
責
任
の
範
囲

ハ
イ
デ
ガ
!
の

「
責
め
あ
る
存
在
」

一
、
通
硲
的
な
責
任

例
え
ば
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
誰
か
を
醗
い
て
し
ま
っ
た
と
す
る
c

多
く

の
場
合
、
車
の
運
転
手
は
一
も
っ
と
周
囲
に
注
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
」
「
ブ

レ
ー
キ
を
踏
む
の
が
も
う
少
し
早
け
れ
ば
」
と
、
自
分
が
ど
う
に
か
し
て
い

れ
ば
そ
の
よ
う
な
悲
し
い
事
故
を
回
避
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る

だ
ろ
う
h
u
o

そ
し
て
そ
の
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
に

は
そ
の
交
通
事
故
の
加
害
者
と
し
て
の
責
任
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
だ
ろ

w

「
ノ
。

法
的
に
言
え
ば
勿
論
、
交
通
事
故
に
お
い
て
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、

人
を
際
い
て
し
ま
っ
た
運
転
手
で
あ
る
。
運
転
手
は
被
害
者
に
怪
我
を
負
わ

せ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
命
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
実
在
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
日
常
的
に
「
責
任
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
日
常
的
な
意
味
で
の
よ
只
め
あ
り
出
与
E
E
E
と
い
う

に
つ
い
て

岸

本

品会
ア王ミミ

「
あ
る
他
者
の
現
存
在
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
欠
如
に
と
っ
て
恨

拠
で
あ
る
こ
と
」
(
∞
N

M

∞M
)

と
規
定
す
る
。

「
現
存
在
口
町
戸

25コ
」
と
は
ハ
イ
デ
ガ
!
の
用
語
で
、
簡
単
に
言
え
ば
私

た
ち
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
咋
々
の
「
場
む
と
に
お
い
て

求
め
ら
れ
て
い
る
「
ー
と
し
て
」
と
い
う
、
役
割
に
正
し
く
当
て
阪
ま
る
こ

と
で
「
存
在
」
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
教
室
」
と
い
う
場
に
お
い
て
「
教
師
」

は
「
長
業
を
す
る
一
、
「
生
徒
」
は
一
真
而
目
に
話
を
聞
く
」
と
い
う
よ
う
に
、

そ
の
と
き
ど
き
の
場
は
、
常
識
・
時
黙
の
ル

l
ル
・
空
気
と
い
っ
た
形
で
、

現
存
在
に
ご
三
」
で
は
ど
う
ふ
る
ま
う
べ
き
か
一
を
す
で
に
常
に
開
示
し
与

え
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
え
き
」
の
範
囲
に
無
難
に
収
ま
る
よ
う
に
生
き

て
い
る
日
常
的
な
現
存
在
の
在
り
方
を
「
世
人
」
と
呼
ぶ
。
「
世
人
は
全
て

の
判
断
や
決
断
を
前
渡
し
し
て
お
く
ゆ
え
、
そ
の
と
き
ど
き
の
現
存
在
か
ら

責
任
を
取
り
除
い
て
や
る
」
(
∞
N
{
当
)
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
一
一
一
回
う
よ
う
に
、

位
の
中
の
誰
も
が
普
通
行
う
こ
と
を
こ
な
し
て
い
る
限
り
、
私
た
ち
は
ひ
と

か

ら

責

め

ら

れ

る

こ

と

は

な

い

。

行

う

べ

き

こ

と

か

ら

逸

脱

}
」
!
こ

J
W
」、
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す
る
際
に
責
任
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
仕
事
を
滞
ら

せ
た
り
損
失
を
出
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
私
た
ち
は
「
責
任
を
果
た
せ
な
か

っ
た
」
「
ど
う
寅
任
を
と
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と
一
一
一
一
口
う
だ
ろ
う
。
こ

れ
ら
は
あ
る
べ
き
会
社
員
の
役
割
を
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
例
で
あ
る
。

先
述
の
「
あ
る
他
者
の
現
存
在
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
欠
如
に
と
っ
て
根

拠
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
責
め
あ
り
」
の
定
義
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
普

通
で
あ
れ
ば
存
在
す
べ
き
或
る
も
の
を
欠
損
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
と
き
、
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
上
で
損
失
が
発
生

し
た
の
は
自
ら
の
過
失
や
力
不
足
な
ど
が
原
因
で
あ
る
。
交
通
事
故
の
例
で

言
え
ば
、
運
転
手
は
、
聯
か
れ
た
人
の
身
体
を
損
な
っ
た
、
あ
る
い
は
命
を

失
わ
せ
た
原
因
で
あ
る
か
ら
、
責
任
が
諜
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
通
俗
的
な
責
任
理
解
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
責
め
あ
り
」

と
い
う
こ
と
を
「
事
物
的
」
に
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
は

「
責
任
を
と
る
」
必
要
が
あ
る
場
面
で
、
自
ら
が
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

を
、
謝
罪
や
賠
償
あ
る
い
は
法
的
な
刑
罰
を
受
け
る
な
ど
と
い
っ
た
傑
々
な

方
法
に
よ
っ
て
、
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ

l
は
「
そ

れ
で
は
ま
る
で
現
存
在
は
、
「
家
計
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
家
計
の

負
債
な
ら
き
ち
ん
と
清
算
し
さ
え
す
れ
ば
よ
く
、
か
く
し
て
自
己
は
、
無
関

係
の
傍
観
者
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
体
験
経
過
の
「
か
た
わ
ら
に
」
立
つ
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
」
(
∞
N
M
S
)

と
批
判
し
、
通
俗
的
な
責
任

理
解
は
、
非
本
来
的
で
あ
る
と
す
る
。
事
物
的
な
責
任
理
解
は
、
何
か
を
損

ね
て
し
ま
っ
た
が
故
に
責
任
が
生
ま
れ
、
そ
の
分
を
補
填
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
責
任
は
、

「
世
間
か
ら
期
待
さ
れ
る
役
割
」
と
い
う
私
で
は
な
い
も
の
に
諜
せ
ら
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ

l
の
想
定
す
る
本
来
的
で
根
源
的
な
よ
貝
め
あ
る
存
在
」
と
は
、

何
ら
か
の
過
失
や
罪
を
犯
し
て
か
ら
初
め
て
負
わ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
し
て
や
「
責
任
を
果
た
す
」
こ
と
で
終
わ
り
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
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二
、
非
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と

ハ
イ
デ
ガ

i
は
根
源
的
な

る
他
者
の
現
存
在
に
お
け
る
な
ん
ら
か
の
欠
如
に
と
っ
て
根
拠
で
あ
る
こ

と
」
と
い
う
通
俗
的
な
「
責
め
あ
り
」
の
定
義
か
ら
事
物
的
存
在
性
を
脱
落

さ
せ
、
そ
の
「
形
式
的
に
実
存
論
的
な
理
念
」
を
「
何
ら
か
の
非
力
さ

(
芸
の
ま
目
的
介
。
ユ
)
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」

(
ω
N
M
∞
凶
)
と
す
る
。

こ
の
「
責
め
あ
る
存
在
」
リ
「
何
ら
か
の
非
力
さ
の
恨
拠
で
あ
る
こ
と
」

を
引
き
受
け
る
在
り
方
が
「
本
来
的
な
在
り
方
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
。

「
非
力
さ
」
と
は
、
何
か
。

「
非
力
さ
」
と
は
一
つ
に
は
「
被
投
性
」
の
こ
と
を
指
す
。
私
た
ち
は
常

に
す
で
に
何
ら
か
の
「
場
」
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
必
ず

そ
の
場
の
規
範
や
公
共
的
な
見
方
に
料
ら
れ
、
与
え
ら
れ
た
環
境
に
影
響
さ

れ
て
い
る
J

の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

を
規
定
す
る
た
め
、
「
あ



意
味
で
、
現
存
在
は
非
力
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
非
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
」

と
は
、
そ
れ
で
も
そ
の
「
場
」
に
お
い
て
何
ら
か
の
選
択
(
日
「
被
投
的
企

投
」)
を
せ
ざ
る
を
え
ず
、

そ
の
原
因
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
る
の
だ
。

吏
に
こ
の
「
被
投
的
企
投
」
自
身
も
ま
た
非
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の

耳目
~EI 
L十

，--， 

〕
現
存
在
は
、
こ
れ
か
あ
れ
か
の
可
能
性
の
な
か
に
そ
の

つ
ど
立

っ
て
お
り
、
不
断
に
現
存
在
は
そ
の
他
の
諸
可
能
性
で
あ
る
の
で
は

非
ず
し
て
、
そ
の
他
の
諸
可
能
性
は
実
存
的
企
投
の
際
に
放
棄
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
」
G
N
N
∞
凶
)
。
現
存
在
に
は
株
々
に
行
為
す

る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
の
可
能
性
の
内
の

一
つ
し
か
実
現
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
し
て
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
選
び
取
ら
れ
た
可

能
性
以
外
の
可
能
性
を
、
す
べ
て
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

つ
の
行

為
し
か
為
し
え
な
い
と

い
う
点
に
お
い
て
も
私
た
ち
は
非
力
で
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
何
ら
か
の
非
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」
を
引
き
受
け
る
在

り
方
は
、
通
俗
的
な
責
任
の
感
じ
方
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

自
身
の
非
力
さ
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
在
り
様
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
、

こ
こ
で
高
井
克
に
よ
る
解
釈
を
検
討
し
た
い
。

高
井
は
、
可
能
性
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
後
者
の
非
力
さ
に
着
目
す
る
。

高
井
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
が
放
棄
し
て
い
る
可
能
性
に
は
、
自
覚
的
に
「
や

め
よ
う
」
と
捨
て
た
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、

「気
づ
か
な
い
」

「
考
え
も
し

な
い
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
無
自
覚
に
、
為
さ
な
か
っ
た
も
の
も
合
ま
れ
て
い

る
。
そ
し
て
為
さ
な
か
っ
た
こ
と
の
内
に
、
為
す
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。

そ
も
そ
も
、
私
た
ち
が
自
ら
の
為
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
た

め
に
は
、

問
題
と
な
っ

て
い
る
事
態
を
惹
き
起
こ
し
た
の
が
ま
さ
に
自

分
で
あ
る
こ
と
を
遡
っ

て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
・

]
そ
れ

ゆ
え
、
責
任
を
負
う
た
め
に
必
要
な

「
認
め
る
こ
と
」
は
、

「
自
分
に

は
そ
の
事
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
た
し
、
か
っ
、
自
分
は

そ
う
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
行
為
を
選
ぶ
べ
き
だ
っ
た
」
と
い

う
信
念
を
抱
く
こ
と
ま
で
を
も
含
む
。
も
し
、
「
責
任
を
負
担
フ
」
た
め

の
条
件
が
こ

の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
の
な
ら
、
「
責
任
を
負
い
う
る
」

主
体
、
つ
ま
り
「
責
任
あ
る
行
為
主
体

?
2
3
2
F芯

a
g
C」
に
は
、

少
な
く
と
も
、
自
分
が
無
数
の
可
能
な
行
為
を
排
除
し
た
上
で
振
る
舞

っ
て
お
り
、
か
っ
、
そ
う
し
た
排
除
を
生
み
出
し
て
い
る
の
も
ま
た
自

分
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
う
し
て
無
自
覚
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る

可
能
性
の
中
に
は
「
す
べ
き
だ
っ
た
」
と
回
顧
さ
れ
得
る
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
川
町
、解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

フ
0

0

高
井
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
、
方
l
の
ニ
一
一
回
う
「
責
め
あ
る
存
在
」

H

「
非
力
さ

の
娘
拠
で
あ
る
こ
と
」

を
引
き
受
け
る
こ
と
と
は
、
自
覚
的
に
も
無
自
覚
的
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に

も

自

ら

が

為

さ

な

か

っ

を

馳

せ

、

そ

の

内

に

「

す

べ
き
だ
っ
た
こ
と
」
(
交
通
事
故
の
例
で
あ
れ
ば
、
「
も
っ
と
早
く
ブ
レ
ー
キ

を
踏
む
べ
き
で
あ
っ
た
」
な
ど
)
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
彼
は
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
!
を
解
釈
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な

疑
問
を
発
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
問
題
〔
引
用
者
注
一
行
為
の
責
任
の
範
囲
は
ど

こ
ま
で
及
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
〕
に
対
す
る
自
然
な
ア
プ
ロ

i
チ
と

は
異
な
り
、
「
合
理
的
熟
慮
」
の
圏
域
(
ふ
つ
う
考
慮
す
べ
き
こ
と
)

を
度
外
視
し
て
、
端
的
に
自
分
に
は
為
す
べ
き
可
能
な
行
為
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
用
意
の
あ
る
、
正
体
に
「
責
任
あ
る
主
体
」

の
姿
を
認
め
る
。
真
に
責
任
あ
る
主
体
が
身
に
受
け
る
べ
き
責
任
は
、

人
々
の
問
で
「
合
理
的
に
熟
慮
す
れ
ば
分
か
る
こ
と
」
の
範
闘
を
越

え
出
て
い
く
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ

l
の
こ
の
主
張
は
、
私
た
ち
が
現
実
に
よ
頁
任
」
の
概
念

を
用
い
て
行
う
実
践
の
木
質
を
確
か
に
射
当
て
て
い
る
。
し
か
し
、

〈
ひ
と
〉
と
し
て
の
一
全
う
な
考
慮
」
と
い
う
限
界
を
外
し
た
と
き
、

主
体
が
身
に
受
け
る
べ
き
責
任
の
射
程
は
無
尽
蔵
に
拡
大
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
工
場
の
一
従
業

員
に
、
あ
る
い
は
安
全
運
転
を
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
不
運
に
も

子
供
を
繰
い
て
し
ま
っ
た
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
に
、
事
態
の
責
任
を

問
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
存
在
と
時
間
」
に
こ
の
問
題
へ
の
明
瞭
な
回

答
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
向
ω

72 

第
い
た
通
り
、
日
常
的
に
私
た
ち
は
、
そ
の
場
に
適
し
た
「
普

通
に
考
え
て
、
や
る
べ
き
こ
と
」
「
同
じ
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
誰
も
が
行
う

よ
う
な
こ
と
」
を
し
て
い
れ
ば
、
責
任
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
が
ち
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
態
が
発
生
し
た
際
に
、
「
私
は
、

や
る
べ
き
こ
と
は
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
私
に
は
責
任
は
無

い
」
と
い
う
言
い
逃
れ
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
高
井
の
言
葉
を
使
え
ば
、

「
十
分
な
「
合
理
的
熟
慮
」
を
行
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
想
定
外
の
事
態
に

対
し
て
責
任
は
無
い
」
と
言
え
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

高
井
の
解
釈
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
様
な
責
任
逃
れ
を
批
判
し
、
世

人
の
考
え
る
「
合
理
的
熟
慮
」
の
範
闘
を
越
え
て
、
「
知
一
自
覚
に
為
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
/
為
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
に
つ
い
て
ま
で
も
責
任
を
引
き

受
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
確
か
に
、
責
任
の
範
囲
は
も
は
や
限
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
無
限
大

に
拡
大
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ

i
は
木
当
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
関
連
し
て
河
田
紀
子
に
よ
る
解
釈
も
見
て
み
た
い
。

私
が
道
路
に
水
を
ま
き
、
老
女
が
滑
っ
て
転
ん
で
、
入
院
し
た
。
老

女
の
娘
は
大
慌
て
で
病
院
に
駆
け
つ
け
、
顧
客
と
の
待
ち
合
わ
せ
に



大
切
な
契
約
を
取
り
逃
し
た
。
権
か
に
老
女
の
転
倒
に
は
責

任
が
あ
ろ
う
が
、
私
は
彼
女
の
娘
の
損
失
に
責
任
が
あ
る
の
か
?

一
;
:
]
因
果
論
的
な
行
為
の
把
慢
は
、
日
常
の
行
為
で
あ
る
限
り
、

特
に
法
と
連
続
的
に
帰
責
を
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
う
い

う
方
向
し
か
な
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

ハ
イ
デ
ガ
!
の
〈
行
為
論
〉
は
こ
の
よ
う
な
平
面
で
の
み
動
く
も
の

で
は
な
い
。
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岡
田
の
挙
げ
て
い
る
例
は
ま
さ
に
責
任
の
範
囲
が
無
限
に
拡
大
し
て
い

く
例
で
あ
る
。
し
か
し
岡
田
に
よ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
責
任
の
担
え
方
は
、
法

律
を
当
て
は
め
る
の
に
過
し
た
因
果
関
係
に
基
づ
い
た
捉
え
方
で
あ
り
、
ハ

イ
デ
ガ
!
の
考
え
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

岡
田
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
の
行
為
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
何
も
れ
為
し
な
い
こ
と
が
、
あ
る

い
は
た
だ
存
在
す
る
こ
と
が
他
人
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
が
、

大
概
の
こ
と
は
思
い
悩
ん
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
行
為
は
決
然

と
無
良
心
的
に
行
わ
れ
る
以
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ

デ
ガ
i
は
、
行
為
論
と
い
う
視
座
で
は
、
現
存
在
の
存
在
の
こ
の
な

ん
と
も
し
が
た
い
と
こ
ろ
に
十
分
届
か
な
い
と
考
え
る
の
だ
と
思
う
。

そ
れ
ゆ
え
行
為
で
は
な
く
、
存
在
だ
と
。
“

「
行
為
は
決
然
と
川
県
良
心
的
に
行
わ
れ
る
以
外
は
な
い
」
と
は
い
か
な
る

こ
と
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ

i
の
「
良
心
」
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
通
俗
的
な
良
心
」
は
「
や
ま
し
く
な
い
良
心
」

や
「
と
が
め
る
良
心
」
と
い
っ
た
形
で
体
験
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
行
う
べ

き
こ
と
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
H
私
は
善
で
あ
る
」
「
外
れ
た
こ
と
を
し
て

は
い
け
な
い
H
悪
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
一
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
に

呼
び
か
け
る
通
俗
的
な
良
心
の
目
的
は
、
自
身
の
行
為
に
対
し
て
一
責
め
あ

り
」
か
「
責
め
な
し
一
か
を
計
算
・
判
断
し
、
最
終
的
に
自
分
に
は
責
め
が

な
い
と
碍
認
す
る
こ
と
で
あ
る

ω。
い
う
ま
で
も
な
く
通
俗
的
な
良
心
は
責

め
を
事
物
的
な
も
の
と
し
て
促
え
て
お
り
、
「
そ
も
そ
も
い
か
な
る
良
心
現

象
で
も
な
い
の
で
あ
る
」
(
∞
N
N
C
N
)

。

真
の
良
心
の
呼
び
戸
は
「
世
人
の
な
か
へ
の
喪
失
か
ら
お
の
れ
を
お
の
れ

自
身
へ
と
連
れ
も
ど
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
一
一
白
い
か
え
れ
ば
、
現
存
在
は

責
め
あ
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
」
(
∞
N

N

∞
吋
傍
点
引
用
者
)
を
了
解
す
る

よ
う
ほ
の
め
か
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
は
「
良
心
の
呼
び

戸
を
聞
く
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
良
心
を
も
と
う
と
意
志
す

る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
じ
o

そ
の
上
で
ハ
イ
デ
ガ
i
は
次
の
よ
う
に
一
一
一
一
口
う
。
「
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
現

事
実
的
に
「
投
良
心
的
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
現
存
在
が
、
お
の
れ
の
非

力
な
企
投
ず
る
こ
と
の
非
力
な
恨
拠
に
も
と
世
つ
い
て
、
そ
の
つ
ど
す
で
に
他

者
た
ら
と
共
な
る
共
存
在
に
お
い
て
他
者
た
ち
に
対
し
て
責
め
を
負
う
も
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の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
良
心
を
も
と
う
と
意

志
す
る
こ
と
は
、
本
質
上
の
没
良
心
性
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
没
良
心
性
の
内
部
で
の
み
、
五
口
」
で
あ
る
こ
と
の
実
存
的
可
能
性
も

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」
(
凶
N
M
∞
∞
傍
点
引
用
者
)
。

良
心
は
常
に
現
存
在
に
呼
び
か
け
続
け
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
現
存
在
は

日
常
的
に
、
良
心
の
呼
び
声
を
聞
き
逃
し
て
い
る
け
リ
没
良
心
的
に
行
為
し
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
開
き
逃
し
は
、
現
存
在
が
世
人
H
他
者
た
ち
に

対
し
て
責
め
を
負
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
「
普
通
な
ら
こ

う
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
「
通
俗
的
な
責
任
」
を
淵
臥
し
て
く
る
世
間
の
戸
ば

か
り
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
、
「
責
め
あ
る
存
在
」
へ
と
呼
び
覚
ま
そ
う
と

す
る
良
心
の
戸
を
聞
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
。

五
口
」
で
あ
る
こ
と
が
没
良
心
性
の
内
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
も
、

そ
も
そ
も
長
日
か
「
悪
」
か
と
い
う
基
、
準
が
、
世
人
の
「
ベ
き
」
に
開
き

従
っ
て
王
し
く
行
為
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
か
ら
な

の
で
あ
る
。

「
ど
の
よ
う
に
行
為
す
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
を
気
遣
う
限
り
、
通
俗
的

な
良
心
1
叶
一
人
リ
他
者
た
ち
の
芦
に
私
た
ち
は
従
い
、
没
良
心
的
に
行
為
し

て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
だ
が
常
に
既
に
没
良
心
的
に
行
為
し
て
い
る
こ
と

を
認
め
引
き
受
け
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
で
は
な
い
在
り
方
へ
と
向
か
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
良
心
を
も
と
う
と
意
志
す
る
こ
と
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
で
岡
田
が
「
行
為
で
は
な
く
、
存
在
だ
」
と
言
っ
て
い
た
の
は
。

行
為
と
の
関
わ
り
の
中
で
は
こ
う
し
た
良
心
の
働
き
が
見
い
だ
せ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
岡
田
の
解
釈
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
行
為
が

没
良
心
的
で
あ
る
の
は
、
行
為
を
気
遣
う
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
良
心
の
芦

に
反
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
身
の
行
為
が
他
者
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
か
「
思
い
悩
ん
で
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
か
ら
で
は
な
い
。
も

し
も
私
た
ち
が
行
為
の
因
果
的
影
響
を
す
べ
て
計
算
す
る
こ
と
が
可
能
で

「
思
い
悩
め
ば
ど
う
に
か
な
る
」
ほ
ど
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

外
的
な
「
ベ
き
」
に
従
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
良
心
の
戸
を
聞
い
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。
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、
非
力
さ
の
再
考

こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
、
高
井
の
解
釈
の
誤
り
を
確
認
し
、
「
非
力
さ
」
に

つ
い
て
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

{
向
井
は
「
自
分
に
は
そ
の
事
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
た
し
、

か
つ
、
自
分
は
そ
う
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
さ
な
い
行
為
を
選
ぶ
べ
き
だ
っ

た
」
と
認
め
る
こ
と
が
責
任
を
負
う
た
め
の
条
件
だ
と
述
べ
て
い
た
。
こ
こ

で
は
一
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
た
」
と
「
引
き
起
こ
さ
な
い
行
為
を

選
ぶ
べ
き
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
つ
の
信
念
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
傾
番
に
考

え
て
み
よ
う
。

こ
の
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
た
」
と
は
換
言
す
れ
ば

は
、
自
分
が
望
む
よ
う
に
状
況
を
コ
ン
ト
ロ
i

ル
し
う
る
力
、
が
あ
っ
た
」
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
非
力
さ
」
と
は
「
被
投
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、

ヨ
分
に



自
分
で
自
分
を
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
既
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
交
通
事
故
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
も
で
き
た
」

と
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
事
実
と
し
て
交
通
事
故
は
起
き
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

は
「
自
力
で
回
避
し
え
た
こ
と
」
で
は
な
く
、

「自
分
に
は
ど
う
し
ょ
う
も

な
い
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
私
は
、
決
し
て
自
分
で
は
望
ん
で
い

な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
既
に
交
通
事
故
と
い
う
出
来
事
の
当
事
者
と
し

て
被
投
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
「
非
力
さ
の
棋
拠
で
あ
る
こ

と
」
を
引
き
受
け
る
と
は
、
事
故
を
一
別
の
行
為
を
遅
択
し
て
い
れ
ば
起
こ

さ
ず
に
済
ん
だ
」
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
避
け
よ
う
の
な
か
っ
た
事
実

と
し
て
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
「
引
き
起
こ
さ
な
い
行
為
を
選
ぶ
べ
き
だ
っ
た
」
と
い
う
信
念
に
つ

い
て
、
高
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
〈
ひ
と
〉
の
規
範
と
は
独
立
に
、

端
的
に
「
私
は
こ
れ
と
は
べ
つ
の
こ
と
を
す
べ
き
だ

っ
た
」
と
い
う
回
顧
・

後
悔
を
す
る
用
意
の
あ
る
主
体
に
、
ハ
イ
デ
ガ
j
は

「責
任
あ
る
」
と
い
う

形
容
詞
を
用
い
て
い
る
」

ω。
高
井
は

「
〈
ひ
と
〉
の
規
範
」
か
ら
独
立
し

て
行
為
を
悔
い
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
に
現
存
主
の
木
来
的

で
悶
有
な
在
り
方
を
見
る
。
だ
が
前
節
の
最
後
で
述
べ
た
通
り
、

「
べ
き
」

の
基
準
は
「
〈
ひ
と
〉
の
規
範
」
か
ら
持
ち
込
む
以
外
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
ば
何
ら
か
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
命
令
す
る
の
は
「
通
俗
的
な
良

心
」
で
あ
り
、
良
心
の
呼
び
声
は
積
極
的
に
何
ら
か
の

「行
為
」
を
す
る
よ

う
に
と
は
命
令
し
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
「積
極
的
な
」
内
実
と
い
う
も
の
が
、
時
ば
れ
て
い
る
内
容
の
な
か
に

見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
意
の
ま
ま
に
な
り
、
し
か
も
計
算
で
き
る

よ
う
な
、
「
行
為
」
の
確
実
な
諾
可
能
性
を
、
そ
の
と
き
ど
き
に
有
効
に
指

示
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
。

こ
の
期
待
は
、

分
別
的
な
配
慮
的
気
遣
い
の
解
釈
地
平
の
う
ら
に
も
と
い
つ
い
て
い
る
の
だ

が
、
こ
う
し
た
解
釈
地
平
は
現
存
在
が
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
統
制
の
き

く
事
業
経
過
と
い
う
思
念
の
も
と
へ
無
理
や
り
押
し
込
め
よ
う
と
す
る
」

(∞
N
N匂
h
v
)

と

ハ
イ
デ
ガ
l
は一一一一日う。

「
引
き
起
こ
さ
な

い
行
為
を
選
ぶ
べ

き
だ
っ
た
」
と
具
体
的
な
内
実
を
も
っ
理
想
的
な
行
為
を
想
定
す
る
こ
と
は
、

「引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
通
り
、

行
為
を
「
意
の
ま
ま
に
な
り
、
し
か
も
計
算
で
き
る
」
も
の
と
し
て
促
え
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
l

に
言
わ
せ
れ
ば
現
存
在
の
実
存

を
「
統
制
の
き
く
事
業
経
過
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
な
の
だ
。

ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
一
一
一
一
口
う
。
「
実
存
論
的
非
力
さ
は
、

現

存
在
に
お
い
て
は
達
成
さ
れ
な
い
掲
げ
ら
れ
た
思
想
に
刻
す
る
欠
性
態
と

か
欠
如
と
い
う
性
格
を
断
じ
て
持
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
現
存
在
と
い
う

こ
の
存
在
者
の
存
在
は
、
こ
の
存
在
者
が
企
投
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
た

い
て
い
の
場
合
達
成
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
先
立
っ
て
、
企
投
す
る
こ
と
と

し
て
す
で
に
、
非
力
な
の
で
あ
る
」
(
∞
N
M
∞
ふ
)
。
非
力
さ
と
は
、
「
達
成
さ

れ
な
い
掲
げ
ら
れ
た
理
想

(
H
こ
う
す
べ
き
だ
っ
た
ご
と
い
う
こ
と
に
対

す
る

「欠
性
態
と
か
欠
如

(
H
す
べ
き
行
為
を
し
な
か

っ
た
)
」
を
意
味
し

な
い
の
で
あ
る
。
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回
、
引
き
受
け
る
べ
き
「
責
め
」
と
は

良
心
の
呼
び
戸
は
な
ん
ら
か
の
具
体
的
な
「
行
為
」
や
「
理
想
」
を
示
し

た
り
は
し
な
い
。
良
心
が
語
る
の
は
「
世
人
の
な
か
〈
の
喪
失
か
ら
お
の
れ

を
お
の
れ
自
身
へ
と
連
れ
も
ど
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、

、
、
、
、
、
、

現
存
在
は
責
め
あ
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
」
(
∞
N

N
∞
斗
)
だ
け
で
あ
っ
た
。

良
心
の
戸
を
聴
き
、
お
の
れ
自
身
を
選
ぶ
の
か
否
か
、
現
存
在
が
責
め
あ
る

存
在
を
引
き
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
こ
の
基
準
の
み
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
行
為
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
影
響
・
結
果
を
惹

き
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
責
め
あ
る
存
在
の
引
き
受
け
と
は
直
接
の
関
係
は

な
く
、
責
任
の
範
囲
が
無
尽
蔵
に
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
良
心
を
も
と
う
と
意
志
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
現
事
実
的
に
責
め
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
も
の
と
な
る
可
能
性
に
と
っ
て
の
最
も
根
源
的
な
笑
存
的
前
提
な
の
で

、、
あ
る
。
呼
び
声
を
了
解
し
つ
つ
現
存
在
は
、
最
も
固
有
な
自
己
を
、
お
の
れ

が
選
択
し
た
存
在
し
う
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
お
の
れ
の
う
ち
で
行
為
さ

せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
の
み
現
存
在
は
、
責
任
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
(
凶
N
M
∞
∞
傍
点
引
用
者
)

「
お
の
れ
が
選
択
し
た
存
在
し
う
る
こ
と
に
も
と

d

つ
い
て
、
お
の
れ
の
う

ら
で
行
為
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
も
は
や
「
ど
の
よ
う
に

行
為
す
べ
き
か
」
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
行
為
は
、
世
人
の

規
範
を
気
遣
う
こ
と
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
と
い
う
最
も
四

有
な
存
在
に
も
と
や
つ
い
て
既
に
為
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ

と
だ
ろ
う
か
。
「
決
意
性
は
、
情
報
を
知
っ
て
は
じ
め
て
、
状
況
と
い
う
も

の
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
状
況
の
な
か
へ
と
身
を
置
き
入

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
意
し
た
も
の
と
し
て
現
存
在
は
、
す
で
に
行
為
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
」

(
ω
N
=
c
)

「
決
意
性
」
と
は
「
本
来
的
開
示
性
」
と

も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
場
に
お
け
る
規
範
や
役
割
と
い
っ
た
「
非
木
来
的
な
開

示
性
」
と
は
異
な
る
、
自
ら
の
被
投
さ
れ
た
「
状
況
」
が
決
意
性
に
お
い
て

初
め
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
。
状
況
に
置
か
れ
た
木
来
的
な
現
存

在
は
、
「
〈
ひ
と
〉
の
規
範
と
は
独
立
に
」
存
在
し
、
行
為
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
在
り
方
と
行
為
は
、
通
俗
的
な
責
め
に
従
う
場
合
と
は
ど
の
よ
う
に
具

な
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
か
し
た
ら
そ
の
行
為
は
外
見
的
に
は
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
運

転
手
が
、
総
か
れ
て
佳
我
を
し
た
相
手
の
お
見
舞
い
に
行
く
と
い
う
行
為
を

し
た
と
す
る
。
こ
の
行
為
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
運
転
手
が
責
め
を
引
き
受

け
て
い
る
か
ど
う
か
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
が
「
見
舞
い
に
行

く
こ
と
が
常
識
だ
か
ら
」
「
そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
の
罪
が
償
え
る
と
思
っ

た
か
ら
」
と
い
ア
た
理
由
で
、
そ
の
行
為
を
選
択
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は

責
め
を
引
き
受
け
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
、
外
的
な
基
準

に
基
づ
き
行
為
を
選
択
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、
彼
が
交

通
事
故
と
い
う
出
来
事
の
当
事
者
と
し
て
、
機
か
れ
て
怪
我
を
し
た
そ
の
人

に
直
接
関
わ
る
者
と
し
て
、
見
舞
い
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行

為
は
本
来
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
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「
当
事
者
」
「
直
接
関
わ
る
」
と
い
っ
た
一
言
葉
を
使
っ
た
が
、
ど
こ
ま
で

が
当
事
者
な
の
か
と

い
う
責
任
の
範
閣
の
詰
に
戻
ら
な
い
た
め
に
も
、
「
被

投
性
」

「
状
況
」
の
概
念
は
重
要
で
あ
る
。
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と

は
あ
く
ま
で
も
自
分
が
見
え
て
い
る
「
現
」
の
純
聞
に
限
定
さ
れ
る
。
あ
ら

ゆ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
「
現
」
な
ど
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

あ
る
状
況
の
中
で
行
為
し
た
結
果
と
し
て、

ま
た
新
た
な
状
況
が
生
ま
れ

る
。
そ
の
都
度
ご
と
の
状
況
の
う
ち
で
、

お
の
れ
自
身
で
あ
る
の
か
否
か
と

い
う
二
者
択
一
は
、

常
に
問
わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

(1) 註

「
事
故
を
回
避
で
き
た
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
が

「
な
ぜ
自
分
が
こ

ん
な
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
か
一
と

い
・フ
感
情
か
ら
出
て
い
る

と
し
た
ら
、
そ
れ
は
た
た
の
殺
が
身
か
わ
い
さ
で
あ
り
、
悲
し
み
を
感
じ

て
は
い
な
い
。
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
利
己
心
は
も
ら
ろ
ん
批
判
さ

れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
が
、
今
回
の
テ
ー

マ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

ω
高
井
克
「
責
任
あ
る
行
為
、
正
体
と
は
l
l
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
洞
察
に
基
づ
い
て

1
1
1
」
(
『
倫
国
学
年
報
』
第
六
六
集
、
日
本
倫
型
学
会
一
湖
、

二
O
一
七
年

所
収
)

一
五
一
二
(
)
一
五
四
頁

ω
同
上
、

一
五
五
頁

ω
問
問
紀
子
著

『
ハ
イ
デ
ガ
!
と
倫
理
学
』
、
知
泉
書
院
、

二
O
O
七
年
、
二

七
{
〉
ご
八
真
。

(8) (7) (6) (5) 

高おお向
井 N N 上

， ~ 、n 、

f11J ゐ 二

掲参虫
干"'1 f陥ロ

参
Hf{ 

二
人
頁

一
五
四
頁(き

し
も
と

・
た
か
し

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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