
〈
書

評
児
玉
聡

『
功
利
主
義
入
門
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本
書
は
児
玉
聡
氏
に
よ
る
お
そ
ら
く
は
本
邦
初
の
功
利
主
義
専
門
の
入

門
書
で
あ
る
。

功
利
主
義
と
い
え
ば
、
義
務
論
、
徳
倫
理
学
な
ど
と
並
ん
で
、
欧
米
を

中
心
と
す
る
規
範
倫
理
学
の
主
要
学
説
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
発
祥
の
地

で
あ
る
英
国
に
お
い
て
は
倫
理
学
の
み
な
ら
ず
政
治
や
経
済
、
法
学
と
多

分
野
に
わ
た
っ
て
広
範
な
影
響
を
与
え
て
き
た
伝
統
あ
る
思
想
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
我
が
国
に
お
い
て
は
、
著
者
の
前
著
で
あ
る
「
功
利
と

直
観
｜
｜
英
米
倫
理
学
史
入
門
」
を
合
め
、
倫
理
学
や
倫
理
学
史
に
か
ん

す
る
入
門
書
、
あ
る
い
は

J

・

S

・
ミ
ル
や
J

・
ベ
ン
タ
ム
に
関
す
る
入

門
書
こ
そ
数
多
く
出
版
さ
れ
て
き
た
が
、
「
功
利
主
義
」
の
み
に
論
点
を

絞
っ
た
入
門
書
は
例
を
見
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
明
治
以
来
、
功
利
主
義

に
帰
さ
れ
て
き
た
、
利
益
至
上
主
義
、
冷
徹
な
合
理
主
義
な
ど
の
、
否
定

的
な
印
象
も
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本

書
は
そ
の
よ
う
な
印
象
を
払
拭
し
、
広
く
功
利
主
義
を
好
意
的
か
つ
魅
力

的
に
紹
介
す
る
と
い
う
意
味
で
、
功
利
主
義
研
究
に
と
っ
て
、
そ
し
て
我

は
じ
め
て
の
倫
理
学
』筑

摩
書
房
、
二
O
一
二
年

佐

岳

詩

藤

が
国
の
倫
理
学
研
究
全
体
に
と
っ
て
、
非
常
に
画
期
的
か
つ
有
益
な
一
冊

で
あ
る
。

概

略

本
書
は
全
七
草
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
順
に
見
て
い
こ
う
。
最
初
の

二
章
は
導
入
で
あ
る
。
第
一
章
「
倫
理
と
倫
理
学
に
つ
い
て
の
素
朴
な
疑

問
」
は
、
本
格
的
に
功
利
主
義
を
紹
介
す
る
前
の
ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

と
し
て
、
「
倫
理
学
」
の
手
ほ
ど
き
が
行
わ
れ
る
章
で
あ
る
。
倫
理
学
の

内
実
の
紹
介
や
、
倫
理
に
つ
い
て
抱
か
れ
が
ち
な
誤
解
を
解
い
て
い
く
こ

と
を
中
心
と
し
て
、
倫
理
学
と
は
何
を
考
え
る
学
問
で
あ
る
の
か
、
批
判

的
に
考
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
る
の
か
が
簡
明
に
示
さ
れ
る
。

第
二
章
「
功
利
主
義
と
は
何
か
」
で
は
、
具
体
的
に
は
功
利
主
義
が
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
た
主
張
で
あ
る
の
か
が
、
筆
者
が
専
門
と
す
る

J

・
ベ
ン
タ
ム
の
『
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
」
の
紹
介
を
通
じ
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て
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
ー
美
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
導
入
さ
れ
、

以
後
の
全
編
を
通
し
て
読
者
は
彼
女
と
と
も
に
功
利
主
義
を
学
ん
で
い
く

と
い
う
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
と
か
く
敷
居
が
高
く
な
っ

て
し
ま
い
が
ち
な
倫
理
学
理
論
、
道
徳
哲
学
を
、
誰
に
で
も
取
っ
つ
き
ゃ

す
い
聞
か
れ
た
も
の
と
す
る
点
で
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
実
際
、

著
者
は
そ
の
後
、
本
書
に
引
き
続
い
て
「
マ
ン
ガ
で
学
ぶ
生
命
倫
理
一
わ

た
し
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
「
い
の
ち
」
の
宿
題
」
を
上
梓
し
て
お
り
、
専

門
家
だ
け
で
な
く
多
く
の
人
々
に
倫
理
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
う
こ
と
を

常
に
重
視
す
る
そ
の
姿
勢
は
、
社
会
的
責
任
を
も
担
う
専
門
研
究
者
と
し

て
、
大
き
く
評
価
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
と
第
四
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
功
利
主
義
者
を
批
判
す
る
」
「
洗

練
さ
れ
た
功
利
主
義
」
と
い
う
題
で
、
功
利
主
義
が
ど
の
よ
う
な
批
判
を

受
け
、
そ
れ
に
対
応
し
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
が
説
明
さ
れ
る

章
で
あ
る
。
そ
し
て
、
功
利
主
義
に
寄
せ
ら
れ
る
様
々
な
批
判
の
う
ち
多

く
は
、
筆
者
が
「
わ
ら
人
形
攻
撃
」
と
呼
ぶ
、
功
利
主
義
の
批
判
者
ら
に

よ
っ
て
戯
固
化
さ
れ
た
「
功
利
主
義
」
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
洗
練
さ

れ
た
現
在
の
功
利
主
義
に
は
あ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
功
利
主
義
者
ら
は
、
利
益
至
上
主
義
、
冷

徹
な
合
理
主
義
者
と
い
う
、
入
門
者
が
抱
き
が
ち
な
否
定
的
イ
メ
ー
ジ
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
「
公
共
政
策
と
功
利
主
義
的
思
考
」
は
少
し
角
度
を
変
え
て
、

現
実
の
政
策
決
定
な
ど
の
場
面
で
功
利
主
義
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た

し
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
果
た
し
う
る
か
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ

V弘
E

S
箱
”

書

の
章
は
ま
さ
に
応
用
倫
理
学
と
規
範
倫
理
学
の
両
方
を
修
め
た
筆
者
の
面

白
躍
知
と
な
っ
て
お
り
、
公
衆
衛
生
の
問
題
と
つ
き
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、

功
利
主
義
と
現
実
の
社
会
問
題
と
の
関
係
が
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
る
。

特
に
本
章
お
よ
び
最
終
章
で
扱
わ
れ
る
ナ
ッ
ジ
戦
略
は
、
功
利
主
義
の
も

つ
パ
タ
l

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
と
自
由
主
義
的
な
側
面
を
調
停
す
る

新
し
い
提
案
と
し
て
、
非
常
に
示
唆
に
と
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
第
六
章
「
幸
福
に
つ
い
て
」
は
、
い
わ
ば
功
利
主
義
の
奥
義
で
あ

り
核
心
と
も
言
う
べ
き
「
幸
福
」
と
は
何
で
あ
る
か
が
、
現
在
有
力
と
さ

れ
る
三
つ
の
学
説
を
も
と
に
語
ら
れ
る
。
最
終
章
で
あ
る
第
七
章
「
道
徳

心
理
学
と
功
利
主
義
」
は
、
脳
科
学
や
心
理
学
、
実
験
哲
学
な
ど
の
デ
ー

タ
を
も
と
に
、
実
際
に
我
々
が
行
っ
て
い
る
思
考
と
功
利
主
義
的
な
思
考

の
関
係
が
紹
介
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
上
で
、
巻
末
の
ブ
ッ
ク
ガ

イ
ド
に
も
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
入
門
者
の
必
読
文
献
だ
け
で

な
く
、
初
心
者
に
は
危
険
な
本
（
げ
）
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
本
書
を
読
み

終
え
た
読
者
が
次
な
る
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
た
め
の
道
標
も
し
っ
か
り
と
示

さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
通
じ
て
、
I

桑
と
読
者
は
功
利
主
義
の
思
考
に
触
れ
、
そ
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
仕
立
て
で
語
ら
れ
る
J

－

s

－
ミ
ル
や
W
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
に
関
す
る
逸
話
な
ど
が
随
所
に
織
り
込
ま

れ
て
読
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
工
夫
が
凝
ら
し
て
あ
る
一
方
で
、
最
新
の
科

学
的
な
知
見
な
ど
を
挿
入
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ

り
満
足
さ
せ
る
手
法
は
、
こ
れ
ま
で
「
倫
理
学
」
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
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人
々
に
、
ま
ず
功
利
主
義
や
倫
理
学
に
対
す
る
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
、

と
い
う
目
的
か
ら
見
て
非
常
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
。
映
画
や
小
説
な
ど

に
題
材
を
と
り
、
時
に
は
ジ
ョ
ー
ク
も
こ
ら
さ
れ
た
内
容
や
、
平
明
で
読

み
や
す
い
文
体
も
手
伝
っ
て
、
気
が
つ
い
た
ら
一
晩
読
み
ふ
け
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
読
者
が
続
出
し
た
と
い
う
の
も
領
け
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ

う
（
評
者
も
そ
の
一
人
で
あ
る
）
。

し
た
が
っ
て
、
本
書
は
新
書
と
い
う
制
約
の
多
い
形
式
の
中
で
功
利
主

義
の
入
門
書
と
し
て
果
た
し
う
る
役
割
を
十
分
に
務
め
た
も
の
で
あ
り
、

少
し
で
も
功
利
主
義
や
幸
福
と
い
う
言
葉
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
す
べ
て
の

人
に
勧
め
た
い
一
冊
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ど
れ
だ
け
魅
力
的
な
入
門
書
で
あ
っ
て
も
、
専
門
家
が
責

任
を
も
っ
て
著
し
た
「
学
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
正

確
さ
や
必
要
な
情
報
を
欠
い
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以

下
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
少
し
検
討
し
て
み
た
い
。

功
利
主
義
の
入
門
書
と
し
て
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あ
る
理
論
を
好
意
的
に
紹
介
す
る
方
法
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
そ
の
一
つ
は
そ
の
理
論
の
ま
さ
に
核
と
な
っ
て

い
る
テ
l

ゼ
の
魅
力
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
特
に
そ
の
理
論
の
長
所
を
述

べ
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
本
書
の
論
の
運
び
は
、
第
二
章
か
ら

第
四
章
で
新
旧
の
功
利
主
義
の
中
心
的
テ
l

ゼ
を
描
き
、
第
五
章
で
は
現

実
の
問
題
に
即
し
て
そ
れ
が
い
か
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
か
を
示
す
と
い

う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
第
五
章
は
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
公

衆
衛
生
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
政
策
決
定
の
場
に
お
け
る
功
利
主
義
の

ス
マ
ー
ト
さ
、
力
強
さ
を
い
か
ん
な
く
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
は
他
の
理
論
と
の
関
係
と
い
う
視
点
が
欠
け

て
い
る
と
す
れ
ば
、
理
論
の
十
全
な
紹
介
と
し
て
や
や
不
完
全
な
も
の
で

あ
る
と
判
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
と
え
ば
、
筆
者
は
、
前
著
「
功
利
と
直

観
」
に
お
い
て
は
、
功
利
主
義
と
直
観
主
義
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
両
者
の
よ
り
深
い
理
解
を
も
た
ら
す
こ
と
に
見
事
に
成
功
し
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
に
お
い
て
は
そ
の
直
観
と
い

う
語
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
あ
る
い
は
、
現
代
に
お
い
て
功
利
主
義

と
し
ば
し
ば
対
比
さ
れ
る
徳
倫
理
学
な
ど
に
関
し
て
も
、
功
利
主
義
の
特

徴
、
長
所
と
短
所
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
上
で
、
そ
の
理
解
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
紹
介
に
は
頁
は
割
か
れ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
は
ま
っ
た
く
の
初
学
者
に
功
利
主
義
に
興
味
を
も
っ

て
も
ら
う
と
い
う
、
入
門
書
に
課
さ
れ
た
目
的
か
・
り
し
て
、
こ
れ
は
適
切

な
取
捨
選
択
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
規

範
倫
理
学
理
論
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
本
書
の
魅
力
を
損

な
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、

他
の
理
論
に
よ
っ
て
功
利
主
義
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
批
判
の
扱
い
が
や
や

不
十
分
で
あ
る
た
め
に
、
功
利
主
義
の
特
色
や
切
迫
性
が
伝
わ
り
に
く
い

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
特
に
現
代
的
な
功
利
主
義
に
つ
い
て
の
情
報

提
供
と
い
う
点
で
物
足
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

確
か
に
、
本
書
の
第
三
章
に
お
け
る
功
利
主
義
批
判
と
第
四
章
に
お
け
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る
批
判
へ
の
応
答
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
功
利
主
義
の
紹
介
は
、
他
の
理

論
と
の
一
つ
の
応
酬
と
そ
こ
か
ら
功
利
主
義
が
得
た
成
果
を
示
し
た
も
の

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
八
世
紀
末
の
功
利
主
義
者

W
・
ゴ
ド
ウ
イ

ン
を
中
心
と
し
た
議
論
の
展
開
は
、
読
み
物
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
は

あ
る
が
、
そ
の
後
の
功
利
主
義
を
巡
る
現
代
的
な
問
題
を
捉
え
て
い
る
と

は
言
い
が
た
い
。

た
と
え
ば
筆
者
は
最
終
的
に
規
則
功
利
主
義
、
間
接
功
利
主
義
の
登
場

を
も
っ
て
、
功
利
主
義
は
身
近
な
人
々
に
対
す
る
愛
情
を
も
正
当
化
可
能

と
な
り
、
家
族
へ
の
愛
情
と
公
平
性
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
べ
き
か
、
と
い

う
問
題
は
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
（

8

・
a
l
忠
）
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
代
の
功
利
主
義
を
巡
る
論
争
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
そ
も
そ
も
家
族
へ
の
愛
情
を
功
利
主
義
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
そ
れ

自
体
の
是
非
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
局
は
効
用
の
多
寡
に
よ
っ
て
維
持
さ

れ
る
愛
情
や
友
情
は
そ
の
名
に
値
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
切
り
口
と
な

っ
て
、
功
利
主
義
と
行
為
、
性
格
、
感
情
な
ど
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
単
に
功
利
主
義
に
よ
っ
て
も
愛
情
が
正
当
化
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
功
利
主
義
に
よ
っ
て
愛
情
を
正
当
化

す
る
と
い
う
姿
勢
、
合
理
主
義
的
な
発
想
そ
の
も
の
の
妥
当
性
が
問
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
個
別
の
行
為
と
の
関
係
、
規
則
作
り
の
困
難
さ
な
ど
、
間
接

功
利
主
義
、
規
則
功
利
主
義
に
対
す
る
批
判
も
現
代
で
は
多
く
な
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
新
書
形
式

の
入
門
書
と
い
う
制
約
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
批
判
を
取
り
上
げ
、

却
前

書

正
直
に
自
ら
の
弱
点
を
も
さ
ら
し
出
し
た
方
が
、
功
利
主
義
の
紹
介
と
し

て
は
誠
実
で
あ
り
、
結
局
は
長
い
目
で
見
て
功
利
主
義
を
正
し
く
世
に
広

め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
評
者
は
考
え
る
。
特
に
、
教
科
書

や
参
考
書
と
し
て
授
業
で
用
い
ら
れ
る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

好
意
的
で
あ
っ
て
も
偏
り
す
ぎ
な
い
記
述
こ
そ
重
視
す
べ
き
で
あ
っ
た
だ

ろ
、
っ
。

功
利
主
義
論
と
し
て

こ
こ
で
は
最
後
に
、
本
書
が
担
っ
て
い
る
入
門
書
と
し
て
の
役
割
か
ら

少
し
だ
け
掘
り
下
げ
て
、
筆
者
の
功
利
主
義
論
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
た

い
。
功
利
主
義
と
い
っ
て
も
一
枚
岩
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
規
則
功
利

主
義
と
行
為
功
利
主
義
の
衝
突
を
は
じ
め
、
様
々
な
理
論
内
部
で
の
対
立

を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
中
で
も
、
最
大
の
問
題
の

一
つ
は
、
い
っ
た
い
何
が
最
大
化
す
べ
き
「
効
用
」
「
幸
福
」
で
あ
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

本
書
で
は
「
幸
福
に
つ
い
て
」
と
銘
打
た
れ
た
第
六
章
が
こ
の
「
幸
福

と
は
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
快
楽
説
、
欲
求
充
足
説
、
リ
ス
ト
説
と
い

う
幸
福
の
定
義
に
か
か
わ
る
三
つ
の
案
が
紹
介
さ
れ
る
。

具
体
的
に
第
六
章
の
流
れ
を
見
て
み
よ
う
。
快
楽
に
よ
っ
て
幸
福
を
定

義
す
る
と
い
う
快
楽
説
は
、
様
々
な
快
苦
に
共
通
の
性
質
を
取
り
出
す
こ

と
の
困
難
さ
を
通
じ
て
の
、
快
苦
が
測
定
・
定
義
で
き
な
い
と
い
う
議
論
、
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快
楽
機
械
な
ど
の
例
を
通
じ
て
の
、
幸
福
感
と
幸
福
は
異
な
る
、
と
い
う

議
論
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
。
選
好
や
欲
求
の
充
足
に
よ
っ
て
幸
福
を
定

義
す
る
欲
求
充
足
説
は
、
過
去
の
欲
求
は
現
在
の
幸
福
に
つ
な
が
ら
な
い

こ
と
、
適
応
的
に
形
成
さ
れ
た
欲
求
や
怨
か
な
欲
求
の
充
足
は
幸
福
と
は

い
え
な
い
こ
と
、
な
ど
の
議
論
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
る
。
人
々
の
基
本
的

ニ
l

ズ
に
基
づ
く
客
観
的
リ
ス
ト
を
作
る
こ
と
で
幸
福
を
定
義
す
る
客
観

的
リ
ス
ト
説
に
つ
い
て
は
、
過
不
足
な
い
リ
ス
ト
を
作
る
こ
と
が
難
し
い
、

そ
も
そ
も
幸
福
が
何
で
あ
る
か
に
答
え
て
い
な
い
、
と
い
う
反
論
が
な
さ

れ
る
。以

上
を
通
じ
て
長
所
と
短
所
を
比
較
検
討
し
た
上
で
、
筆
者
は
瞥
定
的

な
見
解
と
し
て
、
政
策
レ
ベ
ル
に
お
け
る
リ
ス
ト
説
、
個
人
レ
ベ
ル
に
お

け
る
（
合
理
的
）
欲
求
充
足
説
を
提
案
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
評
者
の
読
む
と
こ
ろ
、
こ
の
・
草
の
述
、
び
は
特
に
本
書

全
体
と
の
関
係
で
見
る
と
、
あ
ま
り
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
筆
者
自
身
が
功
利
主
義
者
と
し
て
、
ま
さ
に
何
を
幸
福
と
す
る
か

に
つ
い
て
明
確
な
態
度
決
定
を
行
っ
て
い
な
い
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
推
察
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
暫
定
的
に
と
は
い
え
欲
求
充
足
説
を
支
持
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
直
前
で
提
示
し
た
欲
求
充
足
説
を
退
け
る
議
論
に
対
す
る
、
せ

め
て
、
暫
定
的
な
る
反
論
を
提
示
す
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
一

応
、
欲
求
の
合
理
化
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
、
愚
か
な
欲
求
な
ど
を
排
除

す
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
ず
過
去
の
欲
求
の
問
題
を
解
決
で

き
な
い
。
ま
た
適
応
的
選
好
形
成
に
つ
い
て
も
、
結
局
、
合
理
性
の
中
身
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を
説
明
し
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
選
好
な
ら
合
理
的
な
の

か
が
不
明
で
あ
る
点
で
、
何
の
解
決
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、

幸
福
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
合
理
性
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
ス
ラ
イ

ド
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
で
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
、
っ
と
、
筆
者
が
自
身
の
暫
定
的
な
見
解
を
述
べ
た
箇
所
は
、

本
舎
の
合
評
会
に
お
い
て
伊
勢
同
哲
治
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
ど
う

す
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
か
」
に
答
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
初
に
立
て
ら

れ
た
課
題
で
あ
る
「
幸
福
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
で
は

‘
、
、
．

n
v

＃
山
回
しそ

し
て
、
こ
の
こ
と
は
結
局
、
評
者
の
考
え
で
は
、
筆
者
が
「
な
ぜ
倫

理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
功
利
原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
回
避
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
て
い
る
。
実
際
、
誰
か
に
功
利
主
義
の
魅
力
を
伝
え
よ
う
と
い

う
と
き
に
、
最
大
の
障
壁
と
な
り
う
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
問
い
で
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
本
書
は
T
4究
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ベ

ン
タ
ム
の
舎
を
与
え
、
快
苦
を
考
慮
に
入
れ
る
の
は
「
当
然
」
、
最
大
多

数
の
最
大
幸
福
の
正
当
性
は
「
そ
の
通
り
」
と
語
ら
せ
る
こ
と
で
そ
の
問

題
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
何
の
疑
間
も
な
く
「
そ
の
通

り
だ
」
と
思
え
る
読
者
に
は
、
そ
れ
で
よ
い
だ
ろ
う
（
そ
れ
は
そ
れ
で
批

判
的
精
神
と
い
う
点
で
は
問
題
で
あ
る
が
）
。
し
か
し
、
そ
う
は
思
え
な
い

人
々
に
と
っ
て
の
「
な
ぜ
功
利
原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い

う
疑
問
は
最
後
ま
で
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
間
い
は
入
門
書

だ
か
ら
と
答
え
ず
に
済
ま
せ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
入
門
書
だ
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か
ら
こ
そ
、
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
十
分
に
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
問
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
仮
に
、
た
と
え
ば
幸
福
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
な
ぜ
そ
れ

が
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
な
ぜ
我
々
は
幸
福
を
求

め
る
の
か
が
、
十
全
に
示
さ
れ
て
い
た
と
し
よ
う
ロ
そ
の
場
合
に
は
、
そ

の
重
要
性
の
証
示
と
公
平
性
を
重
視
す
る
議
論
な
ど
を
通
し
て
、
功
利
原

理
に
従
う
理
由
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
答
え
が
与
え
ら
れ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
自
身
の
功
利
原
理
の
正
当
化

根
拠
、
お
よ
び
功
利
主
義
に
お
け
る
立
場
が
不
明
瞭
で
あ
る
た
め
に
、
最

初
か
ら
功
利
主
義
に
入
門
し
て
み
て
も
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
読
者
以

外
に
対
す
る
説
得
力
が
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

7
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さ
て
、
以
上
、
批
判
的
な
こ
と
も
述
べ
て
き
た
が
、
本
書
が
全
体
と
し

て
功
利
主
義
へ
の
優
れ
た
入
門
書
と
し
て
、
得
が
た
い
価
値
を
有
す
る
良

書
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
本
書
の
内
容
に
納
得
す
る
に

せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
倫
理
に
関
心
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
人
に
、
一
度
は

手
に
と
っ
て
も
ら
い
た
い
一
冊
で
あ
る
。

（
さ
と
う
た
け
し
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
・
京
都
大
学
）




