に
な
っ
て
い
る

　

下
位
計
画
を
噛
み
合
わ
せ
る
よ
う
に
意
図
す
る
と
は
、（
1a
）
と
（
1b
）
か
ら
派
生
す
る
諸
計
画
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
形
で
X
を

行
う
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
共
有
さ
れ
た
意
図
と
は
「
個
々
の
関
係
者
の
適
切
な

態
度
と
、
そ
れ
ら
の
態
度
の
相
互
連
関
か
ら
主
と
し
て
構
成
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
事
態
」
で
あ
る
（Bratm

an [1993] p.107

）。

　

さ
ら
に
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
、
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
循
環
を
避
け
る
た
め
、「〔
共
同
〕
中
立
的
」
な
出
来
事
タ
イ
プ

と
「〔
共
同
〕
負
荷
的
」
な
出
来
事
タ
イ
プ
を
分
け
る
よ
う
に
提
案
し
た
（Bratm

an[1992] p.330 ,[1993] p.101

）。
で
は
こ
れ

ら
の
ア
イ
デ
ア
を
も
と
に
、
サ
ー
ル
の
批
判
を
か
わ
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
次
の
よ
う
な
例
で
説
明
す
る
。

　

い
ま
、
頭
と
足
で
も
届
か
な
い
距
離
に
あ
る
二
つ
の
ス
イ
ッ
チ
を
同
時
に
押
せ
ば
ゲ
ー
ム
ク
リ
ア
と
な
る
よ
う
な
装
置
が
あ
り
、
A

は
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
や
は
り
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
別
の
人
物
B
が
い
る
。
こ

の
場
合
、
A
の
ゲ
ー
ム
ク
リ
ア
に
は
B
の
寄
与
が
必
要
で
あ
り
、
B
の
ゲ
ー
ム
ク
リ
ア
に
も
A
の
寄
与
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
ゲ
ー

ム
ク
リ
ア
に
は
、「
A
と
B
が
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
二
人
の
間
で
「
我
々
は
ス
イ
ッ
チ
を
押

す
こ
と
を
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
が
共
有
さ
れ
、
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
と
い
う
共
同
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
よ
う
。

　

以
上
の
例
で
ま
ず
重
要
な
の
は
、
意
図
の
対
象
で
あ
る
「
A
と
B
が
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
」
と
い
う
出
来
事
タ
イ
プ
は
、
こ
こ

で
は
A
と
B
二
人
の
寄
与
が
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
（
と
少
な
く
と
も
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
て
い
る
）
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
サ
ー
ル
が
出
し
た
「
自
分
の
利
己
的
な
利
益
を
出
来
る
限
り
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
」
と
明
ら
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か
に
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
出
来
事
タ
イ
プ
は
偶
然
に
充
足
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
A
が
疲
れ
て
ゲ
ー
ム
の
筺
体
に

手
を
つ
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
B
が
昨
日
受
け
た
侮
辱
を
思
い
出
し
て
そ
の
怒
り
を
発
散
し
よ
う
と
ス
イ
ッ
チ
を
殴
っ
た
場
合
で
あ

る
。
そ
う
で
は
あ
る
の
だ
が
、
と
に
か
く
実
現
に
二
人
の
寄
与
が
必
要
で
あ
る
（
と
少
な
く
と
も
彼
ら
自
身
に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
て

い
る
）
と
言
う
非
常
に
薄
い
意
味
で
な
ら
、こ
の
出
来
事
タ
イ
プ
を
「
我
々
」
を
主
語
に
し
て
書
き
か
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
の
出
来
事
タ
イ
プ
を
「
我
々
が
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
＃
」
と
も
書
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
＃
を
付
し
た
の
は
、
こ

の
出
来
事
タ
イ
プ
が
共
同
中
立
的
で
あ
る
こ
と
を
明
示
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
共
同
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
出
来

事
タ
イ
プ
が
、
偶
然
の
一
致
を
も
含
め
て
と
に
か
く
「
A
と
B
が
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
」
と
記
述
さ
れ
う
る
全
て
の
出
来
事
を
ト

ー
ク
ン
と
し
て
含
む
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
で
、
＃
な
し
の
共
同
負
荷
的
な
「
我
々
が
同
時
に
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
こ
と
」
と
い
う

出
来
事
タ
イ
プ
は
、
偶
然
の
一
致
で
ス
イ
ッ
チ
が
押
さ
れ
た
事
例
を
そ
の
ト
ー
ク
ン
に
含
ま
ず
、
真
の
共
同
行
為
の
み
を
ト
ー
ク
ン
と

し
て
含
む
。

　

そ
う
す
る
と
、
上
記
の
例
で
の
意
図
の
共
有
は
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
定
式
化
に
沿
っ
て
次
の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。（
1a
、
1b
）
A
と

B
は
そ
れ
ぞ
れ
「
私
は
「
我
々
が
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
こ
と
＃
」
を
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
を
持
ち
、（
2a
、
2b
）
そ
れ
ら
の
意
図
は

相
手
の
意
図
の
存
在
に
関
す
る
知
識
ゆ
え
に
持
た
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、（
3a
、
3b
）
両
者
は
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
に
際
し
て
下
位
計

画
を
噛
み
合
わ
せ
よ
う
と
意
図
し
て
お
り
、
さ
ら
に
（
4
）
以
上
の
こ
と
が
共
有
知
識
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
例
で
次
に
重
要
な
の
は
、
A
の
（
1a
）
の
意
図
は
共
有
知
識
と
な
る
こ
と
で
B
に
も
知
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
B
は
A
の
意

図
を
考
慮
し
た
う
え
で
自
ら
の
行
為
の
細
部
、
具
体
的
に
は
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。逆
も
同
じ
よ
う
に
言
え
る
。こ
の
よ
う
に
し
て（
3
）で
言
わ
れ
る
よ
う
な
下
位
計
画
の
調
整
が
進
む
。こ
こ
で「
我
々

が
ゲ
ー
ム
を
ク
リ
ア
す
る
＃
」
と
い
う
二
人
が
欲
し
て
い
る
出
来
事
タ
イ
プ
を
実
現
さ
せ
る
に
は
、
A
は
B
が
し
て
欲
し
い
と
思
っ
て

い
る
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
逆
に
B
は
A
が
し
て
欲
し
い
と
思
っ
た
事
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
B
の
意
図
は
間
接
的
に
A
の
行
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為
を
制
御
し
、
A
の
意
図
は
間
接
的
に
B
の
行
為
を
制
御
す
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
、
期
待
と
そ
れ
に
対
す
る
応
答
と
い
う
形
で

行
わ
れ
る
下
位
計
画
の
調
整
、
こ
の
場
合
具
体
的
に
言
え
ば
二
人
が
ス
イ
ッ
チ
を
押
す
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う

し
た
か
た
ち
で
の
相
互
の
考
慮
の
し
あ
い
は
、
何
か
を
一
緒
に
行
う
と
言
う
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
我
々
は
、
互
い
を
計
画
す
る
行
為
者
と
し
て
考
慮
し
あ
う
と
い
う
や
り
方
で
、
共
同
中
立
的
な
出
来
事
を
実
現
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
が
共
同
行
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
よ
う
な
意
図
の
共
有
の
説
明
を
用
い
、
さ
ら
に
X
を
共
同
中
立

的
な
出
来
事
タ
イ
プ
に
限
定
す
れ
ば
、「
私
は
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
」
を
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
は
共
同
行
為
の
説
明
と
っ
て
循

環
的
で
は
な
く
な
る
。
か
く
し
て
、
サ
ー
ル
の
二
つ
目
の
批
判
は
回
避
さ
れ
た
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
そ
も
そ
も
我
々
の
行
為
を
私
が

意
図
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。

　

B
　
あ
る
程
度
相
手
の
行
動
の
予
測
が
で
き
れ
ば
共
同
行
為
の
意
図
は
成
立
す
る

　

確
か
に
私
の
意
図
は
私
の
身
体
を
動
か
し
、
そ
の
他
の
物
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
私
が
意
図
し
た
だ
け
で

他
人
や
物
は
動
か
な
い
と
い
う
事
に
す
ぎ
な
い
。
私
が
他
人
を
動
か
そ
う
と
意
図
し
て
自
分
の
手
を
伸
ば
し
、
相
手
を
突
き
飛
ば
し
て

動
か
す
こ
と
は
当
然
出
来
る
。
こ
の
意
味
で
、
私
が
「
他
人
が
動
く
こ
と
」
を
意
図
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
共
同

行
為
が
他
人
の
身
体
の
動
作
を
含
む
と
い
う
根
拠
で
、
そ
れ
が
私
の
意
図
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
で
き
な
い
。
し
か
し
か

と
言
っ
て
、
任
意
の
事
態
が
意
図
の
対
象
に
な
り
う
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
自
分
で
分
か

っ
て
い
る
こ
と
を
意
図
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
共
同
行
為
の
相
手
が
自
由
な
主
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
共
同
行
為
を

意
図
す
る
こ
と
は
こ
ち
ら
の
条
件
の
方
に
抵
触
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

共
同
行
為
を
意
図
す
る
こ
と
の
無
害
さ
を
示
す
た
め
、
サ
ー
フ
ィ
ン
す
る
と
い
う
行
為
と
、
ワ
ル
ツ
を
踊
る
と
い
う
行
為
を
考
え
た

い
。
後
者
は
典
型
的
な
共
同
行
為
で
あ
る
。
サ
ー
フ
ィ
ン
は
、
自
分
が
単
な
る
身
体
運
動
を
と
る
こ
と
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
は
な
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い
。
ワ
ル
ツ
も
同
じ
で
あ
る
。
行
為
が
首
尾
よ
く
達
成
さ
れ
る
に
は
、
前
者
で
は
波
が
適
当
に
動
い
て
く
れ
る
必
要
が
あ
る
。
後
者
で

は
パ
ー
ト
ナ
ー
が
適
当
に
動
い
て
く
れ
る
必
要
が
あ
る
。
波
の
動
き
を
良
く
予
期
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
行
為
を
調
整
で
き
な
け
れ
ば

波
に
乗
る
事
は
出
来
な
い
。
パ
ー
ト
ナ
ー
の
動
き
良
く
予
期
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
行
為
を
調
整
で
き
な
け
れ
ば
、
一
緒
に
踊
る
事
は

出
来
な
い
。
波
の
動
き
が
あ
な
た
の
動
き
と
咬
み
合
っ
た
と
き
、サ
ー
フ
ィ
ン
と
い
う
行
為
が
首
尾
よ
く
な
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、

相
手
の
動
き
が
あ
な
た
の
動
き
と
咬
み
合
っ
た
と
き
、
ワ
ル
ツ
と
い
う
行
為
が
首
尾
よ
く
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
共
同
行
為
な
の

で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
我
々
の
行
為
を
私
が
意
図
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。「
波
の
動
き
は
君
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
、
従
っ
て
君
は

サ
ー
フ
ィ
ン
を
意
図
す
る
事
は
出
来
な
い
」
な
ど
と
議
論
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
波
の
動
き
に
関
し
て
十
分
な
予
測
が
あ
れ
ば
サ

ー
フ
ィ
ン
を
意
図
す
る
事
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
の
動
き
は
君
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
、
従
っ

て
君
は
ワ
ル
ツ
を
意
図
す
る
事
は
出
来
な
い
」
と
い
う
論
法
も
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
い
く
ら
相
手
が
自
由
な
主
体
で
あ
ろ
う
と
、
相

手
の
動
き
に
関
し
て
十
分
な
予
測
が
あ
れ
ば
ワ
ル
ツ
を
意
図
す
る
事
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
相
互
に
意
図
が
連
携
し
て
い
る
場
面
で
、

自
分
の
意
図
が
相
手
の
行
為
を
制
御
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
我
々
が
み
な
大
体
似
た
よ
う
な
合
理
的
行
為
者
で
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
種
の
制
御
は
予
測
を
相
当
な
程
度
で
可
能
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
で
サ
ー
ル
が
提
起
し
た
3
つ
の
問
題
へ
の
応
答
を
終
え
た
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
見
方
に
よ
れ
ば
、
共
同
行
為
と
い
う
の
は
行

為
者
達
が
、
互
い
を
道
具
的
に
利
用
し
合
う
こ
と
が
必
要
な
出
来
事
を
、
互
い
に
調
節
し
あ
い
な
が
ら
、
実
現
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
で

あ
る
。
こ
の
道
具
的
な
利
用
し
あ
い
に
は
、
関
連
す
る
心
的
状
態
が
互
い
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
噛
み
合
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
た
め
、
行
為
者
に
は
相
手
の
心
的
状
態
を
精
確
か
つ
高
度
に
読
む
能
力
が
要
求
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
共
有
知
識
の
定
義
の
さ

れ
方
が
そ
の
必
要
性
の
一
端
を
示
し
て
い
る
）。
こ
う
し
た
共
同
行
為
観
を
基
に
す
れ
ば
、
個
人
主
義
者
は
い
ず
れ
の
批
判
も
十
分
に

回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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と
こ
ろ
で
、
以
上
で
述
べ
ら
れ
た
見
解
に
基
づ
け
ば
、
サ
ー
ル
が
挙
げ
た
「
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
の
卒
業
生
が
約
束
を
取
り
交
わ
し
た
事

例
」
は
、
サ
ー
ル
の
言
に
反
し
て
、
意
図
が
共
有
さ
れ
利
益
追
求
と
い
う
共
同
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
か
ど
う
か
判
断
す

る
の
が
難
し
い
。
何
故
な
ら
、
自
己
利
益
の
追
求
と
い
う
彼
ら
の
目
標
の
達
成
に
は
、
他
人
の
寄
与
は
構
成
要
因
と
し
て
全
く
必
要
な

い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
二
つ
の
事
例
で
行
わ
れ
る
行
動
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
と
サ
ー
ル
は
仮
定
し
て
い
る
。
で
は
こ
こ
で
い
っ

た
い
何
が
共
同
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
約
束
を
し
た
事
例
と
し
な
か
っ
た
事
例
の
違
い
は
、
互
い
に
対
す
る
義

務
が
発
生
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
こ
の
義
務
の
存
在
に
サ
ー
ル
は
共
同
性
を
み
て
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（Searle[2010] 

p.48

）。
こ
こ
で
サ
ー
ル
が
、
こ
の
種
の
規
範
性
を
共
同
行
為
に
と
っ
て
構
成
的
な
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な

論
点
が
あ
る
。
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
の
事
例
の
場
合
、
当
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
約
束
を
破
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の
そ
の
反
故
や
そ

れ
に
引
き
続
く
行
為
は
、
そ
の
他
の
メ
ン
バ
ー
の
利
益
追
求
の
遂
行
を
不
可
能
に
す
る
訳
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
効
率
の
低
下
と
い
う

意
味
で
邪
魔
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
邪
魔
は
行
為
を
不
可
能
と
す
る
訳
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
責
め
ら
れ

る
の
は
単
に
と
に
か
く
「
約
束
を
破
っ
た
」
が
ゆ
え
に
な
の
で
あ
り
、
共
同
行
為
を
行
う
こ
と
に
と
っ
て
構
成
的
な
何
ら
か
の
規
範
性

か
ら
の
逸
脱
の
ゆ
え
に
責
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
と
い
え
る
余
地
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
連
帯
感

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
図
の
共
有
や
共
同
行
為
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
共
同
行
為
を
行
う
こ
と
に
と
っ
て

構
成
的
な
何
ら
か
の
規
範
性
な
る
も
の
を
認
め
ず
、
共
同
行
為
の
際
に
実
際
に
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
規
範
性
は
、
単
に
付
随

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
明
確
に
こ
の
立
場
を
と
る
。
共
同
行
為
の
規
範
性
に
つ

い
て
は
5
節
末
尾
・
6
節
で
ふ
た
た
び
扱
う
こ
と
に
な
る
。

４
．
ギ
ル
バ
ー
ト
の
パ
ズ
ル
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次
の
反
論
を
採
り
上
げ
る
。
サ
ー
ル
へ
の
反
論
を
通
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
個
人
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
け
ば
、
あ
る
集
団

に
対
し
「
我
々
が
X
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
が
帰
属
で
き
る
場
合
、
関
与
者
そ
れ
ぞ
れ
が
「
私
は
「
我
々
が
X
す
る
」

こ
と
を
意
図
す
る
」
と
い
う
意
図
を
持
つ
と
い
う
事
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
。
上
記
の
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
定
式
化
の
（
1a
）
お
よ
び

（
1b
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
人
物
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
共
同
行
為
の
理
由
を
尋
ね
ら
れ
て
、「
我
々
と
し
て
は
か
く
か
く
と
思

っ
た
か
ら
や
っ
た
の
だ
。
私
と
し
て
は
そ
う
は
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
が
」
と
答
え
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
種
の
人
物
は
確
か
に
あ
り
ふ

れ
て
い
る
。
彼
は
発
言
の
前
半
で
「
我
々
の
意
図
」
を
表
明
し
つ
つ
、
し
か
し
「
私
の
意
図
」
は
無
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
ま
た
こ
の
「
我
々
の
意
図
」
の
表
明
に
よ
っ
て
彼
は
十
分
に
自
分
の
行
為
を
合
理
化
す
る
事
が
出
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、

彼
が
不
可
解
な
発
言
を
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
発
言
を
シ
リ
ア
ス
に
受
け
取
る
と
、
上
記
の
定
義
と
の
衝
突
が
お
こ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

個
人
主
義
者
と
し
て
は
、
関
連
す
る
態
度
を
持
つ
の
は
グ
ル
ー
プ
の
代
表
だ
け
で
良
い
と
主
張
を
弱
め
る
こ
と
で
こ
の
批
判
に
一
応

応
答
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
っ
と
極
端
な
場
合
、「
グ
ル
ー
プ
の
内
の
誰
も
そ
う
意
図
し
て
な
い
の
に
、
グ
ル
ー
プ

は
そ
う
い
う
意
図
で
行
為
し
て
い
る
」と
い
う
事
態
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
事
を
ギ
ル
バ
ー
ト
が
示
唆
し
て
い
る（Gilbert[2000] 

pp.17-18

）。
ギ
ル
バ
ー
ト
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
た
状
況
に
や
や
変
更
を
加
え
た
以
下
の
様
な
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
た
い
（cf. 

柏
端

[2007] pp.158-159

）。

　

テ
ィ
ナ
と
レ
ナ
は
30
分
間
散
歩
し
よ
う
と
約
束
し
て
、
一
緒
に
散
歩
に
出
て
い
る
。
5
分
く
ら
い
経
っ
た
と
こ
ろ
で
テ
ィ
ナ

は
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
自
身
と
し
て
は
す
っ
か
り
歩
く
気
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
10
分
位
経
っ
た
と
こ
ろ
で
、
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テ
ィ
ナ
は
「
私
戻
る
わ
」
と
言
い
、
30
分
散
歩
し
よ
う
と
い
う
当
初
の
共
有
さ
れ
た
意
図
に
対
し
て
反
抗
す
る
。
し
か
し
こ
こ

で
レ
ナ
の
方
も
、「
実
は
あ
た
し
も
５
分
く
ら
い
前
か
ら
と
っ
く
に
散
歩
す
る
気
は
な
か
っ
た
の
よ
ね
」
と
返
す
。
そ
し
て
二
人

は
戻
っ
て
い
く
。

　

こ
の
場
合
、
歩
き
始
ま
っ
て
５
分
か
ら
10
分
の
5
分
間
に
、
個
人
的
に
は
も
う
そ
の
気
持
ち
は
無
か
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
テ
ィ
ナ

と
レ
ナ
に
散
歩
さ
せ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
当
初
の
共
有
さ
れ
た
意
図
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
５
分
間
の
う
ち
に
散
歩
の
理
由
を
聞

か
れ
た
場
合
、
テ
ィ
ナ
も
レ
ナ
も
「
私
た
ち
30
分
散
歩
す
る
こ
と
に
し
て
る
ん
で
」
と
答
え
る
こ
と
が
十
分
あ
り
う
る
。

　

 

「
従
っ
て
、
関
係
者
の
誰
も
そ
の
共
有
さ
れ
た
意
図
に
自
分
の
行
動
を
従
わ
せ
よ
う
と
個
人
的
に
は
意
図
し
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
こ
れ
し
よ
う
と
い
う
共
有
さ
れ
た
意
図
が
存
在
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（Gilbert[2000] p.18

）

　

ギ
ル
バ
ー
ト
の
こ
の
主
張
は
一
見
す
る
と
奇
妙
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
種
の
状
況
自
体
は
非
常
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。

「
互
い
に
遠
慮
し
合
っ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
論
な
ど
を
も
と
に
、
ギ
ル
バ
ー
ト
も

一
種
の
反
個
人
主
義
的
見
解
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
。

５
．
応
答

　

こ
こ
で
個
人
主
義
者
が
ギ
ル
バ
ー
ト
の
反
論
に
対
し
て
行
う
べ
き
こ
と
は
、
同
じ
シ
ナ
リ
オ
に
対
し
て
彼
女
た
ち
の
心
的
状
態
を
再

解
釈
し
て
、
個
人
主
義
の
枠
内
で
処
理
可
能
な
形
に
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
初
め
に
30
分
散
歩
し
よ
う
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と
い
う
意
図
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
互
い
の
個
人
的
な
意
図
が
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
の
言
う
よ
う

な
形
で
連
携
し
て
い
る
と
い
う
事
態
な
の
だ
と
個
人
主
義
的
に
考
え
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
こ
の
連
携
し
合
っ

た
二
つ
の
意
図
を
支
え
る
欲
求
の
変
化
と
し
て
解
釈
し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
再
解
釈
し
た
場
合
、
テ
ィ
ナ
及
び
レ
ナ
の
、
共

同
行
為
に
関
係
し
て
く
る
主
要
な
心
的
状
態
の
変
化
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
ろ
う
（
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
レ
ナ
の
方
の
対
応

す
る
心
的
状
態
の
内
容
は
省
略
す
る
。
ま
た
、
ア
ス
タ
リ
ス
ク
を
つ
け
る
こ
と
で
そ
れ
が
共
有
知
識
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
）。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
t0
：
歩
き
始
ま
る
前
】 

                                      
テ
ィ
ナ

レ
ナ

（
1
）
欲
求
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
欲
す
る

（
1'
）

　

こ
こ
で
、
約
束
を
交
わ
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
欲
求
（
1
）、（
1'
）
が
互
い
に
伝
え
ら
れ
、
信
念
（
2
）、（
2'
）
が
生
じ
、
こ

れ
ら
が
意
図
（
3
）
お
よ
び
（
3'
）
を
形
成
す
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
共
通
知
識
に
な
る
こ
と
で
、
意
図
の
共
有

が
達
成
さ
れ
た
も
の
と
し
よ
う
。
そ
し
て
実
際
に
行
為
が
始
ま
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
t1:

歩
き
始
ま
り
→
５
分
】

（
1
）
欲
求
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
欲
す
る*

（
1'
）*

（
2
）
信
念
：
私
は
「
レ
ナ
も
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
欲
す
る
」
と
信
じ
る*

（
2'
）*

（
3
）
意
図
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
意
図
す
る*

（
3'
）*

　

次
に
、
疲
れ
に
よ
り
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
欲
求
（
4
）
お
よ
び
（
4'
）
が
現
れ
る
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
（
1
）、（
1'
）
よ
り
も
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強
い
欲
求
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
t2
：
5
分
→
10
分
】

（
1
）
欲
求
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
欲
す
る*

（
1'
）*

（
2
）
信
念
：
私
は
「
レ
ナ
も
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
欲
す
る
」
と
信
じ
る*

（
2'
）*

（
3
）
意
図
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
す
る
」
こ
と
を
意
図
す
る*

（
3'
）*

（
4
）
欲
求
：
私
は
「
我
々
が
散
歩
し
な
い
」
こ
と
を
欲
す
る

（
4'
）

　

も
う
一
度
確
認
す
る
と
、（
3
）
お
よ
び
（
3'
）
は
個
人
的
な
意
図
で
あ
り
、
意
図
の
共
有
と
は
、（
3
）
お
よ
び
（
3'
）
が
適
切
な

仕
方
で
互
い
に
連
携
し
合
っ
て
い
る
状
況
を
指
す
。
t1
に
お
い
て
も
t2
に
お
い
て
も
、
あ
く
ま
で
（
1
）（
2
）（
3
）
が
テ
ィ
ナ
（
お

よ
び
レ
ナ
）
の
行
為
の
理
由
で
あ
る
。
t2
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
欲
求
（
4
）
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
欲
求
（
1
）
よ
り
も
弱
い
の
で
意
図

（
3
）
を
覆
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
欲
求
（
4
）
は
レ
ナ
に
、
欲
求
（
4'
）
は
テ
ィ
ナ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
t2
で

も
彼
女
達
は
散
歩
す
る
し
、
散
歩
の
理
由
を
聞
か
れ
た
場
合
両
者
と
も
「
私
た
ち30

分
散
歩
す
る
こ
と
に
し
て
る
ん
で
」
と
答
え
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
起
こ
る
テ
ィ
ナ
の
「
私
帰
る
わ
」
は
、
よ
り
強
く
な
っ
た
欲
求
（
4
）
の
表
明
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
は
欲
求
（
4
）
の
強

さ
が
欲
求
（
1
）
の
強
さ
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
発
話
に
よ
り
、
レ
ナ
の
信
念
（
2'
）
が
訂
正
さ
れ
る
。
そ
し
て
レ
ナ
の
発
言
「
実

は
あ
た
し
も
５
分
く
ら
い
前
か
ら
と
っ
く
に
散
歩
す
る
気
は
な
か
っ
た
の
よ
ね
」（
欲
求
（
4'
）
の
表
明
）
に
よ
っ
て
テ
ィ
ナ
の
信
念

（
2
）
も
訂
正
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
二
人
の
意
図
を
支
え
て
い
た
欲
求
や
信
念
が
変
化
し
、
当
初
成
立
し
て
い
た
意
図
の
共
有
も
解
消

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
再
解
釈
を
施
す
こ
と
で
、
ギ
ル
バ
ー
ト
の
シ
ナ
リ
オ
は
個
人
主
義
的
な
枠
組
み
の
中
で
適
切
に
処
理

さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
も
う
ひ
と
つ
論
点
が
あ
る
。
も
と
も
と
ギ
ル
バ
ー
ト
は
、
テ
ィ
ナ
の
「
私
帰
る
わ
」
と
い
う
発
話
は
個
人
的
な
意
図
を
表
出

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
発
話
は
30
分
散
歩
し
よ
う
と
い
う
当
初
の
共
有
さ
れ
た
意
図
に
対
し
て
「
反
抗
す
る
」
こ
と
だ
と
描
写
し
て

い
た
。
こ
の
発
話
が
反
抗
で
あ
る
以
上
は
、
発
話
の
時
点
に
お
い
て
反
抗
さ
れ
る
何
か
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ギ
ル
バ
ー
ト
に
と
っ

て
こ
の
反
抗
は
、
個
人
の
意
図
と
は
独
立
な
共
有
さ
れ
た
意
図
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
の
よ
う
な
再
解
釈
の
も
と
で

は
、
こ
の
発
話
は
意
図
で
は
な
く
欲
求
（
4
）
の
表
出
で
あ
り
、
共
有
さ
れ
た
意
図
と
は
意
図
（
3
）
と
意
図
（
3'
）
に
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
一
種
の
事
態
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
発
話
の
時
点
で
テ
ィ
ナ
の
意
図
（
3
）
を
支
え
て
い
た
欲
求
（
1
）
は
既
に
欲

求
（
4
）
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
て
い
る
。
今
、
最
も
強
い
欲
求
こ
そ
が
意
図
の
形
成
、
支
持
の
た
め
に
働
く
と
い
う
仮
定
を
置
く
と
す

る
と
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
意
図
（
3
）
は
消
滅
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
同
時
に
共
有
さ
れ
た
意
図
と
い
う
事
態
も
消

滅
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
よ
り
ギ
ル
バ
ー
ト
な
ら
、
テ
ィ
ナ
の
発
言
は
一
体
何
に
反
抗
し
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
主
張
す
る

だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
状
況
を
ギ
ル
バ
ー
ト
に
従
っ
て
「
反
抗
」
と
必
ず
描
写
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で

の
真
の
論
点
は
、「
私
帰
る
わ
」
と
い
う
発
話
が
、
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
、
十
分

に
説
明
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
テ
ィ
ナ
が
レ
ナ
を
気
に
し
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
発
話
を
行
っ
た
、
あ
る
い
は
行
わ
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
訳
は
何
な
の
か
。
こ
れ
を
説
明
す
る
と
い
う
課
題
が
個
人
主
義
者
に
は
残
さ
れ
る
。
次
節
に
続
く
。

６
． 

義
務
・
許
容
の
問
題

　

ギ
ル
バ
ー
ト
は
、
共
同
行
為
の
観
察
を
通
し
て
、
そ
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
、
上
で
検
討
し
た
「
対
応
す
る
個
人
の
意
図
の
欠
如
と

の
両
立
」
の
他
に
、
も
う
二
点
を
挙
げ
て
い
た
（Gilbert [2000] pp.16-17
）。
ひ
と
つ
は
、
共
同
行
為
に
お
い
て
関
与
者
は
共
有
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さ
れ
た
意
図
に
従
っ
て
行
為
す
る
義
務
が
あ
り
、そ
う
し
な
か
っ
た
相
手
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
義
務
基
準
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
意
図
と
い
う
心
的
状
態
の
本
性
と
し
て
、
一
度
形
成
し
た
意
図
に
は
従
う
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
共
同
行
為
に

お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
形
成
し
た
意
図
（「
我
々
が
X
す
る
」）
に
従
っ
て
行
為
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
基
準
は
ト
リ
ヴ
ィ

ア
ル
な
も
の
だ
と
議
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
意
図
の
本
性
か
ら
く
る
義
務
は
自
分
自
身
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
で
あ

り
、
そ
の
義
務
か
ら
は
相
手
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
権
利
は
生
ま
れ
な
い
。「
義
務
基
準
」
で
言
わ
れ
て
い
る
義
務
と
は
、

相
手
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
だ
と
い
う
点
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
関
与
者
が
義
務
に
従
わ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
他
の
関
与
者
が
そ
の
関
与
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
基
準
は
、
前
節
終
わ
り
で
見
た

事
例
に
か
か
わ
る
。
共
同
行
為
の
関
与
者
は
単
に
自
分
の
気
持
ち
を
変
え
た
だ
け
で
だ
け
で
一
方
的
に
共
同
行
為
を
終
了
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
相
手
の
許
可
を
必
要
と
す
る
と
い
う
「
許
容
基
準
」
で
あ
る
。
両
者
は
ど
ち
ら
も
一
種
の
規
範
性
に

か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
基
準
が
す
べ
て
の
共
同
行
為
の
特
徴
な
の
か
ど
う
か
は
確
か
に
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
狭
い
通
路
で
互
い

道
を
譲
り
あ
う
と
い
っ
た
、
極
め
て
小
規
模
で
一
瞬
の
共
同
行
為
に
お
い
て
、「
義
務
基
準
」
や
「
許
容
基
準
」
が
本
当
に
成
立
す
る

か
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。し
か
し
こ
れ
ら
の
基
準
が
自
然
に
当
て
は
ま
る
共
同
行
為
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

個
人
主
義
者
に
は
依
然
と
し
て
説
明
責
任
が
あ
る
。

　
「
義
務
基
準
」
に
関
連
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
（Bratm

an[1999a] pp.134-138

）。
約
束
や

合
意
を
典
型
と
す
る
よ
う
な
、
意
図
の
共
有
が
達
成
さ
れ
る
標
準
的
な
起
源
に
は
、
相
互
に
相
手
へ
自
分
の
行
為
を
期
待
さ
せ
る
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
意
図
的
に
期
待
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
事
が
、
そ
の
期
待
に
応
え
当
の
行
為
を
行
う
義

務
が
あ
る
こ
と
の
基
盤
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
義
務
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
、
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の

提
案
し
た
「
忠
誠
の
原
理
」
を
め
ぐ
る
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
引
き
合
い
に
出
す
。
我
々
は
計
画
す
る
行
為
者
だ
が
、
計
画
す
る
行
為
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者
は
未
来
の
出
来
事
に
基
づ
い
て
計
画
を
行
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
特
定
の
未
来
の
出
来
事
を
固
定
し
た
も
の
、
固
定
で
き
る
も

の
と
し
て
扱
え
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
特
定
の
事
柄
を
固
定
さ
せ
る
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
保
証
の

価
値
）。
そ
れ
ゆ
え
、
適
当
な
条
件
下
で
他
の
人
に
自
分
の
将
来
の
行
為
に
関
す
る
期
待
を
抱
か
せ
た
場
合
に
は
、
相
手
の
同
意
が
な

い
限
り
、
そ
の
期
待
さ
れ
た
行
為
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
忠
誠
の
原
理
）。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
は
以
上
の
議
論
の
有
効
性
に
関
し

て
は
態
度
を
保
留
す
る
が
、
と
に
か
く
こ
れ
に
類
す
る
何
ら
か
の
原
理
が
存
在
し
、
そ
れ
が
意
図
の
共
有
に
と
も
な
う
相
互
の
義
務
を

説
明
し
て
く
れ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
説
明
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
義
務
は
、
意
図
の
共
有
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
構
成
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ

の
義
務
は
、
意
図
の
共
有
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、「
義
務
基
準
」
が
要
求
す
る
規
範
性
は
、
標
準
的
な
起

源
に
よ
っ
て
意
図
の
共
有
に
頻
繁
に
伴
う
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
構
成
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
両
者
の
関
係
は
外
的
で

あ
る
（Bratm

an[1999a] pp.141
）。

　

こ
れ
と
同
じ
議
論
が
「
許
容
基
準
」
の
方
に
も
適
応
可
能
だ
ろ
う
。
元
々
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
テ
ィ
ナ
が
わ
ざ
わ
ざ
レ
ナ
を
気
に
し

て
「
私
帰
る
わ
」
と
言
っ
た
、
あ
る
い
は
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
な
の
か
。
答
え
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
二
人
は
、

も
と
も
と
の
意
図
の
共
有
を
約
束
に
よ
っ
て
達
成
さ
せ
る
際
、
相
手
に
自
分
の
行
為
を
期
待
さ
せ
て
お
り
（
2'
）、
こ
の
期
待
を
裏
切

る
の
は
忠
誠
の
原
理
違
反
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
テ
ィ
ナ
は
「
私
帰
る
わ
」
と
い
う
発
話
で
レ
ナ
の
信
念
を
訂
正
し
、
許
可
を
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
忠
誠
の
原
理
の
適
用
範
囲
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
で
共
同
行
為
の
持
つ
規
範
性
の
問
題
は
個
人
主
義
の
枠
内
で
一
貫
し
た
形
で
説
明
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

７
．
ひ
と
つ
の
行
為
者
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で
は
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
共
同
行
為
の
規
範
性
の
説
明
は
、
は
た
し
て
適
切
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ギ
ル
バ
ー
ト
は
適
切
で
な
い
と

言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
に
と
っ
て
、
共
同
行
為
と
義
務
と
の
結
び
つ
き
は
内
的
、
あ
る
い
は
「
概
念
的
」（Gilbert[2000] p17

）

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ギ
ル
バ
ー
ト
は
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
議
論
を
示
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
主
張
に
尤
も
ら
し
さ
が
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
、
本
稿
冒
頭
で
も
確
認
し
た
、
共
同
行
為
に
お
い
て
関
与
者
は
ひ
と
つ
の
行
為
者
を
構
成

し
て
い
る
と
い
う
理
解
だ
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
論
じ
て
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
と
つ
の
行

為
者
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
意
図
と
の
関
連
に
お
い
て
少
な
く

と
も
次
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
い
ま
、
私
が
何
か
手
と
足
を
同
時
に
使
う
運
動
を
意
図
し
て
い
る
場
合
、
私

の
部
分
で
あ
る
手
と
足
は
、
私
が
ま
と
も
な
行
為
者
で
あ
る
限
り
、
そ
の
意
図
の
も
と
に
適
切
に
動
く
べ
き
で
あ
り
、
手
が
手
の
好
き

な
よ
う
に
、
足
が
足
の
好
き
な
よ
う
に
動
く
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
仮
に
手
だ
け
が
本
人
の
意
志
か

ら
完
全
に
独
立
し
て
動
く
よ
う
な
人
物
が
い
た
場
合
、
こ
の
手
は
彼
の
身
体
の
一
部
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
手
が
行
っ
た

こ
と
を
彼
の
行
為
で
あ
る
と
は
我
々
は
言
い
た
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
例
え
ば
私
の
目
の
前
に
い
る
鳩
は
、
実
際
に
掴
ん
だ
り
し

な
い
か
ぎ
り
、
意
図
し
た
だ
け
で
は
決
し
て
動
か
な
い
し
、
か
え
っ
て
鳩
は
鳩
の
好
き
な
よ
う
に
動
く
の
だ
か
ら
、
こ
の
鳩
は
行
為
者

と
し
て
の
私
の
部
分
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
行
為
者
の
諸
部
分
は
、
あ
る
意
図
の
も
と
で
そ
の
意
図
と
整
合

的
な
ふ
る
ま
い
を
し
う
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
逆
に
あ
る
意
図
の
も
と
で
そ
の
意
図
と
整
合
的
な
ふ
る
ま
い
を
し
う
る
も
の
の

み
が
ひ
と
つ
の
行
為
者
を
形
成
す
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
以
上
は
ひ
と
つ
の
行
為
者
と
い
う
概
念
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
た
行
為
者
と
い
う
概
念
に
従
え
ば
、
共
同
行
為
の
場
合
、
義
務
条
件
の
表
現
す
る
よ
う
な
関
与
者
の
ふ
る
ま
い
に
関
す
る
規
範
性

は
、
そ
も
そ
も
関
与
者
た
ち
が
ひ
と
つ
の
行
為
者
で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
構
成
的
な
概
念
的
要
請
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
諸

個
人
は
自
由
な
行
為
者
だ
が
、
自
分
た
ち
を
共
同
行
為
の
主
体
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
主
体
の
意
図
と
整

合
的
な
ふ
る
ま
い
を
す
べ
き
な
の
で
、
義
務
条
件
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
相
互
的
な
規
範
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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「
許
容
条
件
」
に
関
し
て
も
類
似
の
指
摘
が
で
き
る
。
前
節
で
み
た
「
勝
手
に
帰
る
」
事
例
と
「
許
可
を
取
る
」
事
例
と
の
間
に
あ

る
違
い
を
、
共
同
行
為
に
と
っ
て
は
外
的
な
配
慮
の
あ
る
な
し
だ
と
説
明
す
る
こ
と
は
確
か
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
共
同
行
為
と

は
ひ
と
つ
の
行
為
者
が
行
う
行
為
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
的
な
行
為
の
事
例
と
対
応
さ
せ
て
説

明
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
テ
ィ
ナ
が
勝
手
に
帰
っ
た
場
合
、
共
同
行
為
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
人
で
行
う
行

為
が
、
外
的
要
因
に
よ
っ
て
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
ケ
ー
ス
と
対
応
す
る
。
一
方
で
、
テ
ィ
ナ
の
発
言
を
う
け
て
レ
ナ
も
自
ら
の
欲
求
を

表
明
し
、
同
意
の
う
ち
に
意
図
の
共
有
が
解
消
さ
れ
た
場
合
、
共
同
行
為
は
失
敗
す
る
わ
け
で
は
無
く
た
だ
終
了
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
個
人
が
熟
慮
の
上
で
意
図
を
撤
回
し
、
行
為
を
終
了
す
る
ケ
ー
ス
と
対
応
す
る
。
一
人
で
行
う
行
為
の
場
合
、
こ
の
二
つ
の
行
為

の
終
わ
り
方
の
性
格
は
明
ら
か
に
異
な
る
し
、
そ
の
異
な
り
方
は
、
意
図
の
消
え
方
と
い
う
意
図
に
内
在
す
る
特
徴
の
み
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
翻
っ
て
共
同
行
為
の
ほ
う
の
説
明
に
際
し
て
も
、
一
人
の
行
為
者
と
い
う
理
解
を
掬
う
な
ら
、
同
じ
よ
う
な
形
で
こ

の
違
い
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
ブ
ラ
ッ
ト
マ
ン
が
行
っ
た
説
明
で
は
こ
の
対
応
は
成
り
立
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
規
範

性
と
、
意
図
の
共
有
ひ
い
て
は
共
同
行
為
と
の
間
の
関
係
が
外
的
関
係
で
あ
る
と
さ
れ
た
以
上
、
規
範
性
の
あ
る
な
し
が
共
同
行
為
の

終
了
の
仕
方
に
、
個
人
の
行
為
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
影
響
を
与
え
る
と
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。

８
．
結
論

　

少
な
く
と
も
多
く
の
共
同
行
為
に
は
独
特
の
規
範
的
側
面
が
伴
う
。
個
人
主
義
者
は
意
図
の
共
有
を
複
数
の
意
図
が
う
ま
く
か
み
合

っ
て
い
る
事
態
、
共
同
行
為
を
複
数
の
行
為
が
う
ま
く
か
み
合
っ
て
い
る
事
態
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
規
範
性
を
、
共
同
行
為
そ
の
も

の
に
は
外
的
な
問
題
と
し
て
処
理
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
共
同
行
為
は
ま
さ
し
く
我
々
と
い
う
ひ
と
つ
の
行
為
者

の
行
為
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
理
解
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
批
判
を
検
討
し
、
退
け
て
き
た
が
、
個
人
主
義
者
の
難
点
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は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
個
人
主
義
は
規
範
性
の
問
題
に
対
し
一
応
筋
の
通
っ
た
説
明
を
与
え
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
が
、
共
同
行

為
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
を
う
ま
く
反
映
し
た
適
当
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
に
付
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
以
上

が
本
論
の
結
論
で
あ
る
。
規
範
性
を
め
ぐ
る
困
難
に
応
え
る
た
め
に
は
、
行
為
者
と
い
う
概
念
に
関
し
て
さ
ら
に
考
察
し
、
共
同
行
為

を
個
人
の
行
為
と
適
切
な
仕
方
で
対
応
し
た
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
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