
二
七

く
、「
罰
」
を
与
え
た
い
と
い
う
欲
望
が
「
公
正
」
を
求
め
る
欲
望
と
し
て
意
識
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
公
正
」
に
違
反
す
る
か
ら
「
罰
」
を
与
え
る
と
い
う
正

義
の
論
理
が
じ
つ
は
転
倒
し
た
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
人
間
は
他
者
に
対
す
る
「
妬
み
」
を
自
分
自
身

に
対
し
て
覆
い
隠
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
欺
瞞
に
気
づ
か
な
い
限
り
、
人
間

は
決
し
て
倫
理
的
な
生
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を

ス
ピ
ノ
ザ
が
そ
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
示
す
よ
う

に
、
主
と
し
て
「
罰
」
に
関
す
る
行
動
経
済
学
の
実
証
成
果
を
援
用
し
て
ス
ピ
ノ
ザ

の
論
理
を
再
構
成
し
て
い
く
と
、近
代
以
後
の
市
民
社
会
が
自
明
と
み
な
す
「
公
正
」

に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
批
判
的
な
視
点
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
点
が
浮
か
び
上
が

る
の
で
あ
る
。

１　

罰

　

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
「
不
正
」
な
行
為
を
罰
す
こ
と
に
対

す
る
人
間
の
意
欲
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
う
点
を
示
し
た
行
動
経
済
学
の
実
証
結
果

が
あ
る
。
通
常
２
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
行
な
わ
れ
る
「
独
裁
者
ゲ
ー
ム
（D

ictator 

G
am

e

）」
に
３
人
目
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
加
え
た
ゲ
ー
ム
が
あ
る
（Fehr&

Fischbacher 

2004

）。「
独
裁
者
ゲ
ー
ム
」
に
お
い
て
は
、
Ａ
に
対
し
て
１
０
万
円
（
こ
こ
で
は
便

宜
的
に
日
本
円
に
す
る
）
が
原
資
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
Ａ
は
そ
の
金
額
を
自
分
と

Ｂ
で
分
け
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
り
分
は
Ａ
が
単
独
で
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
ど

ん
な
分
け
方
を
し
て
も
Ａ
は
報
復
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
ル
ー
ル
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
独
裁
者
ゲ
ー
ム
」
な
の
だ
。
こ
の
ゲ
ー
ム
の
も
と
も
と
の
ね
ら
い
は
公
平
な
配
分

に
対
す
る
人
間
の
傾
向
を
見
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
点
は
省
略
し
よ
う
。
こ
こ
に

　

公
正
な
社
会
へ
の
抵
抗

ス
ピ
ノ
ザ
と
行
動
経
済
学

柴　

田　

健　

志　

は
じ
め
に

　
「
公
正
」
な
社
会
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
人
間
が
共
通
の
ル
ー
ル
を
遵

守
し
て
協
力
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
「
公
正
」
な
社
会
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
人

間
は
そ
の
よ
う
な
社
会
を
求
め
て
き
た
。
で
は
、
人
間
は
い
っ
た
い
な
ぜ
「
公
正
」

な
社
会
を
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
根
底
に

「
妬
み
」
と
い
う
感
情
を
見
出
し
た
。「
妬
み
」
と
は
自
分
が
享
受
し
え
な
い
も
の
を

享
受
す
る
者
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
者
に
「
罰
」
を
与
え
た

い
と
い
う
欲
望
は
こ
の
感
情
か
ら
発
生
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に

対
し
て
「
罰
」
を
与
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
が
「
不
正
」
な
行
為
だ
か
ら
だ
と
人

間
は
い
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
答
え
は
表
面
的
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、

罰
則
の
根
底
に
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
「
妬
み
」
が
あ
る
。
み
ん
な
が
自
分

の
利
己
心
を
抑
制
し
て
協
力
的
に
行
動
す
る
の
に
乗
じ
て
自
分
の
利
己
心
を
満
足
さ

せ
る
者
へ
の
「
妬
み
」
が
人
間
を
し
て
「
罰
」
を
与
え
さ
せ
る
。
人
間
が
け
っ
し
て

他
人
の
「
不
正
」
を
許
さ
な
い
の
は
「
妬
み
」
と
い
う
強
烈
な
感
情
が
あ
る
か
ら
な

の
だ
。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
公
正
」
に
違
反
す
る
か
ら
「
罰
」
を
与
え
る
の
で
は
な
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し
て
い
る
。「
自
分
の
憎
む
も
の
が
悲
し
み
に
刺
激
さ
れ
る
こ
と
を
表
象
す
る
ひ
と

は
喜
び
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
」（Eth.III23P.

）。

　

で
は
人
間
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
よ
う
な
「
不
正
」
な
行
為

を
お
こ
な
う
者
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

憎
し
み

　

人
間
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る

意
味
で
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
は
相
互
的
な
義
務
を
命
じ
る
「
公

正
」
の
原
理
に
反
す
る
。
だ
か
ら
彼
ら
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
の
感
情
を
も
つ
こ
と

は
当
然
な
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
明
ら
か
に
皮
相
で
あ
る
。
相
互
的
な
義
務

を
遵
守
し
な
い
人
間
を
眼
に
し
た
ら
お
の
ず
と
「
憎
し
み
」
が
わ
き
上
が
っ
て
く
る

と
い
う
点
を
見
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
へ
の
対
応
が
、
相
互
的

な
義
務
を
命
じ
る
「
公
正
」
の
原
理
に
反
す
る
と
い
う
認
識
を
出
発
点
に
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
し
て
冷
静
に
対
処
す
る
こ
と
も
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。い
や
、そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
、現
実
に
は
そ
う
な
っ

て
い
な
い
。
人
間
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
し
て
本
能
的
に
強
い
「
憎
し
み
」
を
感

じ
る
の
だ
。
で
は
、
彼
ら
に
対
す
る
こ
の
「
憎
し
み
」
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
発
生

す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。「
公
正
」
の
原
理
を
前
提
せ
ず
に
そ
の
発
生
が
説
明

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
は
み
ん
な
が
協
力
的
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
自
分
だ
け
得

を
し
よ
う
と
す
る
人
間
を
指
す
。
み
ん
な
が
同
等
に
負
担
し
て
い
る
の
に
自
分
だ
け

は
負
担
を
逃
れ
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
み
ん
な
と
同
等
の
恩
恵
を
受
け
る
人
間
だ
。
負

３
人
目
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
Ｃ
が
導
入
さ
れ
る
。
Ｃ
と
は
Ａ
を
罰
す
る
こ
と
の
で

き
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ー
ム
で
は
「
第
三
者
（The Third Party

）」
と

呼
ば
れ
る
。
Ａ
が
自
分
の
取
り
分
を
多
く
す
る
よ
う
な
不
公
平
な
配
分
を
行
な
っ
た

場
合
、
Ｃ
は
一
定
の
金
額
を
支
払
っ
て
Ａ
を
罰
す
る
（
罰
金
を
課
す
）
こ
と
が
で
き

る
。
実
証
結
果
に
よ
れ
ば
、
５
万
円
ず
つ
の
配
分
で
Ａ
を
罰
す
る
「
第
三
者
」
は
も

ち
ろ
ん
存
在
し
な
い
が
、
Ａ
の
取
り
分
が
６
万
円
に
な
っ
た
時
点
で
６
０
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
「
第
三
者
」
が
Ａ
を
罰
す
る
の
で
あ
る
。「
第
三
者
」
で
あ
る
Ｃ
自
身
は

Ａ
の
行
動
に
よ
っ
て
何
ら
不
利
益
を
被
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
罰
す
る
た
め
の
コ
ス

ト
は
Ｃ
が
自
分
で
負
担
す
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
驚
く
べ
き
数
字
で
あ
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
人
間
は
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
不
正
」
を
罰
し
た
い
と
思
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
こ
の
問
い
か
け
自
体
は
べ
つ
に
難
し
い
問
い
か
け
で
は
な
い
。

人
間
は
「
不
正
」
な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
者
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
あ
る
い
は
「
怒
り
」

を
感
じ
る
が
ゆ
え
に
彼
ら
を
罰
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
験
者
が
フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
し
て
感
じ
る
「
怒
り
」
の
程
度
を
レ
ベ
ル
１
か
ら
レ
ベ
ル
７
ま

で
の
７
段
階（
レ
ベ
ル
１
：
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
〜
レ
ベ
ル
７
：
非
常
に
強
く
感
じ
る
）

で
評
価
し
た
場
合
、
被
験
者
の
４
７
パ
ー
セ
ン
ト
が
レ
ベ
ル
６
な
い
し
７
を
選
択

し
、３
７
パ
ー
セ
ン
ト
が
レ
ベ
ル
５
を
選
択
し
た
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
る
（Fehr&

 

G
ächter 2002

）。
８
割
以
上
の
人
間
が
強
い
「
怒
り
」
を
感
じ
る
の
だ
。
罰
し
た
い

と
い
う
欲
望
が
「
怒
り
」
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
を
罰
す
る
と
き
に
人
間
が
快
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
神
経
学
的

に
実
証
さ
れ
て
い
る
（Singer&

Steinbeis 2009

）
こ
と
が
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。

自
分
が
「
憎
し
み
」
な
い
し
「
怒
り
」
を
感
じ
て
い
る
人
間
が
害
悪
を
被
る
こ
と
は

人
間
に
と
っ
て
快
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
だ
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
こ
の
点
を
明
言
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う
考
え
て
み
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
問
題
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
よ
り
一
般
的
な
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
│
│
は
た
し
て
人
間
は
自
分
の
所
有
し
な
い
も
の
を
所
有
し
て

い
る
人
間
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
の
感
情
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
つ
と
す
れ
ば
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

３　

妬
み

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
上
記
の
よ
う
な
「
憎
し
み
」
を
「
妬
み
」
と
呼
び
、
そ
の
発
生
を
証

明
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、誰
か
が
何
ら
か
の
事
物
を
所
有
し
そ
れ
を「
享

受
」
し
て
い
る
こ
と
を
表
象
す
る
と
、
人
間
は
お
の
ず
と
自
分
も
そ
の
事
物
を
「
享

受
」
し
た
い
と
感
じ
る
（Eth.III32D

em
.

）。
人
間
は
他
者
の
感
情
を
表
象
す
る
と

ほ
と
ん
ど
自
動
的
に
同
じ
感
情
を
も
つ
か
ら
だ
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
を
「
感
情
の
模

倣
」（Eth.III27 Sch.

）
と
呼
ん
で
い
る
。

　

さ
て
、
他
者
が
「
享
受
」
す
る
も
の
を
自
分
も
「
享
受
」
し
た
い
と
い
う
欲
望

は
、
ま
さ
に
他
人
が
そ
れ
を
「
享
受
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
「
彼
に
そ
れ
を
所
有
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
」

（Eth.III32P.

）。
こ
う
し
て
、
自
分
が
「
享
受
」
し
た
い
も
の
を
「
享
受
」
し
て
い

る
人
間
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
の
感
情
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
「
妬
み
」
で
あ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
妬
み
」
と
は
「
人
間
が
他
人
の
不
幸
を
喜
び
、
ま
た
反
対
に

他
人
の
幸
福
を
悲
し
む
よ
う
に
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
の
憎
し
み
に
ほ
か

な
ら
な
い
」（Eth.III24Sch.

）。
事
実
、自
分
が
「
享
受
」
で
き
な
い
も
の
を
「
享
受
」

し
て
い
る
人
が
そ
れ
を
失
う
こ
と
を
考
え
る
と
、人
間
は
「
喜
び
」
を
感
じ
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
分
が
「
享
受
」
で
き
な
い
も
の
を
他
者
が
「
享
受
」
す
る
こ
と
自

担
な
し
に
同
等
の
恩
恵
を
受
け
る
の
だ
か
ら
、
結
局
は
み
ん
な
よ
り
も
多
く
の
恩
恵

を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、行
動
経
済
学
が「
公
共
財
ゲ
ー

ム
（C

om
m

on G
oods G

am
e

）」
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
化
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
状
況

で
あ
る
（Fehr&

 G
ächter 2002

）。

　

金
額
を
日
本
円
に
し
て
こ
の
モ
デ
ル
を
具
体
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
４

人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
対
し
て
１
人
１
０
万
円
の
原
資
が
与
え
ら
れ
る
。
プ
レ
ー
ヤ
ー

が
そ
れ
を
出
資
す
る
と
出
資
額
の
２
倍
の
金
額
が
得
ら
れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
な
っ

て
い
る
。ま
た
、そ
の
金
額
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
全
員
に
等
分
に
配
当
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
４
人
全
員
が
１
０
万
円
出
資
す
れ
ば
４
０
万
円
が
２
倍
に

な
り
８
０
万
円
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
を
４
人
で
分
け
れ
ば
配
当
金
は
１
人
２
０
万
円

に
な
る
だ
ろ
う
。
協
力
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
元
手
が
倍
に
増
え
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
３
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
１
０
万
円
ず
つ
出
資
し
１
人
が
ま
っ
た
く
出
資

し
な
か
っ
た
場
合
、
出
資
金
３
０
万
円
の
２
倍
の
６
０
万
円
が
得
ら
れ
る
が
、
４
人

で
分
け
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
か
わ
ら
な
い
の
で
、
１
人
１
２
万
円
の
配
当
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
出
資
し
た
３
人
が
１
２
万
円
の
配
当
を
受
け
取
る
だ
け
な
の
に
対

し
て
、
出
資
し
な
か
っ
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
手
元
に
残
し
た
１
０
万
円
プ
ラ
ス
１
２
万

円
の
配
当
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
他
人
よ
り
も
多
く
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
方

を
変
え
れ
ば
、
他
人
の
所
有
で
き
な
い
も
の
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
実

際
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
は
他
の
３
人
が
出
資
し
て
し
ま
っ
た
１
０
万
円
を
所
有
し
て

い
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
き
わ
め
て
形
式
的
に
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
「
憎
し

み
」
は
自
分
が
所
有
で
き
な
い
も
の
を
所
有
し
て
い
る
人
間
へ
の
「
憎
し
み
」
で
あ

る
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
が
ど

う
し
て
発
生
す
る
か
を
説
明
す
る
た
め
に
「
公
正
」
を
前
提
で
き
な
い
と
す
れ
ば
こ
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題
は
Ｂ
が
Ａ
の
提
案
を
拒
否
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
起
こ

る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
実
証
結
果
は
あ
る
意
味
で
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
Ａ
に
対
し
て
９
万
円
、
Ｂ
に
対
し
て
１
万
円
と
い
う
配
分
を
Ａ
が
提
案
し
た
場

合
、
そ
の
提
案
は
Ｂ
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
る
確
率
が
き
わ
め
て
高
い
こ
と
が
実
証
さ

れ
て
い
る
。
Ｂ
は
１
万
円
よ
り
も
０
円
を
選
択
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
そ
ん
な
行
動
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｂ
は
Ａ
に
９
万
円
を
受
け
取

ら
せ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
自
分
の
取
り
分
ま
で
な
く
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
厭
わ
な
い
の
で
あ
る
。
行
動
経
済
学
に
よ
れ
ば
、
こ
の
行
動
は
Ａ
に

対
す
る
怒
り
が
も
た
ら
し
た
行
動
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Sanfey et al. 

2003

）。
し
か
し
問
題
は
い
っ
た
い
何
が
Ｂ
を
そ
こ
ま
で
怒
ら
せ
た
か
と
い
う
点
に

あ
る
。
Ａ
の
提
案
は
「
不
正
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
Ｂ
を
怒
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｂ
の
怒
り
は
「
公
正
」
な
配
分
と
い
う
規
範
の
認
識
か
ら
生

じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
以
下
の
実
証
結
果
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
Ｂ
の
脳
状
態
をfM

R
I

で
モ
ニ
タ
ー

し
た
結
果
、「
怒
り
」「
苦
痛
」「
嫌
悪
」
等
の
感
情
を
も
つ
と
き
に
活
性
化
す
る
領

域
（anterior insula

）
に
大
き
な
活
動
が
み
ら
れ
る
が
、
効
率
性
の
認
知
に
関
与
す

る
領
域
（dorsolateral prefrontal cortex

）
で
の
活
動
は
比
較
的
小
さ
い
（Sanfey 

et al. 2003

）。
す
な
わ
ち
、
他
者
に
対
す
る
「
怒
り
」
が
効
率
性
（
損
得
の
計
算
）

を
上
回
っ
た
結
果
と
し
て
Ｂ
は
こ
の
よ
う
に
行
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

証
拠
に
、
こ
れ
ら
の
活
性
化
の
割
合
が
逆
転
し
た
場
合
に
は
、「
怒
り
」
を
押
さ
え

て
１
万
円
を
受
け
取
る
と
い
う
行
動
が
見
ら
れ
る
（Sanfey et al. 2003

）。
も
し
か

り
に
Ｂ
の
行
動
が
規
範
の
認
識
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
こ
う
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
も
っ
と
も
、あ
と
か
ら
き
か
れ
れ
ば
、Ｂ
は
Ａ
の
配
分
が「
不
正
」

だ
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
行
動
し
た
わ
け
で
は
な

体
は
な
ん
ら
「
不
正
」
で
は
な
い
。
人
間
は
「
不
正
」
の
認
識
と
は
ま
っ
た
く
関
係

な
く
た
だ
た
ん
に
「
妬
み
」
の
感
情
を
も
つ
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、「
不
正
」
と
い
う

概
念
は
ま
さ
に
こ
の
「
妬
み
」
か
ら
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点

を
理
解
す
る
に
は
、
次
の
定
理
の
意
味
を
鮮
明
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
善
お
よ
び
悪
の
認
識
は
我
々
が
意
識
す
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
喜
び
お
よ
び
悲
し
み

の
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（Eth.IV

8P.

）。

　

こ
の
定
理
を
援
用
す
れ
ば
、人
間
が
他
者
に
対
す
る
「
妬
み
」
と
い
う
自
分
の
「
悲

し
み
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
「
不
正
」
と
い
う
「
悪
」
の
概
念
が
発
生
す
る
の
で
あ

る
。
人
間
は
他
者
が
「
不
正
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
が
ゆ
え
に
そ
の
人

に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
。
他
者
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感

じ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
人
を
「
不
正
」
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
私
の
も
っ
て
い

な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
不
正
」
だ
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。

　

行
動
経
済
学
に
お
け
る
「
最
後
通
牒
ゲ
ー
ム
（U

ltim
atum

 G
am

e
）」
の
実
証
結

果
に
よ
っ
て
こ
の
論
理
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
最
後
通

牒
ゲ
ー
ム
」
と
は
、
２
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
う
ち
の
１
人
に
与
え
ら
れ
た
金
額
を
そ

の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
分
配
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
日
本
円
で
こ
の

ゲ
ー
ム
を
具
体
的
に
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
１
０
万
円
が
Ａ
に
与
え
ら
れ
る
。

Ａ
は
Ｂ
に
対
し
て
自
分
の
裁
量
で
一
定
の
金
額
を
配
分
し
残
り
を
自
分
の
手
元
に
残

す
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
が
金
額
の
配
分
に
関
す
る
Ａ
の
提
案
を
受
諾
し
た
場
合
、
２

人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
の
提
案
し
た
金
額
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
Ｂ
が
Ａ
の
提
案
を
拒
否
し
た
場
合
、
２
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
も
に
何
も
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
「
最
後
通
牒
」
と
い
う
名
称
の
由
来
で
あ
る
。
問
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る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
憐
憫
」
と
は
「
他
人
の
被
害
か
ら
生
じ
る
悲
し
み
」（Eth.

III22Sch.

）
で
あ
る
と
説
明
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
他
人
に
善
を
な
し
た
人
に
対
す
る
愛
を
わ
れ
わ
れ
は
好
意
と
呼
び
、
こ
れ
に
対

し
他
人
に
悪
を
な
し
た
人
に
対
す
る
憎
し
み
を
義
憤
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
」（Eth.

III22Sch.

）。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
好
意
（Favor

）」
お
よ
び
「
義
憤
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
義
憤
」
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
が
何
ら
か
の

被
害
を
被
っ
た
こ
と
に
対
し
て
人
間
は「
憐
憫
」を
感
じ
る
。す
な
わ
ち
他
人
へ
の「
共

感
」
に
よ
っ
て
「
悲
し
み
」
が
発
生
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
他
人
の
「
悲
し
み
」
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
の
は
加
害
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
は
他
人
の
「
悲
し
み
」
だ

け
で
な
く
、
そ
の
「
悲
し
み
」
を
引
き
起
こ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
原
因
つ
ま
り
加
害

者
を
も
認
知
し
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
そ
の
加
害
者
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感

じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、加
害
者
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。「
共
感
」

の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
。
加
害
者
に
対
す
る
第
三
者
の
「
憎
し
み
」
す
な
わ
ち
「
義

憤
」
は
こ
う
し
て
発
生
す
る
の
だ
。

　

人
間
は
個
体
発
生
の
ご
く
初
期
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
「
憎
し
み
」
を
感
じ
る
こ

と
が
発
達
心
理
学
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
３
ヶ
月
の
幼

児
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
感
情
が
観
察
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
そ
れ
は
「
共
感
に
よ
る
怒
り
（Em

phatic A
nger

）」
と
呼
ば
れ
る
（H

offm
an 

2000:96ff.
）。
幼
児
は
誰
か
が
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
援
助
す
る
人
物
を
好
む
が
、

そ
れ
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
人
間
を
嫌
う
の
だ
（H

am
lin et al. 2007, 2010

）。
さ

ら
に
、
８
ヶ
月
の
幼
児
は
、
非
協
力
的
な
人
間
に
対
し
て
積
極
的
に
振
舞
う
人
間

い
と
い
う
こ
と
は
脳
の
活
動
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、「
不
正
」
と
い

う
認
識
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
よ
う

に
、
そ
れ
は
「
妬
み
」
が
意
識
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

共
感

　
「
最
後
通
牒
ゲ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
て
い
る
の
は
２
人
の
人
間
の
あ

い
だ
に
生
じ
う
る
「
憎
し
み
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
一
般
モ
デ
ル
は
フ
リ
ー

ラ
イ
ダ
ー
の
分
析
に
は
使
用
で
き
な
い
。
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
は
た
だ
た
ん
に
自
分

に
と
っ
て
害
に
な
る
人
間
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
み
ん
な
に
と
っ
て
害
に
な
る

と
み
な
さ
れ
る
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
間
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
が
ど

の
よ
う
に
発
生
す
る
か
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
は
、
は
じ
め
に
出
て
き

た
「
独
裁
者
ゲ
ー
ム
」
の
「
第
三
者
」
を
モ
デ
ル
に
し
た
ほ
う
が
適
切
だ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
、
上
記
の
結
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
他
者
に
対
す
る
「
共
感
」
の
作
用
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
者
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
が
感
じ
ら
れ
る
典
型
的
な
事
例
は
、
自
分
が
他
者
か

ら
危
害
を
加
え
ら
れ
た
場
合
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
独
裁
者
ゲ
ー
ム
」
を
観
察

し
て
い
る
「
第
三
者
」
の
よ
う
に
、
自
分
以
外
の
人
間
が
危
害
を
加
え
ら
れ
る
の
を

見
た
と
き
に
も
、
そ
の
加
害
者
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
自
分

は
何
も
被
害
を
被
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
被
害
者
に
「
共
感
」
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
憎
し
み
」
を
ス
ピ

ノ
ザ
は
「
義
憤
（Indignatio

）」（Eth.III22Sch.

）
と
呼
ん
で
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は

こ
の
よ
う
な
感
情
の
発
生
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法
で
は
「
共
感
」
は
「
憐
憫
（C

onm
iseratio

）」
と
呼
ば
れ
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物
語
を
言
語
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
だ
け
で
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
（N

ichols 2010

）。

つ
ま
り
、
実
際
に
不
公
平
な
配
分
を
知
覚
の
レ
ベ
ル
で
経
験
し
な
く
て
も
、
た
だ
た

ん
に
誰
か
が
人
よ
り
多
く
も
の
を
所
有
し
て
い
る
と
表
象
す
る
だ
け
で
「
妬
み
」
が

発
生
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
知
覚
経
験
の
レ
ベ
ル
で
発
生
す
る
「
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
」
型
の
「
共
感
」
だ
け
で
な
く
知
覚
経
験
に
依
存
し
な
い
「
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
」
型

の
「
共
感
」
が
神
経
科
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
（Singer&

Lam
m

 2009, 

D
ecety&

Lam
m

 2006

）。
こ
の
よ
う
に
表
象
の
レ
ベ
ル
で
「
共
感
」
が
作
用
す
る
の

だ
と
す
れ
ば
、「
共
感
」
す
べ
き
人
間
の
数
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
人
間
の
数
を
容

易
に
越
え
る
こ
と
が
で
き
る（
大
平 2015

）。
ス
ピ
ノ
ザ
も「
人
（々H

om
ines

）」（Eth.

III29P.

）
と
い
う
用
語
で
そ
の
よ
う
な
不
特
定
多
数
の
人
間
の
表
象
に
言
及
し
て
い

る
。

　

さ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
人
々
」
の
犠
牲
の
上
で
も
の
を
所
有
し
て
い
る
人
間

を
表
象
す
る
場
合
、
こ
の
「
妬
み
」
は
き
わ
め
て
強
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
多

く
の
人
間
の
「
妬
み
」
に
「
共
感
」
が
は
た
ら
く
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、フ
リ
ー

ラ
イ
ダ
ー
と
い
う
反
社
会
的
な
行
為
を
は
た
ら
く
人
間
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
は
非

常
に
強
い
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
が
大
き
な
コ
ス
ト
を
負
担
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
「
不
正
」
な
人
間
を
罰
す
る
と
い
う
行
動
を
と
る
こ
と
が

行
動
経
済
学
に
お
い
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
言
及
し
た
。
い
わ

ゆ
る
「
第
三
者
」
に
よ
る
罰
に
か
ん
す
る
実
証
研
究
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、こ
の
「
第

三
者
」
に
よ
る
罰
は
別
名
「
利
他
的
罰
（A

ltruistic Punishm
ent

）」
と
呼
ば
れ
て

い
る
（Fehr&

 G
ächter 2002

）。「
不
正
」
を
罰
す
る
こ
と
は
自
分
に
は
何
の
得
に

も
な
ら
な
い
が
、
自
分
以
外
の
人
た
ち
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
い
ち
ど
罰
せ
ら
れ

た
者
は
次
も
ま
た
罰
せ
ら
れ
る
と
予
想
し
て
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
行
為
を
し
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
利
他
的
罰
」
な
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
不
可
解
な
行
動

よ
り
も
、
む
し
ろ
否
定
的
な
振
舞
い
を
見
せ
る
人
間
の
方
を
好
む
（H

am
lin et al. 

2011
）。
非
協
力
的
な
人
間
に
対
し
て
「
憎
し
み
」
を
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ

の
人
間
を
否
定
的
に
取
扱
う
人
間
は
好
ま
れ
る
の
だ
。
重
要
な
点
は
、
ま
だ
文
化
的

な
条
件
づ
け
の
な
い
８
ヶ
月
の
幼
児
に
こ
の
よ
う
な
感
情
の
は
た
ら
き
が
観
察
で
き

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
「
共
感
に
よ
る
怒
り
」
の
延
長
線
上
に
分
配
の
公
平
さ
に
対
す
る
関
心
の
発
達
が

み
ら
れ
る
（G

eraci &
 Surian 2011

）。
１
２
ヶ
月
〜
１
８
ヶ
月
の
幼
児
が
分
配
の

公
平
さ
に
関
心
を
示
す
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
あ
る
子
ど
も
が
他
の
子
ど

も
よ
り
少
な
く
も
の
を
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
２
歳
に
も
満
た
な
い
幼
児
が

反
対
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
子
ど
も
は
自
分
が
損
を
し
て
い
な
い
の
に
い
っ
た
い
な

ぜ
反
対
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
「
共
感
」
の
は
た
ら
き
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。「
共
感
に
よ
る
怒
り
」
に
関
す
る
上
記
の
研
究
を
前
提
す
れ
ば
、
当

然
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
子
ど
も
よ
り
多
く
分
配
さ
れ
た
子
ど

も
に
対
す
る
「
憎
し
み
」
を
感
じ
て
不
公
平
な
分
配
に
反
対
す
る
の
だ
。
こ
の
「
憎

し
み
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
妬
み
」
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
自
分
よ
り
多
く

の
も
の
を
分
配
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
自
分
の
も
っ
て
い
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
人
間
は
本
性
か
ら
し
て
憎
し
み
お

よ
び
妬
み
に
傾
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（Eth.III55Sch.

）
と
い
う
ス
ピ

ノ
ザ
の
主
張
は
ま
さ
し
く
正
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
１
８
ヶ
月
ま
で
の
幼
児
を
対

象
に
し
た
以
上
の
実
証
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
分
配
の
公
平
さ
に
関
す
る
関
心
が
文

化
的
に
身
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
は
ま
さ

し
く
「
本
性
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
は
自
分
の
目
の
前
で
お
こ
な
わ
れ
る
不
公
平
な
配
分
に
反
対

す
る
だ
け
で
は
な
い
。
就
学
年
齢
に
達
し
た
児
童
に
お
い
て
は
、
不
公
平
な
配
分
の
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ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
判
断
は
感
情
を
も
と
に
自
動
的
に
行
な
わ

れ
、
そ
の
判
断
に
関
す
る
合
理
的
な
説
明
は
つ
ね
に
後
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
感
情
（A

ffectus

）」
と
は
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」（Eth.III3D

.

）

で
あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
的
判
断
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
い
か
な

る
観
念
に
つ
い
て
も
そ
の
「
観
念
」
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
観
念
の
観
念
」（Eth.

II22D
em

.

）
で
あ
る
。
人
間
が
そ
の
道
徳
的
判
断
を
合
理
的
に
説
明
す
る
の
は
「
観

念
の
観
念
」
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、「
観
念
」
す
な
わ
ち
「
感
情
」

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
「
観
念
の
観
念
」
な
ど
存
在
し
な
い
。「
妬
み
」
と
い
う
「
観

念
」
が
な
け
れ
ば
「
不
正
」
と
い
う
「
観
念
の
観
念
」
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
だ
か

ら
道
徳
的
判
断
が
合
理
的
に
説
明
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て
、
合
理
的
な
説
明
が
道
徳

的
判
断
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
全
然
な
ら
な
い
の
だ
（
１
）。

　
「
公
正
」
に
違
反
す
る
か
ら
「
罰
」
を
与
え
る
と
い
う
正
義
の
論
理
が
転
倒
し
た

論
理
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
、
人
間
は
他
者
に
対

す
る
「
妬
み
」
を
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
自
分
自
身
に
対
し
て
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
欺
瞞
に
気
づ
か
な
い
限
り
、
人
間
は
決
し
て
倫
理
的

な
生
を
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
論
理
に
倫
理
的
な
意
義
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
点
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ス

ピ
ノ
ザ
が
倫
理
的
な
生
を
生
き
る
た
め
の「
理
性
の
命
令
」を
締
め
く
く
る
の
は「
残

り
の
人
間
た
ち
の
た
め
に
欲
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
自
分
の
た
め
に
求
め

な
い
」（Eth.IV

18Sch.

）
と
い
う
規
則
だ
が
、
こ
れ
を
実
行
す
る
に
は
他
者
に
対
す

る
「
妬
み
」
が
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

凡
例

だ
が
、
多
く
の
人
間
の
「
憎
し
み
」
に
対
す
る
「
共
感
」
が
こ
の
行
動
の
動
機
づ
け

と
な
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
そ
れ
も
納
得
が
い
く
。「
憎
し
み
」
が
大
き
い
分
だ
け

罰
す
る
こ
と
へ
の
欲
望
も
強
い
の
だ
。

お
わ
り
に

　

で
は
、
以
上
か
ら
い
っ
た
い
何
が
結
論
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、「
不
正
」
の
概
念
と
は
「
妬
み
」
の
感
情
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。「
妬

み
」
の
感
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
「
不
正
」
の
概
念
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て

ま
た
そ
れ
と
対
に
な
る
べ
き「
公
正
」の
概
念
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、人
間
が「
公

正
」
な
社
会
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
を
罰
し

た
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
妬
み
」と
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー

を
罰
し
た
い
と
い
う
欲
望
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
い
っ
た
ん
「
不
正
」
の
概
念
が
成
立
す
る
と
、
人
間
は
そ
れ
が
は
じ

め
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
フ
リ
ー
ラ
イ

ダ
ー
に
対
す
る
罰
則
の
要
求
は
も
と
も
と
「
妬
み
」
か
ら
発
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

も
は
や
そ
の
よ
う
に
は
認
識
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
不
正
」
な
人
間
は
罰
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
性
の
判
断
に
転
化
す
る
だ
ろ
う
。
人
間
は
、
自

分
た
ち
が
「
公
正
」
な
社
会
を
求
め
る
が
ゆ
え
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
に
対
す
る
罰
則

を
求
め
る
の
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
公
正
」
の
概
念

は
市
民
社
会
を
支
持
す
る
正
義
の
基
準
と
な
る
の
だ
。
こ
こ
に
欺
瞞
が
隠
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、「
公
正
」
の
概
念
に
よ
っ
て
罰
は
合
理
的

に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
罰
」
と
い
う
概
念
が

「
公
正
」
の
概
念
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
な
の
だ
。
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注（
１
）
こ
の
点
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
現
代
の
道
徳
心
理
学
（H

aidt 2001, G
reene 2008

）
の
主
張
を
先

取
り
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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