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（
２
）
手

却
概
観

先
述
の
通
り
、
言
異
巴
が
想
定
す
る
人
間
像
は
、
手
段
的
理
性
に
従
っ
て
行
動
す
る
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う

な
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
規
範
の
導
入
段
階
に
お
け
る
共
同
立
法
者
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
る
に
際
し
て
、
中
立
的
な
態
度
を
と
ら
せ
る

た
め
に
、
「
無
知
の
ベ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
装
置
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
蚕
昌
時
は
、
こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
た
「
合
理
的
な
エ
ゴ
イ

ス
ト
」
は
規
範
が
導
入
さ
れ
た
後
も
、
「
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
現
実
に
緊
急
避
難
が
問
題
と
な
る
具
体
的
場
面
に

お
い
て
、
実
際
に
規
範
を
遵
守
し
、
他
者
の
避
難
行
為
の
た
め
に
自
己
の
財
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
甘
受
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生

切
本
見
解
に
対
す
る
批
判

三
検
討

四
む
す
び

手
段
的
理
性
（
旨
の
胃
昌
の
昌
の
匡
の
ぎ
ｇ
目
津
）
と
個
別
事
例
に
お
け
る
義
務
の
根
拠
付
け

２

（
１
）
序
論

以
上
の
よ
う
な
こ
の
具
の
］
の
見
解
に
対
し
本
格
的
な
検
討
を
加
え
た
蚕
三
房
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
人
間
の
顕
著
な
特

質
で
あ
る
こ
と
は
、
行
動
生
物
学
的
研
究
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
賢
明
な
自
己
利
益
に
よ
る
論
証
は
、
堅
固
な
人

類
学
的
基
礎
に
依
拠
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
（
２
）
。
し
か
し
規
範
的
な
観
点
か
ら
は
、
言
具
の
］
説
は
、
一
方
で
は
「
具
体
性
に
乏
し
く
（
目

雲
の
己
叩
六
○
国
胃
の
こ
」
、
他
方
で
「
一
般
性
に
乏
し
い
（
園
屋
君
の
己
函
四
匡
叩
の
ョ
の
旨
）
」
と
し
て
、
多
方
面
か
ら
の
批
判
を
向
け
て
い
る
（
３
）
。
以
下
、

そ
の
批
判
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。



肋
匿
名
的
な
大
規
模
社
会

こ
の
観
点
か
ら
の
批
判
は
、
そ
も
そ
も
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
未
来
志
向
的
か
過
去
志
向
的
か
と
い
う
問
題
提
起
か
ら
出
発
す
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
賢
明
、
す
な
わ
ち
手
段
的
理
性
に
の
み
基
づ
い
て
行
動
す
る
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
、
他
者
の
緊
急
状
況
に
お
い
て
自
己
の
財

の
犠
牲
の
甘
受
に
つ
い
て
応
じ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
際
し
、
将
来
の
見
返
り
が
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
と
、
過
去
に
お
い
て

恩
恵
を
被
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
の
い
ず
れ
を
基
準
と
す
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
社
会
学
に
お
け
る
ゲ
ー
ム
理

論
的
モ
デ
ル
の
説
明
内
容
に
関
す
る
議
論
に
よ
れ
ば
、
「
賢
明
に
基
づ
く
論
証
の
タ
イ
プ
に
特
有
の
未
来
志
向
性
（
旨
百
百
津
の
言
后
吋
夢
の
茸
）
」

ず
る
と
い
う
（
４
）
。
す
な
わ
ち
「
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
、
一
定
の
内
容
を
持
っ
た
法
秩
序
の
導
入
前
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
導
入
後
も
、

こ
の
理
論
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
社
会
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
変
更
さ
れ
な

い
以
上
、
締
結
前
と
は
異
な
る
動
機
的
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
、
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
（
筆
者
注
ｌ
引
用

部
分
に
つ
い
て
は
、
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
表
記
さ
れ
て
い
る
単
語
に
傍
点
を
付
す
る
。
以
下
同
じ
・
）
」
の
で
は
な
い
か
。
換
言
す
る
と
、
「
比
輸

的
に
言
え
ば
『
無
知
の
ベ
ー
ル
」
が
取
り
去
ら
れ
た
際
、
す
な
わ
ち
二
人
の
者
が
具
体
的
な
緊
急
避
難
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
、
自
ず
か
ら
各
々

の
役
割
を
知
る
際
に
も
、
唯
一
の
決
定
的
な
要
素
は
手
段
的
理
性
で
あ
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
「
具
体
的
な
個
別
行
為
の
判
断
に
際
し
て
、

暗
黙
の
う
ち
に
、
厳
格
な
法
律
遵
守
の
承
認
に
転
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
は
ず
で
あ
る
。
「
ま
さ
に
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、

援
助
を
頼
ま
れ
た
者
に
対
し
、
彼
が
援
助
を
望
む
者
に
対
し
て
連
帯
義
務
を
負
う
こ
と
を
根
拠
付
け
る
こ
と
で
あ
る
」
が
、
合
理
的
な
エ
ゴ
イ

ス
ト
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
前
提
と
す
る
限
り
、
「
規
範
と
動
機
の
間
に
は
依
然
と
し
て
内
部
的
な
関
連
性
は
存
在
し
な
い
」
（
５
）
こ

と
と
な
り
、
「
そ
の
結
果
、
重
大
な
根
拠
付
け
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
６
）
。
以
上
の
こ
と
を
悪
君
］
房
は
、
匿
名
的

な
大
規
模
社
会
、
自
力
に
よ
る
連
帯
要
求
の
貫
徹
、
小
規
模
な
集
団
と
い
う
具
体
例
を
挙
げ
て
論
証
し
て
い
る
。
以
下
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て

い
く
こ
と
に
す
る
。
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４

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
７
）
。
社
会
学
者
の
き
］
匡
切
は
、
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
行
動
の
根
拠
は
「
回
顧
的
特
性
を
備
え
て

い
る
（
目
○
重
四
目
の
、
の
冒
己
）
わ
け
で
は
決
し
て
な
」
く
、
む
し
ろ
「
専
ら
展
望
的
（
く
○
曽
普
房
、
の
冨
旦
）
」
で
あ
る
と
す
る
（
８
）
。
こ
の
よ
う

な
軍
。
匡
尉
の
分
析
を
踏
ま
え
、
諒
雲
匡
云
は
、
賢
明
モ
デ
ル
を
前
提
と
す
る
限
り
、
連
帯
義
務
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
互
恵
思
想
に
つ
い
て
も
「
未

来
関
係
的
（
旨
三
○
ｇ
ｍ
号
吋
冒
言
国
葬
号
の
園
○
ｍ
の
弓
の
茸
）
」
に
の
み
定
式
化
さ
れ
う
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
私
の
今
の
義
務
づ
け
を
根
拠
付
け

る
た
め
に
私
に
対
し
て
提
示
さ
れ
う
る
の
は
、
従
前
の
自
分
自
身
に
よ
る
義
務
づ
け
行
為
で
も
な
け
れ
ば
、
私
が
過
去
に
、
他
者
の
連
帯
に
対

す
る
期
待
か
ら
発
し
て
い
る
負
担
軽
減
作
用
か
ら
利
益
を
得
た
と
い
う
事
情
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
も
し
私
が
今
非
連
帯
的
な
態
度
を
示

せ
ば
、
私
自
身
の
将
来
の
見
通
し
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
に
尽
き
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
「
詳
述
す
れ
ば
、
私
が

今
連
帯
し
な
け
れ
ば
、
私
が
緊
急
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
、
他
人
も
ま
た
私
に
連
帯
を
示
さ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
正
確
に
言
え
ば
、
私
の
今
の
行
動
に
対
す
る
直
接
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
、
他
者
が
こ
の
態
度
を
、
遠
い
将
来
に
ｌ
再
び

遭
遇
し
、
私
が
再
び
救
助
者
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
際
ｌ
、
お
そ
ら
く
再
度
、
非
連
帯
的
な
態
度
を
示
す
で
あ
ろ
う
こ
と
の
兆
候
と
み

な
す
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
９
）
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
未
来
志
向
的
な
モ
デ
ル
を
採
用
し
た
場
合
、
連
帯
義
務
の
根
拠
付
け
の
限
界
に
生
ず
る
と
い
う
。
蚕
三
房
は
、
「
『
未
来

の
影
（
、
富
合
君
○
閉
夢
の
昏
目
門
の
）
』
（
皿
）
は
き
わ
め
て
長
い
」
こ
と
か
ら
、
寄
員
ョ
凹
弓
が
い
う
よ
う
に
「
『
不
協
和
と
い
う
短
期
的
イ
ン
セ
ン
テ
イ

ヴ
（
号
。
胃
Ｉ
計
の
昌
旨
ｏ
の
国
ご
く
の
百
○
計
８
８
．
つ
の
局
胃
の
）
』
（
ｕ
）
を
凌
ぎ
、
他
者
に
対
す
る
連
帯
の
投
資
の
見
返
り
を
受
け
る
に
は
、
当
該
社
会

的
関
係
が
十
分
に
継
続
的
な
も
の
で
な
ら
な
い
」
し
、
ま
た
、
「
成
員
の
行
動
に
関
す
る
豊
富
な
情
報
に
つ
い
て
「
十
分
な
透
明
性
が
確
保
さ

れ
て
』
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
自
分
が
あ
る
成
員
に
対
し
て
非
連
帯
的
な
行
動
を
と
れ
ば
、
そ
れ
が
他
の
成
員
に

知
り
渡
る
と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
、
．
…
：
現
実
に
連
帯
的
に
行
為
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
賢
明
の
観
点
か
ら
の
）
根
拠
を
有
す
る
」
か
ら
で

あ
る
（
ｇ
ｏ
し
か
し
現
代
の
「
匿
名
的
な
大
規
模
社
会
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
む
し
ろ
自
分
が
緊
急
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
、
自
分
の
過
去
を
知
っ
て
い
る
者
と
遭
遇
す
る
こ
と
は
「
き
わ
め
て
稀
な
こ
と
」
で
あ
る
。
そ



⑪
自
力
に
よ
る
連
帯
要
求
の
貫
徹
？

し
た
が
っ
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
者
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
な
る
こ
と
を
誘
惑
さ
れ
う
る
以
上
は
、
現
実
に
連
帯
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
者
が
他
者

の
連
帯
要
求
を
不
当
な
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
の
は
、
賢
明
の
観
点
か
ら
は
、
も
っ
と
も
な
根
拠
（
ぬ
旨
の
毎
冒
号
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」

と
さ
え
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
が
緊
急
状
況
に
陥
っ
た
際
に
そ
の
見
返
り
を
十
分
に
期
待
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
行
投
資
を
義
務

づ
け
ら
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
（
冒
冒
目
眉
）
と
考
え
る
こ
と
に
は
十
分
な
合
理
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
旧
）
。

も
っ
と
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
分
が
緊
急
状
況
に
陥
っ
た
際
に
は
、
無
断
で
他
人
の
財
物
を
用
い
る
な
ど
し
て
、
自
力
で
連
帯
要
求
を
貫
徹

す
れ
ば
済
む
の
だ
か
ら
、
見
返
り
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
、
し
た
が
っ
て
上
記
の
よ
う
な
憂
慮
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
考

え
ら
れ
得
る
。
し
か
し
ぎ
三
房
は
、
以
下
の
一
一
つ
の
理
由
か
ら
、
か
か
る
反
論
も
妥
当
で
な
い
と
い
う
（
略
）
。

ま
ず
第
一
に
、
（
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
法
を
前
提
と
し
た
話
で
は
あ
る
が
（
Ⅳ
）
）
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
一
一
一
一
一
三
条
Ｃ
に
お
い
て
は
、
連
帯

義
務
が
単
な
る
甘
受
で
は
な
く
、
積
極
的
な
救
助
に
ま
で
及
ん
で
い
る
た
め
、
自
力
で
連
帯
要
求
を
貫
徹
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
第

二
に
、
各
人
が
緊
急
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
連
帯
要
求
を
自
力
で
な
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
避
難
行
為
に
対
抗
す
る
相
手
方
の
身
体
能
力
や
、

避
難
行
為
に
対
抗
し
た
場
合
に
お
け
る
処
罰
の
可
能
性
を
心
中
で
留
保
し
て
い
る
か
否
か
と
い
っ
た
偶
然
の
事
情
に
作
用
さ
れ
る
と
い
う
側
面

こ
で
、
む
し
ろ
個
々
人
に
と
っ
て
合
理
的
な
の
は
、
「
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
（
『
嵐
詳
言
の
耳
註
胃
の
門
）
」
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
は
連
帯
的
に

行
為
し
な
い
が
、
自
分
が
困
っ
た
と
き
は
他
人
に
連
帯
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
咽
）
。

こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
は
、
「
全
員
が
適
切
に
振
る
舞
え
ば
そ
の
よ
う
な
憂
慮
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
反
論
が
あ
り
得
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
は
様
々
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
膨
大
な
社
会
的
交
流
を
超
え
て
、
援
助
の
獲
得
と
提
供
の
平
等
性
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
一
般

化
さ
れ
た
互
恵
性
（
の
ｇ
の
圃
匡
巴
の
目
の
詞
の
昌
胃
○
国
威
三
ｍ
の
。
①
局
巴
旨
の
１
吋
の
旦
胃
。
巳
ご
）
」
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
タ
イ
プ
の
互
恵
性

は
、
手
段
的
理
性
だ
け
で
十
分
に
担
保
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
（
Ｍ
）
。

５
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を
持
つ
。
こ
う
し
た
不
確
定
要
素
に
鑑
み
れ
ば
、
賢
明
に
基
づ
く
連
帯
義
務
の
根
拠
付
け
は
、
窓
意
的
な
想
定
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
と
す
る
（
肥
）
。

ま
た
、
賢
明
モ
デ
ル
を
一
貫
し
て
適
用
す
れ
ば
、
一
一
つ
の
「
極
め
て
重
要
性
の
高
い
人
的
集
団
」
が
諸
義
務
と
諸
権
利
を
生
み
出
す
互
恵
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ま
ず
一
方
の
人
的
集
団
で
あ
る
「
お
よ
そ
他
人
の
助
け
を
要
し
な
い
強
者
」
の
連
帯
義
務
を

賢
明
に
基
づ
い
て
論
証
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
裕
福
な
銀
行
家
が
、
あ
る
村
の
郊
外
に
あ
る
石
造
り
の
屋
敷
で
生

活
し
て
い
た
と
い
う
場
合
、
こ
の
銀
行
家
は
、
村
人
が
木
造
家
屋
の
火
事
を
消
す
た
め
に
、
自
分
の
た
め
池
の
水
を
使
う
こ
と
を
甘
受
す
る
動

機
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
仮
に
こ
の
強
者
が
あ
る
程
度
他
人
の
助
力
を
頼
む
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
で
も
、
彼
が
他
人
の

助
け
を
頼
む
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
連
帯
要
求
も
比
較
的
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
賢
明
の
観
点
に
照
ら
せ
ば
、

特
に
援
助
の
能
力
が
高
い
者
（
目
の
す
①
の
○
三
の
胃
の
震
馬
の
甑
三
ｍ
ｇ
）
は
お
よ
そ
互
恵
関
係
に
入
ら
な
い
か
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
（
し
か
し
通
常

は
弱
者
に
と
っ
て
は
不
十
分
な
）
程
度
で
の
み
当
該
関
係
に
『
入
る
よ
う
動
機
付
け
ら
れ
る
（
宮
。
の
旨
］
○
呉
の
ロ
）
』
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け

う
の
で
あ
る
⑳
。

６

⑪
小
規
模
な
集
団

も
っ
と
も
匿
名
的
な
大
規
模
社
会
に
限
ら
ず
、
全
成
員
を
把
握
で
き
る
ほ
ど
の
小
規
模
グ
ル
ー
プ
を
前
提
と
し
て
も
、
手
段
的
理
性
に
よ
っ

て
連
帯
義
務
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
、
諸
事
例
を
挙
げ
つ
つ
論
証
す
る
（
四
）
。

ま
ず
、
「
も
は
や
未
来
の
な
い
者
に
は
、
他
者
に
対
し
て
連
帯
を
示
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
い
う
。
例
え
ば
、
「
身
寄
り

の
な
い
帥
歳
の
重
病
人
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
賢
明
な
自
己
利
益
の
観
点
か
ら
、
緊
急
避
難
に
基
づ
く
侵
害
の
甘
受
を
義
務
づ
け
る
こ
と

が
出
来
よ
う
か
」
と
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
者
は
未
来
に
対
し
て
何
ら
の
期
待
も
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
手
段
主
義
者
の
見
地
か
ら
は
、
お
よ

そ
過
去
に
他
者
か
ら
受
け
た
恩
恵
を
は
一
切
考
慮
し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
連
帯
義
務
を
賢
明
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い



肋
刑
罰
論
と
の
関
係

さ
ら
に
蚕
三
房
は
、
緊
急
避
難
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
手
段
的
理
性
構
想
は
、
そ
れ
を
「
個
々
の
法
制
度
の
レ
ベ
ル
の
上
位
に
あ
る
刑

法
的
な
体
系
的
諸
要
素
（
、
耳
四
陣
の
。
茸
匡
号
の
蟹
の
計
の
ョ
の
』
の
ョ
の
貝
の
）
」
に
適
用
し
た
と
き
に
至
る
帰
結
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
不
当
性
が
明
ら
か

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
価
値
論
的
統
一
性
の
要
請
」
か
ら
は
、
賢
明
な
自
己
利
益
論
の
根
に
あ
る
図
式
が
、
体
系
全
体
、
特
に
、
そ

の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
人
格
性
理
解
令
の
局
の
○
目
］
茸
蟹
の
く
の
刷
威
己
己
の
）
に
お
い
て
一
般
化
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
手
段
的
理
性
モ

デ
ル
は
こ
の
要
請
を
充
足
し
え
な
い
と
す
る
兎
）
。

手
段
的
理
性
モ
デ
ル
が
前
提
と
す
る
人
格
性
理
解
の
不
当
性
が
顕
著
に
表
れ
る
の
は
刑
罰
根
拠
論
で
あ
る
と
い
う
。
手
段
的
理
性
の
観
点
を

貫
徹
す
れ
ば
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
人
格
は
「
冷
徹
な
打
算
家
（
言
ご
訂
］
宮
屋
の
儲
の
己
の
邑
詳
ｏ
言
の
局
）
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
徹
な
打
算
家
が
、

犯
罪
に
出
る
の
を
思
い
と
ど
ま
る
契
機
は
、
「
犯
罪
実
行
に
伴
う
リ
ス
ク
が
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
を
は
る
か
に
上
回
る
」
か
ら
で
あ
る
。

（
３
）
手

却
概
観

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
別
）
。

ま
た
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
を
前
提
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
身
体
的
な
障
害
あ
る
い
は
社
会
的
地
位
な
ど
を
理
由
に
「
継
続
的
に
弱
者
で
あ

る
た
め
、
効
果
的
な
連
帯
に
よ
る
援
助
が
期
待
し
え
な
い
者
」
を
、
互
恵
関
係
に
受
け
入
れ
る
動
機
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
も
い
う
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
る
者
が
互
恵
関
係
に
参
加
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
他
者
に
と
っ
て
彼
は
有
用
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
特
に
援
助
を
必
要
と
す
る
者
（
＆
の
す
①
の
○
且
の
局
の
雲
］
夢
の
言
局
津
狩
の
ロ
）
」
も
賢
明
を
基
礎
と
す
る
モ
デ
ル
か
ら
脱
落
す
る
と
い

う
帰
結
に
至
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
局
こ
の
モ
デ
ル
は
、
中
程
度
の
リ
ス
ク
階
級
（
固
め
房
○
画
凹
め
の
①
）
を
一
方
的
に
優
遇
し
、

い
わ
ば
中
階
級
的
シ
ナ
リ
オ
を
展
開
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
兎
）
。

手
段
的
理
性
が
刑
法
理
論
全
体
に
与
え
る
影
響

７
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
論
は
、
句
の
匡
の
号
四
号
の
心
理
強
制
説
に
他
な
ら
な
い
た
め
、
本
見
解
が
に
向
け
ら
れ
て
い
る
批
判
の
全
て
を
甘
受

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
意
の
号
が
い
う
よ
う
に
（
鯉
）
、
例
え
ば
数
百
マ
ル
ク
を
得
る
た
め
に
殺
人
を
犯
す
者
に
対
し
て
は
、

数
千
マ
ル
ク
の
罰
金
刑
で
十
分
威
嚇
効
果
を
発
揮
す
る
の
に
対
し
、
人
的
関
係
の
獲
得
や
地
位
を
高
め
る
た
め
に
名
誉
殴
損
を
犯
す
者
に
対
し

て
は
数
年
間
の
自
由
刑
に
よ
っ
て
初
め
て
威
嚇
効
果
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
既
に
心
理
強
制
説
の
明
ら
か
な
問
題
点
を
抱
え
込
ま
ざ

る
を
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
弱
）
。

８

⑪
合
法
性
の
相
対
化

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
最
終
的
に
は
手
段
主
義
モ
デ
ル
に
対
す
る
自
由
論
的
に
中
心
的
な
批
判
に
至
る
と
い
う
。
功
利
主
義
的
な
プ

レ
ー
ヤ
ー
と
同
じ
よ
う
に
、
手
段
主
義
的
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
、
彼
の
同
胞
を
「
法
的
人
格
（
詞
の
。
三
号
の
３
。
ｐ
）
」
、
つ
ま
り
「
独
自
の
根
源
的
な
法

的
地
位
の
主
体
（
巨
富
ウ
の
局
○
国
四
国
胃
の
門
の
品
の
。
の
吋
詞
の
。
言
の
己
○
巴
画
○
口
の
ご
）
」
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
他
者
の
地

位
は
、
も
っ
ぱ
ら
手
段
主
義
者
自
身
が
幸
福
に
対
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
る
か
否
か
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
地
位
は
「
原
理

的
に
（
胃
旨
昌
亘
の
巨
）
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
」
と
な
る
と
い
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
（
あ
る
侵
害
か
ら
生
ず
る
社
会
的
な
不
安
定
化
に

関
し
て
）
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
評
価
し
た
結
果
、
「
割
に
合
わ
な
い
取
引
」
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
他
者
に
配
慮
す
る
義
務
を
手
段
主
義

者
に
納
得
の
い
く
形
で
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
結
局
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
の
基
礎
付
け
を
「
賢
明
な
自

己
利
益
」
に
求
め
る
説
は
、
い
わ
ば
産
湯
と
一
緒
に
子
供
ま
で
流
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
付
け
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の

事
柄
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
「
個
別
的
な
法
制
度
を
論
じ
る
の
に
、
合
法
性
角
の
○
三
匡
。
三
の
茸
）
を
相
対
化
す
る
フ

リ
ー
。
ハ
ス
を
一
般
的
に
発
行
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
元
）
。



（
４
）
賢
明
な
自
己
利
益
説
の
原
理
的
不
当
性
？

但
し
、
で
皇
］
房
は
、
賢
明
な
自
己
利
益
の
図
式
が
、
「
原
理
的
に
不
正
統
（
胃
旨
昌
亘
の
巨
肖
国
の
巴
ご
ョ
）
」
な
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
。
な
ぜ
な
ら
、
蚕
薗
信
が
い
う
よ
う
に
（
”
）
、
そ
も
そ
も
共
同
体
の
規
範
設
定
者
が
規
範
の
名
宛
人
に
、
当
該
規
範
が
「
個
々
人
の
幸

福
室
ｏ
亘
）
を
促
進
す
る
利
益
」
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
な
け
れ
ば
、
規
範
を
実
際
に
社
会
に
適
用
す
る
こ
と
は
困
難

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
規
範
的
観
点
か
ら
も
、
「
正
し
く
理
解
さ
れ
た
幸
福
（
胃
の
。
言
く
の
尉
冨
己
の
国
の
の
ぎ
三
）
」
を
援
用
す
る
こ
と
は

正
当
で
あ
る
と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
幸
福
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
現
実
的
法
的
自
由
に
不
可
欠
の
可
能
化
の
条
件
（
旨
く
①
同
旨
三
宮
門
の

因
昌
長
屋
ｏ
言
眉
吾
①
＆
眉
目
、
局
の
巴
の
吋
局
の
○
三
匡
呂
の
吋
卑
の
夢
の
言
）
だ
か
ら
で
あ
る
（
羽
）
。

し
た
が
っ
て
、
賢
明
な
自
己
利
益
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
題
性
は
あ
く
ま
で
も
、
政
治
哲
学
者
の
【
の
門
の
ご
肩
が
言
う
よ
う
に
（
”
）
、

手
段
主
義
的
な
「
評
価
一
元
論
（
国
の
君
の
吋
目
品
の
ョ
。
己
の
言
の
）
」
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
手
段
主
義
的
思
考
は
、
「
規
範
の
（
完
全
に
有
意

義
な
）
動
機
付
け
の
根
拠
を
規
範
の
義
務
化
の
根
拠
と
取
り
違
え
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
に
は
我
々
の
刑
罰
秩
序
、
各
論
的
に
は
正
当
化
的

緊
急
避
難
規
定
が
基
礎
と
し
て
い
る
普
遍
的
に
設
定
さ
れ
た
意
味
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
解
消
し
得
な
い
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
」
点
こ
そ
が

問
題
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
手
段
主
義
的
評
価
一
元
論
は
、
そ
の
頑
な
さ
ゆ
え
に
、
【
の
胃
の
ご
品
が
い
う
よ
う
に
（
卯
）
、
「
現

代
の
生
粋
の
原
理
主
義
（
冨
○
言
。
言
○
三
の
門
田
目
ｇ
ョ
の
ロ
薗
匡
切
冒
の
。
の
再
三
。
Ｑ
の
ｇ
の
）
」
、
す
な
わ
ち
「
精
神
の
物
理
主
義
者
的
放
逐
の
道
徳
的
な

い
し
社
会
的
悪
魔
払
い
主
義
的
な
片
割
れ
（
ョ
○
国
］
ｌ
匡
且
の
。
且
巴
の
×
ｏ
層
尉
巨
の
号
①
の
①
、
の
ロ
の
ａ
呉
旦
の
吋
己
ご
巴
宙
匡
、
ロ
の
号
の
口
舌
の
耳
の
号
目
、

号
の
⑦
の
房
８
ｍ
）
」
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
（
訓
）
。

（
５
）
反
論

な
お
悪
三
房
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
イ
ー
の
出
版
後
に
出
さ
れ
た
反
論
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
卑
四
呈
三
の
『
の
局
に
よ
れ
ば
、
「
個
々

の
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
新
た
な
倉
の
こ
の
の
）
も
の
に
基
づ
い
て
義
務
づ
け
が
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
義
務
は
法
律
、
つ
ま
り
こ

９
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あ
る
と
い
う
。

５
．
公
正

⑳
内
容

の
場
合
に
は
刑
法
第
三
四
条
及
び
民
法
九
○
四
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
と
射
程
は
『
無
知
の
ベ
ー
ル
』
の
中
で
、
市
民
の
事

前
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
り
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
苑
）
。

む
し
ろ
「
利
益
衝
突
、
す
な
わ
ち
個
別
の
具
体
的
ケ
ー
ス
に
お
い
て
自
己
の
利
益
を
放
棄
す
る
の
を
望
ま
な
い
こ
と
は
緊
急
避
難
の
構
造
的

メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
」
と
さ
え
い
う
。
「
仮
に
被
侵
害
者
が
具
体
的
場
面
で
連
帯
的
な
態
度
を
示
せ
ば
、
避
難
行
為
者
の
侵
害
は
既
に
同
意

に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
翌
。

（
司
巴
冒
農
）
説

０

こ
の
モ
デ
ル
は
、
先
の
手
段
的
理
性
モ
デ
ル
と
異
な
り
、
刑
法
学
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
蚕
昌
呉
は

国
旦
の
目
に
倣
っ
て
、
手
段
的
理
性
モ
デ
ル
と
対
置
す
る
形
で
、
公
正
に
よ
る
連
帯
（
の
。
］
豆
①
国
威
計
凹
匡
の
悪
胃
冒
の
印
）
と
名
付
け
、
正
当
化
的

緊
急
避
難
の
根
拠
と
な
り
う
る
か
に
つ
き
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
手
段
的
理
性
モ
デ
ル
の
よ
う
に
、
将
来
自
分
が
そ
の
見
返
り
を

受
け
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
過
去
に
、
他
者
に
よ
る
連
帯
を
享
受
し
た
こ
と
を
理
由
に
、

自
分
の
側
も
他
者
に
連
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
根
拠
付
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
モ
デ
ル
に
従
う
者
は
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
し
て

振
る
舞
う
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
人
格
と
し
て
、
個
人
の
欲
望
ス
キ
ー
ム
（
宮
の
計
ｌ
言
旨
の
計
ｌ
の
号
の
目
）
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
。
そ
し
て
「
こ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
本
来
的
意
味
で
の
義
務
付
け
、
す
な
わ
ち
具
体
的
ケ
ー
ス
で
は
負
の
損
益
計
算
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
拘
束
す
る
こ
と
の
前
提
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
詞
）
。
も
っ
と
も
本
見
解
に
つ
い
て
も
以
下
に
掲
げ
る
問
題
点
が



b）

も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
論
難
し
つ
つ
も
、
か
か
る
批
判
は
さ
ほ
ど
手
痛
い
も
の
で
は
な
い
と
も
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ｌ
緊
急
避
難
行
為
の
甘

受
義
務
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
ｌ
、
（
互
恵
性
志
向
的
な
公
正
と
は
異
な
る
動
機
に
訴
え
か
け
る
こ
と
に
よ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
）
、
「
通
常

は
規
範
遵
守
を
十
分
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
う
ま
く
い
く
」
か
ら
で
あ
る
（
師
）
。
と
い
う
の
は
普
通
、
国
民
に
は
法
規
遵
守
の
一
般
的
な
心
構

え
が
備
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
（
あ
く
ま
で
も
一
一
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
）
処
罰
を
回
避
す
る
賢
明
的
な
利
益
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
（
犯
）
。
従
っ
て
、
規
範
導
入
が
ひ
と
た
び
首
尾
よ
く
な
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
事
実
に
よ
り
そ
の
導
入
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
た

め
、
上
記
問
題
は
自
ず
と
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
義
務
規
範
は
動
機
力
（
ョ
○
画
く
胃
○
国
の
号
の
胃
①
津
）
を
示
し
た
以
上
は
、
今

や
こ
の
こ
と
を
（
も
）
理
由
に
、
引
き
続
き
規
範
を
尊
重
す
る
よ
う
要
求
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
調
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

上
記
批
判
は
、
互
恵
性
と
い
う
交
換
的
正
義
（
言
の
圃
匡
の
。
高
の
局
の
９
画
賢
の
茸
）
志
向
の
下
で
は
、
「
新
た
な
義
務
規
範
の
導
入
が
常
に
微
妙
か

つ
危
険
な
企
て
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
伽
）
。

（
１
）
無
限
の
遡
及
の
危
険

ま
ず
本
見
解
に
対
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
志
向
モ
デ
ル
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
公
正
モ
デ
ル
に
よ
る
連
帯
の
根
拠
付
け
も
、
「
無
限

の
遡
及
の
危
険
」
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
（
妬
）
。

そ
こ
で
盃
三
房
は
、
こ
の
危
険
を
防
ぐ
唯
一
の
方
法
は
、
受
け
た
給
付
と
も
た
ら
し
た
給
付
の
連
鎖
を
、
「
あ
る
一
定
の
時
点
に
お
い
て
」
、

要
す
る
に
「
実
定
法
規
範
の
導
入
に
よ
り
」
断
ち
切
る
他
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
す
る
と
、
「
そ
の
規
範
の
導
入
直
後
」
、
つ

ま
り
「
規
範
が
意
図
す
る
負
担
軽
減
作
用
（
宮
巨
四
の
目
眉
当
胃
百
局
）
の
恩
恵
に
未
だ
あ
ず
か
り
え
な
い
時
点
で
」
、
「
規
範
が
要
請
す
る
連
帯

要
求
に
応
え
る
義
務
が
生
ず
る
こ
と
」
の
理
由
を
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
こ
の
互
恵
性
モ
デ
ル
か
ら
は
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
わ
し

い
」
し
｝
い
－
つ
禿
）
。

本
見
解
に
対
す
る
批
判

）
無
限
の
遡
及
の
危
険

１
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（
２
）
形
式
的
互
恵
主
義

２

む
し
ろ
本
見
解
の
重
要
な
問
題
は
、
「
刑
法
上
の
連
帯
義
務
の
内
容
的
正
統
性
に
関
す
る
本
来
的
に
は
微
妙
な
問
い
」
が
、
解
答
さ
れ
る
ど

こ
ろ
か
、
当
初
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
過
去
関
係
的
な
互
恵
思
想
は
、
要
す
る
に
「
あ
な
た
は
、
あ
な
た

を
助
け
て
く
れ
た
人
を
助
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
匿
名
化
さ
れ
た
大
規
模
社
会
に
お
い
て
全
て

の
者
が
担
う
義
務
を
正
統
化
す
る
」
こ
と
を
前
提
と
す
る
限
り
、
こ
の
言
明
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る

（
“
）
。
例
え
ば
、
現
実
に
連
帯
を
求
め
ら
れ
た
者
自
身
が
か
つ
て
同
様
の
緊
急
状
況
で
助
け
て
も
ら
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
彼
の

法
仲
間
の
連
帯
に
対
し
て
信
頼
す
る
こ
と
で
、
心
理
的
な
利
益
を
獲
得
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
、
現
に
緊
急
状
況
に
陥
っ
て
い
る
者
（
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
彼
の
家
族
の
う
ち
の
誰
か
、
あ
る
い
は
彼
と
近
い
関
係
に
あ
る
者
）
が
、
連
帯
の
積
極
的
な
給
付
に
寄
与
し
た
こ
と
が
あ

る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
情
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
翌
。

そ
こ
で
、
法
的
義
務
の
一
般
化
の
諸
設
定
を
正
し
く
捉
え
る
た
め
に
は
、
互
恵
性
理
解
に
際
し
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
的
な
考
慮
を
放
棄
す
る

意
外
に
手
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
蚕
三
房
は
、
「
授
権
と
義
務
づ
け
の
形
式
的
互
恵
性
（
雨
。
昌
巴
の
否
且
胃
。
且
融
計
く
。
ご
国
の
門
の
○
三
侭
目
、

匡
己
『
の
ｇ
臣
。
三
匡
吊
）
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
「
他
者
に
対
す
る
連
帯
要
求
は
、
当
該
義
務
規
範
に
書
き
記
さ
れ
た
諸
前
提
が
該
当

す
る
全
て
の
者
が
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
連
帯
要
求
を
な
す
権
利
を
付
与
さ
れ
う
る
者
と
連
帯
義
務
を
負
い
う
る
者
の
範
囲
を
同

一
の
も
の
と
し
て
定
義
（
Ｑ
呂
己
の
門
の
。
）
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
（
蝿
）
。

し
か
し
、
平
等
な
扱
い
を
要
求
す
る
権
利
は
、
成
員
（
雪
愚
の
門
）
と
し
て
の
地
位
に
と
り
構
成
的
な
も
の
（
百
国
の
画
目
は
く
）
で
あ
る
か
ら
、

以
上
の
如
き
形
式
的
互
恵
性
と
い
う
思
想
は
、
既
に
概
念
分
析
的
に
は
（
富
岡
罵
霞
ｏ
ゴ
ー
四
目
］
官
房
号
）
、
義
務
を
負
担
す
る
者
の
成
員
と
し
て

の
地
位
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
形
式
的
互
恵
性
は
、
連
帯
を
求
め
る
規
範
の
内
容
的
正
統
性
の
単
な
る
必
要
条
件
を

体
現
し
て
は
い
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
十
分
条
件
は
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
（
“
）
。

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
公
正
思
想
に
基
づ
く
論
証
の
限
界
が
現
れ
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
思
想
は
、
「
複
数
の
者
に



よ
る
企
て
の
成
果
を
享
受
し
な
が
ら
、
こ
の
企
て
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
負
担
や
犠
牲
を
自
分
以
外
の
者
に
対
し
て
の
み
負
わ
せ
る
こ

と
は
反
倫
理
的
（
目
巴
耳
匡
呂
）
で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
帯
の
義
務
を
負
う
べ
き
者
を
こ
の
共

同
の
企
て
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
内
容
上
正
統
か
否
か
と
い
う
問
い
と
の
関
係
で
は
、
互
恵
原
理
の
適
用
を
前
提
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ

の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
強
制
的
な
連
帯
（
雪
画
品
の
ｌ
の
①
ョ
の
旨
の
四
三
の
耳
）
」
で
あ
り
、
刑
法
的
連

帯
義
務
に
対
す
る
自
由
の
観
点
か
ら
の
憂
慮
（
丘
ヶ
の
３
』
の
画
の
ｑ
の
異
の
。
）
が
生
ず
る
と
論
難
す
る
。
結
局
、
悪
三
房
に
よ
る
と
、
「
こ
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
互
恵
原
理
は
、
完
全
な
『
誤
り
（
註
」
の
号
）
』
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
争
い
の
余
地
が
な
い
も

の
（
言
の
胃
の
耳
信
の
）
を
根
拠
付
け
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
刑
法
上
の
連
帯
義
務
の
問
題
の
う
ち
本
来
微
妙
な
部
分
に
つ
い
て
何
ら
語
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
届
）
（
“
）
。

【
注
】

（
１
）

（
２
）

姫
路
法
学
第
四
六
号
二
頁
、
一
二
頁
に
お
い
て
、
詞
の
旨
冨
員
と
記
し
て
い
た
が
、
詞
の
旨
冨
ａ
の
誤
り
で
あ
る
。

勺
四
雲
］
』
六
》
ロ
の
『
弓
の
○
ぎ
計
雨
①
局
（
〕
ぬ
の
．
Ｑ
の
二
○
言
、
計
画
ロ
ロ
・
圃
匡
、
］
の
］
○
す
の
粋
三
画
の
』
計
門
口
ｍ
国
巨
ヨ
で
局
○
ヶ
］
の
ヨ
切
計
司
四
市
胃
の
○
ゴ
計
』
一
○
ゴ
①
胃
の
○
］
］
Ｑ
四
局
］
計
嘩
計
め
っ
国
営
○
す
計
の
ご
》
四
つ
つ
函
》

、
、
９
．
但
し
同
所
の
要
．
ｇ
に
よ
れ
ば
、
も
っ
ぱ
ら
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
い
う
人
間
像
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
新
し
い
研
究
に
お
い
て
か
な
り
疑
問

盃
三
房
の
所
説
の
検
討
を
中
心
と
し
た
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
緊
急
避
難
論
、
特
に
哲
学
的
な
基
礎
付
け
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
赤
岩

順
二
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
赤
岩
順
二
「
他
人
の
た
め
の
緊
急
避
難
と
危
難
の
『
自
招
』
に
つ
い
て
Ｉ
パ
ゥ
リ
ッ
ク
の
所
説
の
検
討
を
中
心
に
ｌ
」
明

治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
学
研
究
論
集
第
二
五
号
六
一
頁
以
下
（
二
○
○
六
）
、
同
「
『
防
御
的
緊
急
避
難
』
に
お
け
る
評
価
的
観
点
と
し
て
の
管
轄

と
法
益
（
１
）
ｌ
パ
ウ
リ
ッ
ク
の
所
説
を
中
心
に
Ｉ
」
同
第
一
一
六
号
二
一
頁
以
下
（
二
○
○
七
）
、
同
「
緊
急
避
難
へ
の
対
抗
と
穀
損
受
忍
ｌ
ヘ
ー
ゲ
ル
緊

急
権
論
の
再
解
釈
を
手
掛
か
り
に
ｌ
」
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
第
四
五
巻
一
九
五
頁
以
下
、
同
「
緊
急
避
難
論
に
お
け
る
木
村
亀
二
説
の
意
義
」

②
、
９
．
但
し
同
所
の
要
．

視
さ
れ
て
い
る
と
も
す
る
。

で
陣
三
房
の
所
説
の
検
討

３
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明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
学
研
究
論
集
第
二
七
号
一
頁
以
下
（
二
○
○
七
）
。

（
３
）
霞
三
景
二
○
菌
菌
且
》
の
．
①
鴎
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
４
）
忍
乏
］
房
二
○
計
の
菌
亘
の
．
＄
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
５
）
【
巴
切
の
門
》
言
匡
の
吋
切
頁
匡
呂
匡
己
冨
風
の
国
①
冨
且
旨
局
．
園
員
詞
①
号
魚
の
目
信
屋
品
く
○
コ
の
弓
呉
の
》
ご
ｇ
・
の
．
臼
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

（
６
）
で
皇
］
房
二
○
計
の
圃
目
・
の
．
＄
雨
（
前
掲
注
（
２
）
）
・
因
の
ｇ
冨
艮
》
胃
の
の
弓
匡
胃
員
旦
の
⑳
局
の
。
言
雨
の
嵐
信
の
己
の
ｐ
ｚ
ｏ
諒
冒
己
切
”
卑
旨
昌
冨
の
．
。
国
の
。
豆
の
目
品

く
の
胃
の
匡
ｍ
【
○
コ
ｍ
の
名
①
胃
旨
匡
の
ョ
こ
め
．
旨
》
二
○
コ
呉
の
①
の
旨
口
目
（
痔
切
、
．
）
・
匂
の
目
の
冒
号
吻
吋
の
。
ゴ
魚
の
目
侭
の
ａ
の
ロ
ｚ
ｏ
蔚
圃
目
印
》
９
９
・
の
．
患
も
、
「
社
会
の

成
員
が
具
体
的
な
緊
急
避
難
状
況
に
お
い
て
も
合
理
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
よ
う
に
振
る
舞
い
つ
つ
、
連
帯
義
務
を
意
識
す
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
」
と

い
声
フ
。

４

（
７
）
や
皇
］
房
二
○
菌
薗
且
》
の
．
ご
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
Ｒ
）
）
エ
○
］
」
］
、
》
の
○
Ｎ
』
画
］
の
の
軍
四
コ
Ｑ
の
」
。
。
両
』
口
の
両
』
．
雨
ロ
ゴ
吋
匡
．
ｍ
］
。
。
』
①
も
す
」
］
○
ｍ
○
ロ
ゴ
」
の
ユ
の
局
の
○
国
」
画
」
毒
目
的
の
①
。
、
○
す
四
命
計
》
』
①
＠
ｍ
》
の
．
」
、
四
両

（
９
）
で
四
三
房
二
○
尉
圃
且
》
の
．
『
弓
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
、
）
政
治
学
者
の
言
の
岸
且
弓
の
画
く
。
巨
巨
。
。
○
命
の
○
○
で
の
国
は
。
厚
ら
望
．
の
．
屋
舎
・
］
息
．
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
皿
）
言
の
旨
。
ｇ
弓
の
野
。
旨
は
。
冨
○
雨
【
。
ｏ
で
の
３
は
。
Ｐ
ご
殿
》
の
．
］
暖
（
前
掲
注
（
皿
）
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
皿
）
国
画
巨
吋
ョ
四
口
厚
の
○
』
匡
画
国
計
畔
計
巴
切
の
○
且
、
］
の
三
○
吋
ョ
匡
邑
・
巴
の
三
○
吋
ョ
Ｑ
の
吋
く
の
吋
市
固
め
切
匡
．
”
》
冒
函
因
画
『
の
吋
計
園
（
醒
吋
の
、
．
）
》
の
○
」
昼
四
国
註
計
．
因
①
”
国
冷
雨
ロ
コ
Ｑ

醇
○
亘
の
ョ
》
ら
畠
の
．
四
＄
．
さ
ら
に
国
①
ｇ
言
且
》
三
○
諒
薗
員
の
．
患
（
前
掲
注
（
６
）
）
も
、
「
詞
．
三
①
具
の
」
が
い
う
連
帯
義
務
は
、
社
会
の
成
員
の
継
続
的

か
つ
意
識
的
な
互
恵
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
咽
）
悪
三
景
二
○
諒
圃
目
》
の
．
。
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
ｕ
）
勺
四
三
畳
二
○
尉
薗
且
．
の
．
『
馬
（
前
掲
注
（
２
）
）
・
国
の
ｇ
冨
艮
》
二
○
計
の
圃
己
・
の
．
患
（
前
掲
注
（
６
）
）
も
、
「
ま
さ
に
大
規
模
社
会
に
お
い
て
は
、
（
緊

急
避
難
）
状
況
の
関
与
者
の
関
係
に
は
必
ず
し
も
透
明
性
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
の
誘
惑
は
大
き
い
」



（
胆
）
霞
三
景
三
○
諒
菌
且
》
の
．
固
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
肥
）
Ｆ
三
房
》
三
○
蔚
冒
且
》
の
．
目
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
Ⅳ
）
も
っ
と
も
、
社
会
連
帯
義
務
論
が
不
作
為
犯
論
に
も
通
ず
る
思
考
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

（
昭
）
毎
三
景
ｚ
ｏ
計
の
薗
目
・
の
．
固
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
⑲
）
勺
四
三
旨
三
○
尉
冒
己
・
の
．
『
黒
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
狐
）
や
四
己
屋
ｚ
ｏ
厨
薗
且
．
の
．
園
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
皿
）
Ｆ
三
景
ｚ
ｏ
菌
圃
且
》
の
．
菌
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
犯
）
勺
豊
匡
戸
ｚ
ｏ
諒
圃
己
・
の
．
『
馬
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
羽
）
顧
雲
］
房
》
三
○
尉
圃
且
》
の
．
塁
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
型
）
Ｆ
の
の
○
戸
圃
巨
吋
固
ロ
雨
ロ
ゴ
吋
匡
ロ
、
旨
Ｑ
凹
め
の
計
吋
四
雨
吋
①
。
づ
ぼ
ご
す
の
門
旦
の
宮
の
甘
口
匡
亘
旦
国
雲
①
ｏ
丙
切
計
凹
固
匡
旨
ゴ
の
ロ
の
計
局
四
門
の
ロ
の
（
」
．
『
①
陣
）
》
］
』
ら
①
吟
》
の
．
望
『
．

（
躯
）
Ｆ
三
房
》
ｚ
ｏ
汁
の
ｇ
且
》
の
．
塁
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
妬
）
霞
三
景
二
○
詠
圃
且
》
の
．
『
陰
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
”
）
石
口
冒
信
》
○
六
○
］
○
四
ｍ
○
ず
の
両
計
言
云
ｌ
旨
ロ
の
局
面
、
呑
旦
の
烏
の
局
の
。
Ｎ
の
口
匡
○
ｍ
の
局
『
の
局
ご
こ
ご
閉
庁
》
ら
の
顕
の
．
］
］
．

（
犯
）
Ｆ
三
景
三
○
計
、
国
己
・
の
．
計
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
羽
）
【
の
局
切
計
』
ご
Ｐ
Ｃ
①
門
三
画
吋
云
計
ｌ
Ｑ
四
の
ｍ
ご
Ｑ
の
。
①
門
の
①
ｍ
ｏ
写
」
ｏ
ゴ
計
の
勺
国
匡
局
ｍ
○
且
口
」
ロ
ゴ
邑
○
の
○
℃
壷
厨
○
ず
の
。
【
胃
旨
は
穴
旦
の
ｍ
丘
す
①
門
口
］
ｌ
α
六
○
口
○
ョ
旨
国
ｍ
ｏ
壷
の
ロ

の
①
ｍ
①
］
］
、
○
ず
画
雨
苛
め
ヨ
○
。
①
］
］
い
」
ご
如
画
吋
肖
の
ｍ
六
○
門
口
へ
二
四
』
』
凹
○
ゴ
の
門
（
軍
門
め
い
）
》
軍
○
ヨ
○
○
の
○
○
三
○
ヨ
吟
○
ロ
め
ぃ
ロ
①
吋
二
の
ロ
の
○
ず
Ｑ
の
吋
国
屋
天
匡
．
雨
計
勺
）
』
①
＠
ｍ
》
の
．
〕
Ｃ
］
。

（
鋤
）
【
関
の
ご
局
》
ロ
の
局
三
閏
胃
》
の
．
」
９
（
前
掲
注
（
暗
）
）
．

（
別
）
霞
三
景
二
○
計
の
菌
己
・
の
．
計
（
前
掲
注
（
２
）
）
．
な
お
、
そ
の
他
の
批
判
と
し
て
、
国
の
曽
言
且
》
三
○
蕨
圃
且
》
の
．
患
（
前
掲
注
（
６
）
）
に
よ
れ
ば
、

と
指
摘
す
る
。
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三
の
具
の
」
が
奇
三
ｍ
の
構
想
を
持
ち
出
す
限
り
、
の
○
三
の
亘
ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
近
時
の
平
等
主
義
批
判
に
対
し
て
も
、
十
分
に
抗
し
え
な
い
と
い

う
。
同
所
の
両
。
．
Ｓ
画
で
最
近
の
平
等
主
義
批
判
に
関
す
る
文
献
と
し
て
、
岸
の
房
（
爵
の
、
．
）
》
臼
の
旨
言
の
茸
○
・
の
胃
の
①
吋
の
○
三
侭
云
の
茸
》
ｇ
ｇ
を
挙
げ
て
い

る
（
な
お
、
そ
の
後
、
こ
の
匡
画
呈
眉
の
、
９
９
が
出
版
さ
れ
た
）
。
そ
の
他
、
最
近
の
平
等
主
義
批
判
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
の
、
毒
．
の
○
ず
の
。
．
馬
『
○
厘
・
門
の
四
．

房
四
屋
３
回
目
．
ェ
○
重
の
○
ョ
の
ペ
○
匡
・
局
の
の
○
国
○
三
・
ｇ
ｇ
（
渡
辺
雅
男
へ
佐
山
圭
司
訳
『
あ
な
た
が
平
等
主
義
者
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
お
金
持
ち
な

の
で
す
か
」
二
○
○
六
年
）
参
照
．

６

（
犯
）
両
．
三
の
言
①
局
》
胃
の
で
門
○
亘
の
ョ
画
は
天
ユ
の
ｍ
ｚ
ａ
は
、
匡
。
”
の
ご
○
房
計
④
コ
ユ
ｍ
》
の
圭
画
つ
つ
吟
》
の
．
四
①
①
》
両
ロ
．
巴
．

（
詔
）
両
．
三
の
『
の
胃
》
皇
ｇ
Ｅ
．
、
．
②
ｇ
野
．
巴
（
前
掲
注
（
犯
）
）
．

（
弘
）
霞
三
景
ｚ
ｏ
諒
圃
且
．
の
．
忍
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
妬
）
も
皇
］
房
二
○
房
薗
亘
の
．
ヨ
ヨ
．
畠
（
前
掲
注
（
２
）
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
問
題
に
関
す
る
周
知
の
好
例
は
国
。
言
の
の
自
意
識
に
関
す
る
所
論
で

あ
る
と
い
う
。
本
問
題
に
つ
い
て
勺
四
三
房
は
既
に
、
号
吋
の
・
・
ロ
画
の
目
の
邑
幽
匡
宮
の
『
の
吋
冨
旨
の
コ
ウ
の
旨
画
の
胃
こ
い
》
］
＠
室
の
．
画
閏
．
に
お
い
て
取
り
扱
っ
て

い
る
が
、
同
所
に
お
い
て
忍
雲
］
房
は
、
国
。
胃
の
の
見
解
に
つ
き
、
「
こ
の
【
画
昌
を
超
え
る
超
越
論
的
な
演
鐸
法
と
い
う
手
法
の
拡
張
に
よ
り
、
同
一
性
概

念
の
相
関
的
構
造
に
対
す
る
一
般
的
視
点
を
実
践
哲
学
の
問
題
の
地
平
へ
の
転
用
に
、
国
。
胃
の
は
初
め
て
成
功
し
た
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
つ
つ
も
、
「
し

か
し
、
国
。
言
の
は
、
実
践
的
主
体
性
が
、
実
践
的
主
体
が
お
互
い
を
『
間
人
格
的
』
レ
ベ
ル
に
お
い
て
等
し
い
も
の
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め

て
可
能
に
な
る
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
で
、
彼
の
任
務
は
終
わ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
」
こ
と
に
問
題
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
国
。
言
の
は
、

自
意
識
を
他
者
の
自
意
識
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
つ
つ
、
無
限
の
遡
及
の
危
険
に
つ
い
て
弁
明
し
て
い
る
が
、
国
。
言
の
は
ｌ
聖
書
の
参
照
を
指

示
し
つ
つ
１
人
類
の
最
初
の
教
育
者
と
し
て
神
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
り
そ
の
危
険
を
防
ぐ
こ
と
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
。
言
の
は
、
他

者
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
超
越
論
的
必
然
性
を
、
実
践
的
自
意
識
の
形
成
の
た
め
に
根
拠
付
け
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

（
粥
）
も
四
三
房
三
○
吋
圃
己
・
の
．
計
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
ｗ
）
顧
昌
房
二
○
尉
圃
目
・
の
．
弓
（
前
掲
注
（
２
）
）
．



（
詔
）
霞
三
二
》
ｚ
ｏ
菌
圃
己
．
の
．
忍
野
．
農
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
羽
）
も
皇
］
妄
三
○
諒
菌
且
．
の
．
討
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
伽
）
や
四
三
房
二
○
菌
薗
己
・
の
．
計
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
似
）
霞
三
景
三
○
菌
菌
己
》
の
．
司
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
蛇
）
悪
三
景
三
○
尉
圃
目
》
の
．
司
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
“
）
顧
雲
］
房
三
○
菌
菌
己
・
の
．
ゴ
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
“
）
で
四
三
房
三
○
尉
薗
目
・
の
．
『
弓
（
前
掲
注
（
２
）
）
．

（
妬
）
霞
三
景
三
○
房
圃
邑
・
の
．
認
（
前
掲
注
（
２
）
）
・

（
妬
）
霞
三
景
三
○
房
目
且
》
の
．
認
雨
（
前
掲
注
（
２
）
）
．
で
は
、
さ
ら
に
続
け
て
手
段
的
理
性
モ
デ
ル
と
公
正
モ
デ
ル
の
折
衷
も
考
え
ら
れ
得
る
が
、
こ
れ
も

不
当
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
（
正
統
論
的
に
は
問
題
が
な
い
が
、
内
容
が
極
め
て
空
虚
で
あ
る
普
遍
主
義
的
な
）
公
正
モ
デ
ル
を
、
賢
明
な
自
己
利

益
に
焦
点
を
当
て
た
先
述
の
手
段
的
理
性
モ
デ
ル
と
合
体
さ
せ
る
こ
と
で
、
完
全
化
す
る
、
す
な
わ
ち
、
人
格
と
し
て
定
義
さ
れ
た
、
つ
ま
り
互
恵
原
理

の
承
認
に
よ
り
根
拠
付
け
ら
れ
た
規
範
の
名
宛
人
に
、
緊
急
避
難
規
範
を
「
良
い
取
引
」
で
あ
る
と
か
、
不
測
の
事
態
に
対
す
る
「
保
険
」
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
双
方
の
モ
デ
ル
の
良
い
部
分
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

解
決
は
一
見
魅
力
的
に
見
え
る
が
、
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
、
「
純
粋
な
」
賢
明
モ
デ
ル
と
異
な
ら
ず
、
動
機
付
け
の
根
拠
と
義
務
化
の
根
拠
を
取
り
違
え
る

と
い
う
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
法
的
義
務
と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
を
正
当
に
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
一
定
の
取

引
に
関
わ
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
締
結
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
ま
で
意
味
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
。
利
益
を
示
す
こ

と
で
、
義
務
を
負
う
よ
う
仕
向
け
た
り
、
「
魅
力
的
な
も
の
」
と
思
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
こ
の
義
務
付
け
が
根
拠

付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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