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徳
と
行
為

文
景
楠

　

従
来
の
倫
理
学
に
対
す
る
批
判
と
と
も
に
、
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
の
行
為
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
た
め
の
哲
学

的
心
理
学
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
が
完
成
す
る
ま
で
は
倫
理
学
の
営
み
を
停
止
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
ア
ン
ス
コ
ム 

（Anscom
be 1958

）
以
降
、
彼
女
の
望
ん
で
い
た
新
し
い
倫
理
学
の
一
つ
の
表
現
と
し
て
、
徳
倫
理
学
は
確
固
と
し
た
位
置
を
築

き
上
げ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
で
完
全
に
同
意
さ
れ
た
見
解
が
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、
徳
倫
理
学
は
義
務
論
や
功
利

主
義
と
い
っ
た
対
立
す
る
主
張
と
同
様
、
未
だ
に
そ
の
内
実
が
定
ま
っ
て
い
な
い
理
論
で
あ
る
。
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
レ

テ
ー
（ἀρετή

）
に
由
来
す
る
徳
（virtue

）
の
概
念
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
す
ら
も
（
む
し
ろ
、
最
も
基
本
的
な
点

で
あ
る
が
ゆ
え
に
な
お
さ
ら
）
合
意
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

徳
の
概
念
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
区
別
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
（M

cD
ow

ell 1979

）
に
お
け
る
徳
の
モ
デ
ル
と
門

脇
（
二
〇
一
〇
ａ
、ｂ
）
に
お
け
る
そ
れ
を
比
較
す
る
こ
と
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る
。
前
者
に
お
い
て
徳
は
、

理
想
的
な
状
態
と
し
て
の
人
格
的
完
成
状
態
で
あ
る
。
有
徳
な
人
は
あ
る
状
況
を
前
に
（
も
し
正
解
が
あ
る
な
ら
ば
）
ど
の
よ

う
な
行
為
が
正
し
い
か
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
れ
は
行
為
と
一
体
化
さ
れ
た
知
覚
で
あ
り
、
他
の
選
択
に
対

す
る
計
算
や
比
較
の
可
能
性
す
ら
も
排
除
す
る
そ
れ
自
体
で
完
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
徳
を
狭
い
意

味
で
の
徳
と
す
る
な
ら
、
門
脇
に
と
っ
て
の
徳
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
と
同
じ
く
知
覚
と
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
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て
行
為
を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
格
的
完
成
状
態
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
広
い
意
味
で
の

徳
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
も
っ
て
い
る
、
様
々
な
場
面
に
お
い
て
そ
の
人
の
行
為
を
方
向
づ
け
て
い
る
自
己
の
存
在
了
解
と
い
っ

た
も
の
を
意
味
す
る

（
（
（

（
門
脇 

二
〇
一
〇
ｂ
、
一
七
八
〜
九
）。
よ
っ
て
、
人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
中
に

は
良
徳
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
悪
徳
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
。

　

本
稿
で
、
私
は
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
門
脇
が
使
用
し
た
よ
う
な
意
味
で
徳
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
る

こ
と
に
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
具
体
的
に
は
以
下
の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
。

　

ま
ず
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
理
由
と
し
て
、
完
成
体
と
し
て
の
徳
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
は
到
底
思
え
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
に
は
正
解
が
ど
れ
だ
か
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
倫
理
的
問
題
が
山
積
し
て
お
り
、
そ
れ
に
定

ま
っ
た
答
え
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
有
徳
な
人
と
い
う
概
念
は
実
現
不
可
能
な
も
の
に
し
か
思
え
な
い
。
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は

も
ち
ろ
ん
こ
の
点
を
理
解
し
て
お
り
、
彼
の
主
張
は
、
正
解
が
あ
る
な
ら
ば
有
徳
な
人
に
は
そ
れ
が
見
え
る
は
ず
だ
、
と
い
う

よ
う
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（M
cD

ow
ell 1979, 53n5; 

荻
原 

二
〇
〇
八
、八
五
も
参
照
）。
だ
と
し
た
ら
、
徳
の
概
念
は
さ
ら

に
魅
力
に
乏
し
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
正
解
の
あ
る
問
題
が
多
く
存
在
す
る
と
は
思
え
な
い
以
上
（
し
か
も
そ
の
正
解
は
本

人
が
知
覚
で
き
る
だ
け
で
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
な
お
さ
ら
）、
徳
が
何
か
を
解
決

で
き
る
場
面
は
非
常
に
限
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
（
（

。

　

よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
理
由
と
し
て
は
、
徳
概
念
を
「
何
が
正
し
い
か
」
と
い
う
従
来
の
規
範
倫
理
学
の
問
い
に
対
す
る
一
つ

の
回
答
と
し
て
用
い
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
（
倫
理
的
な
も
の
以
外
も
含
む
）
状
況
の
知
覚
と
行
為
に
関
す
る
一
般
的
な
枠
組
み

を
提
示
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徳
概
念
の
意
義
を
よ
り
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
門
脇
の
提
示
し
た
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
を
検
討
す
る
と
い
う
作
業
は
、
結
果
的

に
、
新
し
い
倫
理
学
は
人
間
の
行
為
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
た
め
の
哲
学
的
心
理
学

0

0

0

を
ま
ず
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ア

ン
ス
コ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
忠
実
で
あ
る
よ
う
我
々
を
引
き
戻
す
こ
と
で
も
あ
る
。
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本
稿
に
お
い
て
私
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
な
ど
の
発
想
を
も
と
に
門
脇
が
展
開
し
た
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行

為
モ
デ
ル
を
概
観
し
、
そ
れ
が
従
来
の
行
為
モ
デ
ル
に
対
し
て
も
つ
魅
力
と
限
界
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
道
筋
は
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
私
は
、
従
来
の
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
に
対
抗
し
て
門

脇
が
明
確
に
し
た
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
を
概
観
す
る
。
続
く
第
二
節
に
お
い
て
は
、
門
脇
の
提
示
す
る
行
為
モ
デ

ル
が
も
つ
問
題
点
を
論
じ
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に
、
第
三
節
で
は
徳
概
念
に
も
と
づ
い
た
行
為
モ
デ
ル
を
修
正
す
る

こ
と
を
試
み
る
。
以
上
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
行
為
と
行
為
者
性
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
、
本
稿
の
最
終
的
な
目
標

と
な
る
だ
ろ
う
。

第
一
節
　
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為

　

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
「
徳
と
理
性
」
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、
知
覚
と
行
為
が
一
体
化
さ
れ
た
感
受
性
と
し
て
徳
を
定
義

し
て
い
る
（M

cD
ow

ell 1979, 53–7

）。
こ
の
一
体
化
は
、
徳
を
特
定
の
状
況
を
特
定
の
仕
方
で
知
覚
す
る
傾
向
性
と
す
る
定
義

を
い
っ
た
ん
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
今
度
は
い
か
に
し
て
そ
れ
が
行
為
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
対
す
る
説
明
を

別
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
予
想
さ
れ
る
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
論
点
に
は
徳
概
念
に
も
と
づ
い
た
行
為
モ
デ
ル
の
基
本
的
な
考
え
方
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
と
一
体
化
さ
れ
た
行
為

と
い
う
考
え
方
が
分
析
的
な
行
為
モ
デ
ル
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
門
脇

（
二
〇
一
〇
ａ
、
ｂ
）
の
二
つ
の
論
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
前
者
（
門
脇 

二
〇
一
〇
ａ
）
は
主
に
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
徳

概
念
に
対
す
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
批
判
（D

reyfus 2005

）
を
回
避
し
な
が
ら
徳
そ
の
も
の
の
定
義
と
そ
れ
が
行
為
に
お
い
て

担
っ
て
い
る
中
心
的
な
役
割
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
（
門
脇 

二
〇
一
〇
ｂ
）
は
従
来
の
分
析
哲

学
か
ら
の
行
為
モ
デ
ル
に
対
す
る
代
案
と
し
て
現
象
学
的
な
行
為
モ
デ
ル
を
「
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
」
と
し
て
明
確
に
し
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よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

門
脇
は
自
ら
の
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
た
め
に
、
ま
ず
欲
求
な
ど
の
賛
成
的
態
度
か
ら
基
礎
行
為
が

因
果
的
に
導
か
れ
る
と
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
（D

avidson 1963

）
的
な
分
析
哲
学
の
行
為
モ
デ
ル
を
概
観
す
る
。
門
脇
に
よ

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
が
も
つ
問
題
は
、

一
・
欲
求
は
行
為
を
必
ず
引
き
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い

二
・「
逸
脱
し
た
因
果
連
鎖
」（deviant causal chain

）
の
問
題
を
解
決
で
き
な
い

と
い
う
二
つ
の
点
に
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
確
保
す
る
た
め
に
欲
求
と
は
区
別
さ
れ
る
「
意

図
」（intention

）
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
問
題
は
、
欲
求
と
基
礎
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ

存
在
し
そ
こ
に
因
果
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
が
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
難

問
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
門
脇
は
そ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
登
山
中
の
危
機
的
状
況
で
自
ら
の
命
を
救
う
た
め
に
同
僚
と

自
ら
を
つ
な
ぐ
ロ
ー
プ
を
離
す
こ
と
を
思
い
つ
い
た
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
マ
ー
が
、
そ
の
よ
う
な
欲
求
を
抱
い
た
瞬
間
に
心
が
乱
れ

思
わ
ず
ロ
ー
プ
を
手
か
ら
離
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
状
況
を
取
り
上
げ
て
い
る
（
二
〇
一
〇
ｂ
、
一
七
〇
〜
一
）。
こ
の
事
例

に
お
い
て
、
欲
求
と
基
礎
行
為
は
と
も
に
存
在
す
る
が
、
両
者
は
逸
脱
し
た
因
果
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
欲
求
と
基
礎
行

為
が
正
常
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
な
い
状
況
は
、
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
行
為
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
欲
求
と
基
礎
行
為
の

存
在
を
意
図
的
行
為
の
必
須
の
構
成
要
素
と
み
な
す
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
は
、
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

門
脇
が
こ
れ
に
対
し
て
与
え
る
解
決
は
、
テ
イ
ラ
ー
（Taylor 1979
）
や
『
存
在
と
時
間
』
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
行
為
論
を
援

用
し
な
が
ら
述
べ
ら
れ
る

（
（
（

。（
明
示
的
で
あ
れ
非
明
示
的
で
あ
れ
）
先
行
す
る
定
ま
っ
た
内
容
を
も
つ
欲
求
と
そ
れ
に
続
く
基

礎
行
為
と
い
う
時
間
的
に
分
離
し
た
要
素
か
ら
行
為
モ
デ
ル
を
組
み
立
て
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
的
な
考
え
方
に
対
し
て
、
門
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脇
は
因
果
関
係
で
は
な
い
表
現
関
係
に
あ
る
、
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
と
い
う
モ
デ
ル
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
Ｙ
が
Ｘ
の
表

現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
条
件
は
、
テ
イ
ラ
ー
（Taylor 1979, 73–8

）
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
記

述
に
対
す
る
門
脇
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
一
・
Ｘ
と
Ｙ
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
二
・
Ｘ
は
Ｙ
の
み
に
お
い
て
顕
わ
に
な
る
、

三
・
単
に
Ｙ
を
み
る
こ
と
で
Ｘ
が
顕
わ
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
ま
さ
に
Ｙ
が
Ｘ
を
顕
わ
に
し
て

0

0

い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
の

条
件
と
さ
れ
る

（
（
（

（
門
脇 

二
〇
一
〇
ｂ
、
一
七
二
）。
私
の
徳
と
そ
の
表
現
で
あ
る
行
為
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
徳
は
行
為
に
お

い
て
の
み
顕
わ
に
な
る
。
か
つ
、
ま
さ
に
そ
の
行
為
が
私
の
徳
を
明
ら
か
に
す
る

0

0

も
の
で
あ
る
た
め
、
行
為
と
徳
は
表
現
関
係

と
し
て
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
徳
は
、
特
定
の
内
容
を
も
つ
命
題
で
は
な
く
、
特
定
の
状
況
に
お
い
て
特
定
の
仕
方
で
行
為
す
る
と
い
う
方
向
性

を
定
め
る
自
己
の
存
在
了
解
で
あ
り
、
行
為
は
行
為
者
の
徳
が
特
定
の
状
況
に
従
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

徳
は
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
に
お
け
る
欲
求
と
は
異
な
っ
て
、
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
内
容
が

明
確
に
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
家
を
造
っ
て
い
る
大
工
が
ハ
ン
マ
ー
を
使
用
す
る
と
き
、
彼
は
家
を
造
る
も
の
と
い
う
自
己
の

存
在
了
解
の
表
現
と
し
て
ハ
ン
マ
ー
を
使
用
す
る
と
い
う
行
為
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ハ
ン
マ
ー
を
使
用
す
る
度

ご
と
に
先
行
し
て
発
生
す
る
個
々
の
欲
求
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
己

の
存
在
了
解
と
し
て
の
徳
は
、
行
為
と
時
間
差
で
存
在
す
る
欲
求
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
特
定
の
行
為
と
い
う
表

現
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
、
先
行
す
る
欲
求
と
基
礎
行
為
と
い
っ
た

対
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
分
節
化
さ
れ
て
い
る
が
行
為
の
詳
細
を
も
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
自
己
の
存
在
了
解
と
し
て
の
徳
が
、
決
定
的
な
姿
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

徳
の
表
現
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
行
為
モ
デ
ル
は
、
門
脇
が
挙
げ
て
い
た
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
が
も
つ
問
題
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
説
明
を
与
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
欲
求
が
行
為
を
引
き
起
こ
す
条
件
と
し
て
は
不
十
分
で
、
そ
れ
に
さ
ら
に
意
図

と
い
う
も
の
を
加
え
て
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
し
ま
う
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
と
い
う
発
想
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に
従
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
意
図
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
か
と
い
う
問
題
は
自
動
的
に
解
消
さ
れ
る
、
と
い
う
回
答
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
行
為
が
自
己
の
存
在
了
解

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
徳
の
表
現
で
あ
る
以
上
、
さ
ら
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
を
問
う
必

要
は
生
じ
な
い
。
ま
た
、「
逸
脱
し
た
因
果
連
鎖
」
の
問
題
に
対
し
て
は
、
欲
求
と
行
為
を
単
な
る
因
果
関
係
と
し
て
と
ら
え

る
見
解
こ
そ
が
、
こ
の
問
題
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
事
例
を
難
問
た
ら
し
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
徳
と
行
為
を
表
現
関
係

に
あ
る
と
し
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
と
考
え
る
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
逸
脱
し
た
因
果
連
鎖
と
い
う
難
問
は
生
じ

な
い
。
門
脇
の
モ
デ
ル
に
従
え
ば
、
同
僚
の
ロ
ー
プ
を
思
わ
ず
離
し
て
し
ま
っ
た
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
マ
ー
の
行
い
は
彼
女
の
徳
の

表
現
で
は
な
い
（
両
者
は
上
で
規
定
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
表
現
関
係
に
は
な
い
）
の
で
、
行
為
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
の
二
つ
の
問
題

　

門
脇
に
よ
る
上
記
の
よ
う
な
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
モ
デ
ル
は
、
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
が
直
面
し
て
い
た
二
つ
の
問
題
に

対
す
る
解
決
と
し
て
非
常
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
モ
デ
ル
は
、
欲
求
と
行

為
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
問
題
を
解
明
す
る
と
い
う
難
題
を
も
ち
込
ま
ず
に
済
む
。
ま
た
、
こ
の
行
為
モ
デ
ル
に
従
え

ば
、
逸
脱
し
た
因
果
連
鎖
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
マ
ー
の
事
例
を
、
そ
れ
を
彼
女
の
徳
が
表
現
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
も
の

と
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
い

く
つ
か
の
点
に
お
い
て
深
刻
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
問
題
を
二
つ
に
分
け
て
論
じ
よ
う
。

二・一
　
行
為
で
は
な
い
徳
の
表
現

　

第
一
の
疑
問
は
、
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
行
為
者
性
は
い
か
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
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す
る
も
の
で
あ
る
。
門
脇
（
二
〇
一
〇
ａ
）
に
お
い
て
、
徳
は
（
広
い
意
味
で
理
由
の
空
間
を
構
成
す
る
と
い
う
仕
方
で
）
概

念
的
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
概
念
は
単
に
信
念
や
推
論
の
一
部
と
し
て
の
論
理
的
構
成
要
素
と
し

て
で
は
な
く
、
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
形
成
す
る
そ
の
仕
方
を
方
向
づ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
生
き
方
を
形
成
す
る

た
め
の
世
界
の
分
節
化
の
能
力
」（
一
五
七
）
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
の
徳
は
、
そ
の
人
を
構
成
す

る
一
つ
の
全
体
性
と
し
て
の
存
在
了
解
と
し
て
、
世
界
を
概
念
的
に
分
節
化
す
る
そ
の
仕
方
を
方
向
づ
け
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、

そ
の
人
に
よ
る
あ
る
状
況
の
知
覚
を
方
向
づ
け
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
徳
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
状
況
の
知
覚
は
、
単

な
る
受
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
行
為
へ
の
方
向
づ
け
を
直
接
含
む
も
の
で
あ
る
。

　

私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
知
覚
と
行
為
が
一
体
化
さ
れ
た
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
行
為
者
性
は
ど
の
よ
う

に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
徳
概
念
に
も
と
づ
い
た
行
為
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
私
が
あ
る
行
為
を
な
し
た

原
因
は
、
私
が
有
し
て
い
た
あ
る
行
為
を
な
そ
う
と
す
る
欲
求
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
で
あ
る
行
為
と
し
て
の
み
そ
の
完
全
な

姿
を
表
す
徳
で
あ
る
。
例
え
ば
、
Ⅰ
・
国
に
爆
撃
命
令
を
下
す
書
類
に
サ
イ
ン
を
し
た
大
統
領
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た

原
因
は
、「
Ⅰ
・
国
に
爆
撃
命
令
を
下
し
た
い
」
と
い
う
彼
の
欲
求
で
は
な
く
、
特
定
の
状
況
を
特
定
の
行
為
を
必
要
と
す
る

状
況
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
（
そ
の
知
覚
が
生
じ
る
瞬
間
ま
で
は
そ
れ
の
表
現
で
あ
る
行
為
の
詳
細
が
未
決
定

な
）
彼
の
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
徳
が
未
決
定
な
行
為
を
方
向
づ
け
る
性
向
で
あ
り
、
未
決
定
と
い
う
状
態
が
行
為

が
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
指
し
て
い
る
の
な
ら
、
状
況
の
知
覚
に
お
い
て
行
為
は
、
そ
れ
が
実
際
な
さ
れ
る
ま
で

行
為
者
に
は
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
行
為
が
生
じ
た
と
き
、
あ

る
人
が
そ
の
行
為
を
ま
さ
に
理
解
し
意
図
を
介
し
て
そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
欲
求
に
よ
っ
て
因
果

的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
行
為
が
意
図
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
た

（
（
（

。
し
か
し
、
状
況
の
知
覚
の
場
面
に
お

い
て
私
が
私
の
徳
を
制
御
で
き
ず
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
（
賛
同
や
拒
否
）
も
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
も

関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
私
の
行
為
を
決
定
し
て
し
ま
う
、
よ
っ
て
そ
の
行
為
の
内
実
は
事
後
的
に
の
み
私
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
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る
、
と
す
る
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
私
の
行
為
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
で
意
図
的
で
能
動
的

な
の
だ
ろ
う
か
？　

徳
の
在
り
方
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
行
為
と
い
う
モ
デ
ル
で
は
、
行
為
者
性
と
い
う
行
為
を
行
為
た

ら
し
め
る
特
性
を
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
が
明
確
で
な
い
。

　

上
記
の
問
題
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
規
定
す
る
意
味
で
の
表
現
の
別
の
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
私
の
緊
迫
し
た
表
情
が
私
の
恐
怖
を
示
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
私
の
行
為
が
私
の
徳
を
示
し
て
い
る
の
と
同
じ
意
味
で

表
現
で
あ
る
と
い
え
る

（
（
（

。
私
の
表
情
は
恐
怖
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
恐
怖
は
そ
の
表
情
に
よ
っ
て
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
。
か

つ
、
そ
の
表
情
は
私
が
恐
怖
を
表
す
た
め
に
な
し
て
い
る

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、（
装
っ
て
い
る
等
の
不

自
然
な
状
況
を
除
い
て
）
私
の
表
情
は
私
の
意
図
的
行
為
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
表
情
は
、
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為

と
何
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
あ
る
状
況
に
お
い
て
特
定
の
表
情
を
作
る
傾
向
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
傾
向
性
は
、
具
体

的
に
こ
の
状
況
で
こ
の
表
情
を
作
る
と
い
っ
た
よ
う
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
命
題
的
知
識
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
了
解
と
か

か
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
私
は
私
の
行
為
に
対
し
て
事
後
的
に
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ

仕
方
で
、
私
の
表
情
に
対
し
て
事
後
的
に
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（「
人
を
歓
迎
す
る
と
き
に
は
笑
顔
を
作
る
の
だ
」）。

私
の
表
情
は
、
行
為
と
同
じ
く
私
の
徳
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
よ
う
に
表
情
と
行
為
を
と
も
に
徳
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
、
徳
の
表
現
と
い
う
説
明
そ
の
も
の
が
行
為
者

性
を
保
証
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
も
し
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
極
端
な

場
合
に
は
、
有
徳
な
人
の
行
い
は
表
情
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
そ
こ
に
は
行
為
と
呼
べ
る
よ
う
な
特
質
は
存
在
し
な
い
、
と
す

る
考
え
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。

　

次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
徳
に
行
為
者
性
の
源
泉
を
求
め
る
と
い
う
門

脇
の
戦
略
（
二
〇
一
〇
ｂ
、
一
八
一
）
を
取
ら
ず
、
状
況
の
知
覚
に
導
か
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
基
礎
行
為
を
自
ら
の
行
為
と
し

て
黙
認
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
新
た
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
黙
認
の
プ
ロ
セ
ス
を
認
め
な
い
限
り
、
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徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
は
行
為
と
非
行
為
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

二・二
　
徳
の
表
現
で
は
な
い
行
為

　

徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
の
第
二
の
問
題
点
は
、
そ
の
人
の
徳0

の
表
現
が
行
為
で
あ
る
、
と
す
る
枠
組
み
そ
の
も
の

に
あ
る
。
人
は
、
通
常
の
性
格
や
傾
向
性
に
ま
っ
た
く
反
す
る
行
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
常
に
穏
や
か
だ
っ
た
人

が
急
に
器
物
を
破
壊
す
る
と
い
っ
た
事
例
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
破
壊
と
い
う
行
為
は
、
行
為
者
の
日
常
的

な
自
己
の
存
在
了
解
の
表
現
と
し
て
な
さ
れ
た
行
為
で
は
な
い
。
も
し
彼
が
破
壊
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
と

き
に
「
つ
い
」
や
「
出
来
心
」
と
い
っ
た
程
度
の
理
由
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
（
さ
ら
に
は
、「
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
自
分
で
も
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
」
と
答
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
）、
そ
の
行
い
に
は
彼
の

徳
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
っ
て
破
壊
と
い
う
行
為
は
、
自
己
の
存
在
了
解

を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
そ
の
理
由
を
取
り
出
せ
な
い
可
能
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
行
為
者
が
自
ら
が
器
物
を
破
壊
し

た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
の
行
い
を
自
ら
が
行
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
破
壊
の
事
例
を
行
為
と

見
な
さ
な
い
こ
と
は
奇
妙
に
思
え
る
。
も
し
、
自
己
の
存
在
了
解
か
ら
行
為
の
理
由
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
上
記
の
よ

う
な
事
例
を
も
徳
の
表
現
の
一
様
態
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
（「
彼
は
一
時
的
に
器
物
を
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
傾
向
性
を

も
っ
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
解
釈
）、
徳
と
い
う
概
念
は
人
間
の
傾
向
性
や
性
格
を
理
解
す
る
た
め
の
有
効
な
概
念
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
状
況
の
知
覚
を
導
く
も
の
を
徳
に
限
定
し
な
い
可
能
性
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

徳
概
念
に
も
と
づ
く
上
記
の
二
つ
の
問
題
点
の
考
察
か
ら
、
私
は
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
の
定
義
は
行
為
者
性
を
担
保
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
徳
と
無
関
係
な
行
為
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
と
考
え
る
。
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第
三
節
　
黙
認
と
反
省

　

上
記
の
よ
う
な
門
脇
の
行
為
モ
デ
ル
が
も
つ
問
題
に
対
し
て
、
私
は
二
つ
の
点
に
お
い
て
修
正
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
第
一

の
問
題
と
し
て
挙
げ
た
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
に
お
け
る
行
為
者
性
の
確
保
と
い
う
問
題
の
解
決
は
、
徳
の
表
現
と
い
う
枠

組
み
の
中
で
の
説
明
だ
け
で
は
解
決
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
私
は
徳
の
表
現
に
お
い
て
行
為
の
黙
認
と
反
省
（
正
確
に

は
、
行
為
へ
の
方
向
づ
け
の
黙
認
と
反
省
）
と
い
う
要
素
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
第
二
の
問
題
に
対
す
る
解
決

は
、
行
為
へ
の
方
向
づ
け
を
与
え
る
状
況
の
知
覚
を
可
能
に
す
る
も
の
を
、
徳
に
限
定
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

前
節
ま
で
に
述
べ
ら
れ
た
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
の
意
義
と
限
界
を
ま
と
め
よ
う
。

　

徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
が
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
に
対
し
て
も
つ
優
位
は
、
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
行
為
の
説
明
と
し

て
非
常
に
自
然
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
が
ハ
ン
マ
ー
を
用
い
て
家
を
建
て
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て

は
、
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
い
た
い
と
い
う
命
題
的
内
容
を
私
が
事
前
に
表
象
し
、
そ
の
命
題
が
行
為
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い

う
説
明
よ
り
は
、
私
を
特
定
の
状
況
に
お
い
て
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
う
よ
う
な
傾
向
性
を
も
つ
人
間
と
す
る
存
在
了
解
（
大
工
と

し
て
の
自
己
の
存
在
了
解
）
そ
の
も
の
が
行
為
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
説
明
の
ほ
う
が
は
る
か
に
自
然
に
思
え
る
。
し
か
し
、

私
は
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
が
も
つ
問
題
点
も
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
。
徳
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

そ
こ
で
表
現
と
し
て
表
れ
た
も
の
が
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
保
証
さ
れ
ず
、
か
つ
徳
の
表
現
で
は
な
い
行
為
が
あ
り
う
る

と
い
う
上
記
の
批
判
が
何
か
を
言
い
当
て
て
い
る
の
な
ら
、
爆
撃
命
令
を
下
す
書
類
に
サ
イ
ン
を
す
る
大
統
領
の
行
い
を
意
図

的
行
為
と
み
な
し
（
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
に
）
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
し
、
徳
の

表
現
で
な
い
と
い
う
理
由
で
自
ら
の
器
物
破
壊
を
自
ら
の
行
為
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

私
は
、
上
記
の
よ
う
な
帰
結
を
避
け
、
徳
に
も
と
づ
か
な
い
行
い
を
行
為
と
し
て
認
め
、
爆
撃
命
令
を
下
す
書
類
に
サ
イ
ン

し
た
大
統
領
の
行
い
に
行
為
者
性
を
確
保
し
（
そ
の
行
為
が
間
違
っ
て
い
た
と
仮
定
す
る
場
合
に
）
そ
の
責
任
を
問
う
た
め
に
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は
、
ま
ず
は
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
ん
だ
状
況
の
知
覚
を
可
能
に
す
る
も
の
を
徳
に
限
定
せ
ず
、
さ
ら
に
は
知
覚
か

ら
行
為
の
間
に
黙
認
と
反
省
の
プ
ロ
セ
ス
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る

（
（
（

。
自
分
が
な
す
行
為
が
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ

と
の
最
低
限
の
自
覚
と
し
て
の
黙
認
（
と
反
省
）
の
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
倫
理
的
に
意
味
を
も
つ
行
為
者
性
の

概
念
は
担
保
さ
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
行
為
が
倫
理
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
し
て
成
り
立
た
つ
た
め
に
は
、

そ
れ
が
何
ら
か
の
知
覚
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
行
い
で
あ
る
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
方
向

づ
け
を
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
か
ら
行
為
者
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
行
為
と
行
為
者
性
に
つ
い

て
の
こ
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
我
々
は
行
為
の
在
り
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う

か
？

　

私
の
考
え
る
か
ぎ
り
、
徳
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
か
ら
我
々
が
学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

一
・
人
間
は
あ
る
特
定
の
状
況
を
特
定
の
行
為
を
行
う
べ
き
状
況
と
し
て
知
覚
す
る

二
・
日
常
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
定
の
行
為
を
ま
さ
に
人
間
は
行
う

以
上
の
二
点
で
あ
る
。
私
は
、
第
一
の
点
に
お
け
る
、
特
定
の
状
況
を
特
定
の
行
為
を
要
求
す
る
状
況
と
し
て
知
覚
す
る
傾
向

性
を
、
門
脇
の
よ
う
に
自
己
の
存
在
了
解
と
し
て
の
徳
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
特
定
の
状
況
が
特
定
の
行
為
を

要
求
す
る
も
の
と
し
て
我
々
に
現
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
通
常
一
定
の
傾
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
傾
向
性
か
ら
外
れ

る
知
覚
の
さ
れ
方
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
重
要
な
の
は
、
徳
と
い
う
未
だ
あ
い
ま
い
な
概
念
で
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
特
定
の
状
況
が
特
定
の
仕
方
で
見
え
て
く
る
と
い
う
一
般
的
な
構
造
で
あ
る
。

　

以
上
の
行
為
モ
デ
ル
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
て
み
よ
う
。
我
々
は
、
特
定
の
状
況
を
特
定
の
行
為
を
要
求
す
る
も
の
と
し
て
知

覚
す
る
（
そ
の
行
為
が
普
段
の
我
々
の
自
己
の
存
在
了
解
に
そ
っ
た
も
の
か
否
か
は
問
題
で
は
な
い
）。
我
々
は
こ
の
知
覚
に
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も
と
づ
い
て
そ
の
ま
ま
行
為
へ
と
進
む
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
反
省
0

0

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
コ
ッ
プ

に
水
を
注
ぎ
そ
れ
を
飲
む
場
合
、
我
々
は
そ
の
行
為
の
結
果
や
他
の
可
能
性
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
悩
む
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
を

行
う
。
し
か
し
、
爆
撃
命
令
を
下
す
書
類
に
サ
イ
ン
を
す
る
か
否
か
、
テ
ロ
組
織
に
拉
致
さ
れ
た
人
質
を
救
う
た
め
に
多
額
の

身
代
金
を
払
う
か
否
か
と
い
っ
た
場
面
に
お
い
て
は
、
自
ら
に
そ
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
ま
ま
そ
れ
を
実

行
に
移
す
可
能
性
は
低
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
我
々
は
行
為
へ
の
方
向
づ
け
を
含
む
自
ら
の
知
覚
を
そ
の
ま
ま

黙
認

（
（
（

す
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
知
覚
を
よ
り
明
確
な
形
で
理
解
し
よ
う
と
し
、
自
己
の
存
在
了
解
や
世
界
了
解
を
意
識
的
で
概

0

0

0

0

0

念
的
な
仕
方

0

0

0

0

0

で
問
い
直
そ
う
と
す
る
。

　

私
が
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
行
為
の
行
為
者
性
を
確
保
し
、
そ
の
行
為
者
性
に
も
と
づ
い
て
倫
理
的
評
価
が
問
わ
れ
る
行

為
を
行
為
者
に
帰
属
さ
せ
そ
の
責
任
を
問
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
根
拠
は
、
黙
認
（
と
反
省
）
の
プ
ロ
セ
ス
の
有
無
と

そ
の
内
実
に
あ
る
。
あ
る
状
況
に
対
す
る
（
徳
を
含
む
）
感
受
性
は
、
特
定
の
知
覚
の
さ
れ
方
を
決
定
し
、
行
為
を
方
向
づ
け

る
。
そ
の
ま
ま
な
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
た
行
為
を
黙
認
し
行
う
人
は
、
反
省
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
ず
に
実
際
の
行
為
へ
と

移
行
す
る
。
何
気
な
く
購
入
し
た
商
品
が
、
結
果
的
に
低
所
得
労
働
者
に
対
す
る
搾
取
を
助
長
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
行
為
者
が
も
し
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
根
拠
は
、（
個
々
の
行
為
の
場
面
に
お
い
て
は
彼
に
把
握
さ
れ

得
な
い
）
彼
の
感
受
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
そ
の
状
況
の
知
覚
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
行
為
を
黙
認
し
た
と
い
う

点
に
あ
る
。

　

爆
撃
命
令
を
下
す
書
類
に
サ
イ
ン
を
す
る
と
い
っ
た
事
例
で
は
な
い
、
ハ
ン
マ
ー
を
振
る
う
と
い
っ
た
日
常
的
で
没
入
的
な

行
為
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
黙
認
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
？　

確
か
に
日
常
的
行

為
の
場
面
に
お
い
て
、
人
は
行
為
に
没
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
人
が
そ
の
行
為
を
無
意
識
的
に
行
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
は
行
為
者
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
反
省
さ
れ
う
る
0

0

も
の
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
そ
れ
は
寝
言
や
消
化
と
い
っ
た
無
意
識
的
活
動
と
は
異
な
る
し
、
そ
の
開
始
を
ほ
と
ん
ど
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
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然
な
表
情
の
よ
う
な
も
の
と
も
異
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
私
は
日
常
的
行
為
が
い
か
に
没
入
的
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
ど

も
、
そ
こ
に
は
黙
認
の
プ
ロ
セ
ス
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
行
為
者
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思

う
。
同
様
に
、
器
物
破
壊
犯
が
い
か
に
没
入
的
に
そ
の
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
は
実
際
に
そ
の
行
為
へ
と
移
行
し

た
瞬
間
に
、
知
覚
さ
れ
た
状
況
が
与
え
る
行
為
へ
の
方
向
づ
け
を
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
爆
撃
命
令
の
事
例
に
お
け
る
大
統
領
が
（
あ
る
程
度
事
態
を
反
省
し
た
上
で
）
爆
撃
命
令
を
下
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
そ
の
行
為
が
も
し
非
難
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
も
ま
た
大
統
領
の
知
覚
を
方
向
づ
け
て
い
る
感
受
性
に
で
は

な
く
、
そ
の
反
省
の
内
実
が
十
分
で
な
い
の
に
そ
こ
で
見
出
し
た
方
向
づ
け
を
黙
認
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
大
統
領
は
当
初
自
身
の
感
受
性
に
し
た
が
っ
て
現
れ
た
方
向
づ
け
を
そ
の
ま
ま
黙
認
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の

方
向
づ
け
に
対
す
る
彼
の
反
省
は
不
十
分
も
し
く
は
間
違
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
不
十
分
な
反
省
に
も
と
づ
い
た
方
向
づ
け

を
彼
は
黙
認
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

行
為
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
一
見
欲
求
と
基
礎
行
為
の
分
離
と
い
う
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
へ
の
逆
行
に
映
る
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
明
確
な
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
私
は
、
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
が
理
解
す
る

よ
う
に
、
状
況
の
知
覚
に
は
行
為
へ
の
方
向
づ
け
が
す
で
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
状
況
の
知
覚
が
行
為
を
直
接
方
向
づ
け
る

の
で
、
欲
求
と
基
礎
行
為
か
ら
な
る
モ
デ
ル
に
見
い
だ
さ
れ
る
、
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
別
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
問
題
は
こ
こ
に
は
生
じ
な
い
。
ま
た
、
行
為
に
対
す
る
私
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
行
為
へ
の
方
向
づ
け
は

我
々
が
主
体
と
し
て
積
極
的
に
抱
く

0

0

も
の
で
は
な
く
、
我
々
に
与
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
私
が0

水
を
飲
み
た
い
と
積
極
的
に

欲
求
す
る
の
で
は
な
く
、
私
に0

水
を
飲
み
た
い
と
い
う
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
方
向
づ
け
が
知
覚
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
の
役
割
は
、
そ
の
よ
う
な
知
覚
に
対
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
黙
認
す
る
か
、
そ
れ
と
も
反
省
へ
と
移

行
す
る
か
、
と
い
う
役
割
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
行
い
が
行
為
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
行
為
者
性
は
、
私
の
こ
の
役
割

が
成
立
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。
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状
況
の
知
覚
を
徳
に
よ
る
も
の
と
し
て
限
定
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
自
己
の
存
在
了
解
と
し
て
の
徳
が
行
為
を
説
明

す
る
に
あ
た
っ
て
も
つ
積
極
的
な
意
義
を
い
っ
た
ん
は
拒
否
し
た
。
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
徳
の
も
つ
役
割
は
当
初
の
知

覚
に
あ
る
の
で
は
な
く
（
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
）、
反
省
の
場
面
に
お
い
て
こ
そ
あ
る
。
我
々
は
、
知
覚
に

よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
特
定
の
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
、
黙
認
せ
ず
反
省
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
反
省
に
お
い
て
こ
そ
、
我
々
の
徳
は
積
極
的
な
意
味
で
参
照
さ
れ
、
自
己
の
存
在
了
解
と
世
界
了
解
が
問

題
に
な
る
。
ま
た
、
反
省
を
経
た
後
の
行
為
は
、
ま
さ
に
自
己
の
存
在
了
解
が
解
釈
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
表
現
と
し
て
正
当
に

評
価
さ
れ
う
る
と
い
え
る
。
徳
の
優
劣
は
、
知
覚
の
優
劣
で
は
な
く
、
黙
認
と
反
省
の
優
劣
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

結
び

　

今
ま
で
の
道
の
り
を
ま
と
め
よ
う
。
私
は
ま
ず
、
従
来
の
分
析
的
行
為
モ
デ
ル
が
抱
え
る
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
代
案
と
し

て
、
門
脇
が
提
示
し
た
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
を
概
観
し
た
。
徳
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
行
為
は
欲

求
と
基
礎
行
為
と
い
う
時
間
差
で
生
じ
る
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
了
解
と
し
て
の
徳
の
表

現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
徳
の
表
現
は
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
む
状
況
の
知
覚
で
あ
り
、
徳
と
行
為
は
因
果

関
係
で
は
な
く
表
現
関
係
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
欲
求
か
ら
行
為
へ
の
移
行
を
説
明
す
る
必
要
や
、
逸
脱
し
た
因
果
連

鎖
の
問
題
が
発
生
す
る
余
地
は
な
い
。

　

徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
私
は
二
つ
の
疑
問
を
提
示
し
た
。
第
一
の
疑
問
は
、
行
為
で
は
な
い
徳
の
表

現
を
認
め
た
場
合
、
徳
の
表
現
と
い
う
説
明
で
は
行
為
者
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
疑

問
は
、
自
己
の
存
在
了
解
の
表
現
で
は
な
い
行
為
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
の
疑
問
に
対
す
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る
解
決
は
、
人
格
や
性
格
ま
た
は
自
己
の
存
在
了
解
と
い
っ
た
意
味
で
の
徳
の
み
に
も
と
づ
い
て
状
況
の
知
覚
が
な
さ
れ
る
と

い
う
前
提
を
拒
否
す
る
と
い
う
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
行
為
者
性
を
徳
に
で
は
な
く
行
為

の
方
向
づ
け
に
対
す
る
黙
認
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
解
答
を
与
え
た
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
徳

は
黙
認
と
反
省
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と
そ
れ
が
機
能
す
る
中
心
的
な
場
所
を
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
、
日
常
的
な
行
為
の
多
く
を
説
明
で
き
る
徳
の
表
現
と
し
て
の
行
為
モ
デ
ル
に
対
し
て
あ
え
て
修
正
を
要
請
し
た
理

由
を
述
べ
た
い
。
徳
の
表
現
と
行
為
者
性
を
（
少
な
く
と
も
論
理
的
に
）
分
離
す
る
必
要
を
私
が
訴
え
る
理
由
は
、
一
般
的
な

程
度
で
し
か
有
徳
で
な
い
人
が
、
少
し
で
も
よ
り
有
徳
な
人
に
近
づ
く
た
め
の
可
能
性
を
そ
こ
に
見
出
す
た
め
で
あ
る
。
徳
の

表
現
が
行
為
で
あ
り
、
行
為
に
よ
っ
て
行
為
者
の
徳
が
は
じ
め
て
顕
わ
に
な
る
と
い
う
門
脇
の
モ
デ
ル
は
、
日
常
の
振
る
舞
い

を
説
明
す
る
に
お
い
て
は
非
常
に
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
日
常
的
な
振
る
舞
い
に
お
い
て
自
分
の
行
為
に
対
し
て
倫
理
的

に
疑
問
を
提
起
し
そ
れ
を
反
省
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
、
自
分
の
傾
向
性
で
は
把
握
し
尽
く
せ
な
い
他
者
と
疎
通
し
そ
し
て
共

生
す
る
た
め
に
は
、
徳
と
行
為
の
自
然
な
表
現
関
係
か
ら
抜
け
出
す
通
路
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

私
が
そ
の
た
め
に
要
請
し
た
黙
認
と
反
省
は
、
一
見
近
代
的
な
自
我
、
自
分
の
な
し
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
把
握
し
制
御
で

き
る
も
は
や
幻
想
的
に
す
ら
思
え
る
自
我
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
が
黙
認
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
役
割
は
、

「
何
を
な
し
て
い
る
の
か
」
に
対
す
る
回
答
可
能
性
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、「
自
分
が
何
か
を
な
し
て
い
る
」
こ
と
を
感

覚
す
る
こ
と
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
何
を
な
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
へ
と
移
行
す
る
可
能
性
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
る
。
我
々
は
、
自
分
の
行
為
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
に
対
し
て
、
行
為
の
最
中
で
は
そ
れ
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
（
掃
除
を
し
な
が
ら
、
自
分
は
掃
除
を
し
て
い
る
と
常
に
明
示
的
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）。
し
か
し
、

自
分
が
行
為
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
黙
認
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
行
為
を
中
止
し
、
行
為
を
反
省
す
る
可
能

性
は
そ
こ
か
ら
開
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
反
省
を
通
し
て
こ
そ
私
の
徳
は
本
当
の
意
味
で
変
化
す
る
可
能
性
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
。



116

　

上
記
の
よ
う
な
考
察
が
、
果
た
し
て
徳
概
念
に
も
と
づ
く
行
為
モ
デ
ル
の
意
義
を
活
か
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

却
っ
て
議
論
を
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
非
常
に
こ
こ
ろ
も
と
な
い
。
し
か
し
、
行
為
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
未

だ
途
上
に
あ
る
。
門
脇
が
生
前
重
視
し
て
き
た
よ
う
に
、
経
験
科
学
の
成
果
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
よ
り
精
緻
な
現
象
学
的
記

述
を
目
指
す
こ
と
が
依
然
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

註（
1
） 　

門
脇
（
二
〇
一
〇
ａ
、
一
五
九
）
に
よ
れ
ば
、「
日
常
的
な
生
を
送
る
ど
ん
な
人
で
も
、
こ
の
意
味
〔
徳
が
す
べ
て
の
人
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
〕

で
は
有
徳
で
あ
る
」（〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
い
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
2
） 　

ラ
ウ
デ
ン
（Louden 1984
）
が
徳
倫
理
学
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
主
要
な
論
点
と
し
て
は
、
一
・

徳
倫
理
学
は
「
何
を
す
べ
き
か
」
を
示
さ
な
い
、
二
・
有
徳
な
人
間
と
正
し
い
行
為
と
の
間
に
必
然
的
関
係
は
な
い
、
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
私
は
、
徳
の
概
念
を
規
範
倫
理
学
の
た
め
の
概
念
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
批
判
は
妥
当
だ
と
思
う
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
ク
リ
ス
プ
と
ス
ロ
ー

ト
（C

risp and Slote 1997, 20–1

）
に
よ
る
弁
護
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
え
る
。
彼
ら
は
徳
の
概
念
が
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想
定
を
も
と
に
弁

護
を
試
み
て
い
る
が
、
何
が
徳
で
あ
り
正
し
い
行
為
な
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
問
題
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
曖
昧
だ
が
共
有

さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
弁
護
を
試
み
る
こ
と
は
有
効
で
は
な
い
。

（
3
） 　

門
脇
（
二
〇
一
〇
ｂ
、
一
七
四
〜
五
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
イ
ラ
ー
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
行
為
論
は
、
欲
求
と
行
為
の
因
果
的
な
関
係
を
完
全

に
否
定
す
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
か
否
定
し
な
い
（
テ
イ
ラ
ー
）
か
に
お
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
る
た
め
、
両
者
を
同
一
の
主
張
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
門
脇
は
テ
イ
ラ
ー
の
論
文
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
表
現
関
係
と
い
う
発
想
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
自
己
の
存
在
了
解
と
行
為
と
の
（
因
果

的
で
は
な
い
）
関
係
に
も
適
用
可
能
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
4
） 　

二
の
区
別
は
、
建
物
の
不
安
定
な
構
造
が
建
物
の
崩
壊
を
表
す
と
い
っ
た
事
例
を
排
除
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
（
建
物
の
崩
壊
は
、
不
安
定
な
構
造
と

い
っ
た
表
れ
を
伴
わ
な
い
崩
壊
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
も
表
さ
れ
る
）。
三
の
区
別
は
、
真
正
な
意
味
で
の
表
現
は
「
な
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
る
。
私
の
音
声
に
よ
る
言
葉
は
、
そ
の
言
葉
の
内
容
を
表
し
て
も
い
る
が
同
時
に
音
声
に
よ
る
空
気
の
振
動
も
表
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
振
動
は
私
の
音
声
に
よ
る
言
葉
が
表
現
し
て
い
る

0

0

0

0

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
両
者
は
表
現
関
係
に
は
な
い
。

（
5
） 　

こ
の
点
は
テ
イ
ラ
ー
（Taylor 1979, 85–6

）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
6
）　

テ
イ
ラ
ー
は
、
行
為
が
そ
れ
に
属
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
意
味
で
の
表
現
の
例
と
し
て
、
歓
待
を
表
す
笑
顔
と
い
っ
た
も
の
も
挙
げ
て
い
る
（Taylor 

1979, 77–8

）。
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（
7
） 　

後
者
の
点
に
お
い
て
私
は
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
（K

orsgaard 1996

）
の
見
解
に
同
意
す
る
。
倫
理
性
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
反
省

的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
は
こ
の
反
省
的
構
造
が
、
行
為
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
実
現
さ
れ
て
い

る
の
か
に
対
す
る
現
象
学
を
提
示
し
て
い
な
い
。
な
お
、
人
間
の
反
省
は
本
当
に
人
間
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
の
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
が
当

然
問
わ
れ
る
べ
き
だ
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
自
由
の
可
能
性
以
前
に
責
任
と
い
う
概
念
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し

て
の
行
為
者
性
を
ま
ず
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
た
め
に
黙
認
と
反
省
の
役
割
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
8
） 　

私
は
状
況
の
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
行
為
へ
の
方
向
づ
け
が
、
そ
の
ま
ま
行
為
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
黙
認
は
そ
の
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
意
志
の
よ
う
な
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
知
覚
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
行

為
へ
の
方
向
づ
け
に
逆
ら
わ
な
い
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
黙
認
す
る
以
前
に
、
行
為
者
が
そ
の
行
為
を
明
示
的
に
理
解
し
評
価
し
て
い
る

必
要
は
な
い
。
自
分
が
水
を
飲
む
と
い
う
行
為
を
理
解
し
評
価
す
る
前
で
も
、
私
は
そ
れ
を
黙
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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