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一
　
自
己
責
任
と
自
己
決
定
権

　

近
年
、
様
々
な
場
面
で
「
自
己
責
任
」
と
か
「
自
己
決
定
権
」
と

い
う
考
え
方
が
定
着
し
て
き
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
例
え
ば
医
療

現
場
で
は
、
延
命
治
療
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
患
者
自
身
が
自
ら
の
意

思
を
事
前
に
書
面
で
示
し
て
お
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ビ
ン

グ
・
ウ
イ
ル
」
の
制
度
が
関
心
を
集
め
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
五
月

に
厚
生
労
働
省
が
ま
と
め
た
「
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
や
、
二
〇
〇
八
年
二
月
に
日
本
医
師
会
第
Ｘ

次
生
命
倫
理
懇
談
会
が
ま
と
め
た
「
終
末
期
医
療
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
で
も
、
終
末
期
に
お
け
る
医
療
の
方
針
は
、
患
者
自
身
の

意
思
決
定
を
基
本
と
す
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い（

１
）る。

こ
の
よ
う

な
傾
向
は
、
す
べ
て
の
判
断
を
医
師
が
行
い
、
無
知
な
患
者
は
そ
れ

に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
父
権
主
義
）
が
、
か
つ

て
の
医
療
現
場
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
決
定
権
や
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
自
己
決
定
権
」
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る

中
で
、
我
が
国
で
は
患
者
本
人
、
あ
る
い
は
当
事
者
本
人
の
意
思

が
、
何
物
に
も
ま
し
て
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
認
識
が
強

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
先
に
述
べ
た
厚
生
労
働

パ
ネ
ル
発
表
１
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省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
で
、
患
者
の
意
思
を
確
認
で
き
る
場
合
に

は
、「
治
療
方
針
の
決
定
に
際
し
、
患
者
と
医
療
従
事
者
と
が
十
分

な
話
し
合
い
を
行
い
、
患
者
が
意
思
決
定
を
行
い
、
そ
の
合
意
内
容

を
文
書
に
ま
と
め
て
お
く
も
の
と
す
る
。
…
…
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
、
患
者
が
拒
ま
な
い
限
り
、
決
定
内
容
を
家
族
に
も
知
ら
せ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
記
さ
れ
て
い
）
2
（
る
。
こ
こ
に
は
、
治
療
方
針
を

決
定
す
る
際
に
、
必
ず
し
も
家
族
の
意
向
が
反
映
さ
れ
な
く
て
も
か

ま
わ
な
い
と
い
う
立
場
が
読
み
取
れ
）
3
（

る
。
ま
た
、
現
在
も
各
地
で
配

布
さ
れ
て
い
る
臓
器
提
供
意
思
表
示
カ
ー
ド
（
通
称
、
ド
ナ
ー
カ
ー

ド
）
で
も
、
本
人
の
自
筆
署
名
は
必
須
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
家
族

の
署
名
に
つ
い
て
は
、「
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
の
意
思
表
示
カ
ー
ド

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
家
族
が
、
そ
の
こ
と
の
確
認
の

為
に
署
名
し
て
下
さ
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
但
し
書
き
か
ら

も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
家
族
の
意
向
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
意
義
し

か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

確
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
中
に
は
複
雑
な
問
題
を
抱
え
て
い

る
ケ
ー
ス
も
存
在
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
明
ら
か
に
不
利
益
と
な
る

事
柄
を
、
家
族
が
要
求
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
）
4
（
う
。
そ
れ
故
、
医
療

方
針
を
決
定
す
る
際
に
、
必
ず
家
族
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
べ
き
だ

と
い
う
規
定
を
一
律
に
設
け
る
こ
と
は
難
し
い
点
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
事
例
が
積
み
重

な
れ
ば
、
延
命
治
療
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
臓
器
提
供
で
あ
れ
、「
自

分
の
生
命
や
身
体
は
自
分
の
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
自
分
の
生
命
や
身

体
を
ど
う
す
る
か
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
見
解
が
ま
す
ま
す
増

え
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

こ
の
主
張
は
、「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

ま
っ
と
う
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
見

は
、
十
年
程
前
に
社
会
問
題
化
し
た
女
子
高
生
た
ち
の
「
援
助
交

際
」
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
女
た
ち
が
語
っ
て
い
た
理
屈
と
同
じ
構
造
の

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
私
の
身
体
は
私
の
も
の
だ
。
だ
か

ら
、
私
の
身
体
を
ど
の
よ
う
に
使
お
う
と
も
私
の
勝
手
だ
」
と
い
う

言
葉
は
、
当
時
、
多
く
の
大
人
た
ち
に
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
な
が
ら

も
、「
自
己
決
定
権
」
を
不
可
侵
の
原
則
と
す
る
限
り
、
有
効
な
反

論
を
封
じ
込
め
る
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
問
題
は

「
自
己
決
定
権
」
と
い
う
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
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二
　
自
己
決
定
権
の
虚
構
性

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
自
己
決
定
権
」
と
は
他
者
の
介
入
を
受
け

る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
行
為
の
あ
り
よ
う
を
自
ら
決
定
す
る
権
利
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
権
利
を
行
使
し
た
場
合
、
そ
の
行
為
が
生
み

出
す
あ
ら
ゆ
る
結
果
に
対
す
る
責
任
を
、
こ
の
行
為
者
は
他
者
に
転

化
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
結
果
に
対
す
る
責

任
を
自
ら
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
自
己
責
任
」
の
概
念

が
、「
自
己
決
定
権
」
に
は
付
随
す
る
。
卑
近
な
言
い
方
を
す
れ

ば
、
自
ら
の
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
の
尻
拭
い
は
、
す
べ
て
自
分
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
本
当
に
可
能
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

自
ら
の
延
命
治
療
を
拒
否
し
た
者
は
、
自
ら
の
死
を
受
容
す
る
こ
と

で
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
意
思
で

生
体
か
ら
の
臓
器
提
供
を
行
っ
た
者
は
、
そ
の
後
に
何
ら
か
の
体
調

不
良
が
生
じ
て
も
、
自
ら
が
そ
の
事
態
を
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
問
題

は
な
い
。「
援
助
交
際
」
の
場
合
も
同
様
だ
ろ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
事
前
に
何
ら
の
相
談
も
な
く
、
い
き
な
り
「
自
己
決

定
」
に
よ
っ
て
延
命
治
療
を
中
止
し
た
人
の
家
族
は
、
精
神
的
に
大

き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
突
然
の
自
殺
に

よ
っ
て
身
近
な
者
を
失
っ
た
人
々
が
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
悲
嘆
か

ら
立
ち
直
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
臓
器
提
供
を
行
っ
た

者
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
以
前
と
同
じ
よ
う
に
働
け
な
く
な
っ
た
場

合
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
経
済
的
困
窮
は
家
族
全
体
に
影
響
す
る
。
援

助
交
際
の
場
合
に
も
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
家
族
は
精
神
的
な
衝
撃

を
受
け
る
だ
ろ
う
し
、
家
族
関
係
が
崩
壊
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。

　

つ
ま
り
、
一
人
の
人
間
が
行
う
行
為
は
、
決
し
て
そ
の
行
為
者
自

身
の
中
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
の
影
響
は
、
不
可

避
的
に
周
囲
の
人
々
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
す
べ
て
の
影

響
に
対
し
て
、
行
為
者
自
身
が
一
人
で
責
任
を
と
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
結
果
に
対
す
る
完
全
な

「
自
己
責
任
」
は
あ
り
得
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
「
自
己
責
任
」
を

全
う
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
「
自
己
決
定
権
」
な
る
概
念
は
、
所

詮
、
虚
構
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
）
5
（
る
。

三
　
縁
起
の
思
想
と
「
い
の
ち
の
尊
厳
」

　

こ
の
よ
う
に
、
完
全
な
「
自
己
責
任
」
が
あ
り
得
な
い
こ
と
の
理
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由
と
し
て
、
私
た
ち
の
誰
も
が
、
一
人
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
単
純
な
事
実
を
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
一
人

ひ
と
り
は
、
周
囲
の
人
々
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
同
時
に
周
囲
の

人
々
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た

ち
は
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
、
相
互
に
支
え
合
い
な
が
ら
、
し
か

も
、
相
互
に
迷
惑
を
か
け
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

関
係
を
、
仏
教
の
言
葉
で
表
せ
ば
「
縁
起
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の
「
縁
起
」
と
い
う
用
語
に
は
、
あ
る
人
の
行
為
が
原
因

と
な
っ
て
、
他
者
に
結
果
と
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う

因
果
関
係
の
意
味
と
と
も
に
、
親
の
存
在
が
子
供
を
支
え
、
子
供
の

存
在
が
親
を
支
え
る
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
相
互
依
存
の
意
味

も
含
ま
れ
て
い
）
6
（

る
。

　

の
み
な
ら
ず
、
こ
の
縁
起
の
関
係
は
、
単
に
私
と
私
の
周
囲
の

人
々
と
の
間
で
成
立
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
私
の
周
囲
の
人
々

と
、
そ
の
ま
た
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
も
成
立
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
私
を
中
心
と
す
る
縁
起
の
関
係
は
、
そ
の
周
辺
に
向
か
っ
て
果

て
し
な
く
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
た
ち
の
一
人
ひ

と
り
は
、
こ
の
「
縁
起
」
と
い
う
名
の
無
限
の
関
係
網
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人
公
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点

に
、
私
た
ち
は
仏
教
的
観
点
か
ら
見
た
「
人
間
の
尊
厳
」
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
に
、「
尊
厳
」
と
い
う
言
葉
は
「
人
間
の
尊
厳
」
や
「
い
の

ち
の
尊
厳
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
我
が
国

で
は
こ
れ
ら
の
概
念
の
明
確
な
定
義
が
存
在
し
な
い
。
そ
の
最
大
の

要
因
は
、
元
来
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
に
由
来
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
創
造
主

た
る
神
が
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
人
格
（
精
神
）
を
与
え
て
お
り
、

そ
の
人
格
を
有
す
る
が
故
に
、
個
々
の
人
間
は
「
尊
厳
」
を
備
え
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
人
間
に
人
格
を
付
与

す
べ
き
創
造
主
の
存
在
を
認
め
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
無
我
の
立
場

を
説
く
仏
教
で
は
、
不
変
の
人
格
の
存
在
さ
え
も
が
否
定
さ
れ
る
。

そ
れ
故
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
論
ず
る
よ
う
な
形
で

「
い
の
ち
の
尊
厳
」
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
キ
リ

ス
ト
教
で
は
な
く
、
仏
教
的
な
伝
統
に
よ
っ
て
社
会
や
文
化
が
形
成

さ
れ
て
い
る
我
が
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
「
尊
厳
」

の
概
念
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
も
し
も
私
た
ち
が
「
尊
厳
」
と
い
う
概
念
を
用
い
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
仏
教
的
な
立
場
か
ら
、「
尊
厳
」
に
対
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し
て
独
自
の
定
義
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

留
意
す
べ
き
点
は
、「
尊
厳
」
と
い
う
概
念
が
成
り
立
つ
た
め
に

は
、
そ
れ
を
支
え
る
上
位
の
概
念
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
あ
る
も
の
に
尊
厳
が
あ
る
」
と
言
う
た
め
に
は
、
そ
の

尊
厳
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
拠
り
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ

リ
ス
ト
教
で
は
、
そ
の
拠
り
所
と
し
て
創
造
主
た
る
神
が
存
在
す

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
創
造
主
を
認
め
な
い
仏
教
で
は
、
一
人
ひ
と

り
の
存
在
を
支
え
る
縁
起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
こ
そ
が
、
こ
の
「
尊

厳
」
を
支
え
る
拠
り
所
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
）
7
（

る
。四

　「
尊
厳
」
を
具
現
化
す
る
た
め
の
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
仏
教
の
立
場
か
ら
見
た
「
い
の

ち
の
尊
厳
」
は
、
私
た
ち
の
誰
も
が
縁
起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心

に
位
置
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
主
人
公
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
だ

と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
で
あ
る
以
上
、
私
た
ち
は
釈
尊

の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、「
自
己
こ
そ
自
分
の
主
で
あ
）
8
（
る
」
と
い
う

心
構
え
で
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
た
ち

は
自
ら
の
思
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
判
断
で
自
己
の
行
為

を
選
択
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
自
己
決

定
権
」
の
概
念
は
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
。

　

け
れ
ど
も
、
縁
起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
で
、
主
人
公
と
し
て

生
き
て
い
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
。
私
と
同
様
に
、
他
の
あ
ら
ゆ

る
人
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人

公
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
が
自
ら
の
思
い
の
成
就
を
目
指

す
の
と
同
様
に
、
他
の
者
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
の
成
就
を
目
指

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
人
が
自
己
の

思
い
の
成
就
の
み
に
固
執
す
れ
ば
、
互
い
の
利
害
が
衝
突
す
る
だ
け

だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
私
自
身
が
主
人
公
と
し
て
行
動
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
こ
と
を
他
者
か
ら
認
め
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
他
の
す
べ
て
の
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
人
公

で
あ
る
こ
と
を
私
自
身
が
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ

ら
ゆ
る
他
者
に
対
し
て
、「
そ
こ
に
自
分
と
同
じ

0

0

0

0

0

一
人
の
人
間
が
い

る
」
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
で
、
私
た
ち
は
自
ら
の
思
い
の
成
就

と
と
も
に
、「
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
」
他
者
の
思
い
の
成
就
を

も
目
指
す
こ
と
が
必
要
で
あ
）
9
（
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
願
う
喜
び
を
他

者
に
与
え
、
自
ら
の
願
わ
な
い
苦
し
み
を
他
者
か
ら
取
り
除
く
と
い
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う
慈
悲
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
他
者
の
意
向
を
顧
み
る
こ
と
な

く
、
自
ら
の
思
い
の
成
就
の
み
を
目
指
し
て
自
ら
の
行
為
を
選
択
す

る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
自
ら
の
行
為

を
選
択
す
る
際
に
は
、
関
係
す
る
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
、
十
分
な

意
思
の
擦
り
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。「
自
分
の
生

命
や
身
体
は
自
分
の
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
自
分
の
生
命
や
身
体
を
ど

う
す
る
か
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
態
度
は
、
絶
対
に
控
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

臓
器
移
植
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
自
分
は
死
後
に
臓
器
を
提
供
し
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
家
族
の

臓
器
提
供
に
は
同
意
で
き
な
い
と
語
る
人
々
が
数
多
く
存
在
す
る
。

つ
ま
り
、
臓
器
提
供
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
延
命
治
療
で
あ
れ
、「
生

命
」
を
め
ぐ
る
判
断
に
お
い
て
は
、
当
事
者
と
家
族
の
意
向
は
し
ば

し
ば
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
が

家
族
の
意
向
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
ず
に
、
自
ら
の
意
思
の
み
を
リ

ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
と
し
て
書
き
遺
し
た
場
合
、
遺
さ
れ
た
家
族
は
当

事
者
の
意
思
を
尊
重
し
た
い
と
い
う
思
い
と
、
そ
れ
に
躊
躇
す
る
自

ら
の
意
思
と
の
間
で
板
挟
み
に
な
っ
て
苦
し
む
だ
ろ
う
。
こ
の
場

合
、
当
事
者
は
遺
さ
れ
た
家
族
に
板
挟
み
の
苦
し
み
を
与
え
る
ば
か

り
で
は
な
い
。
一
方
的
な
自
己
主
張
を
家
族
に
押
し
付
け
る
こ
と

で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
生
き
る
者
と
し
て
の
家
族
の
「
尊

厳
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
家
族
が
ど
う
し

て
も
当
事
者
の
意
向
に
同
意
で
き
な
い
場
合
、
当
事
者
の
思
い
そ
の

も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
主
人
公

と
し
て
の
当
事
者
自
身
の
「
尊
厳
」
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
た
め
に
も
、
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ

ル
を
当
事
者
が
勝
手
に
作
成
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
事
者

は
家
族
と
の
徹
底
的
な
話
し
合
い
を
行
い
、
家
族
の
同
意
を
得
た
上

で
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
を
作
成
す
べ
き
で
あ
）
10
（

る
。
し
か
も
、
そ
の
際

に
は
、
家
族
が
当
事
者
の
意
向
に
対
し
て
「
や
む
を
得
ず
、
反
対
し

な
い
」
と
い
う
消
極
的
な
態
度
を
と
る
の
で
は
な
く
、「
是
非
に
も

当
事
者
の
意
思
を
生
か
し
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
積
極
的
な
態
度
を

と
れ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
そ
の
時
に
、
は
じ
め
て
当
事
者
と
家

族
の
双
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
の
成
就
を
目
指
す
者
と
し
て
、
縁

起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人
公
と
な
り
、
互
い
の

「
尊
厳
」
を
具
現
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
）
11
（
か
。
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
自
己
決
定
権
」
に
含
ま
れ
る
「
自
己
」
と

い
う
言
葉
は
、
単
に
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
当
事
者
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
家
族
を
も
含
む
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は

決
し
て
一
人
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
人
々
と
の
結

び
付
き
の
中
で
生
き
て
い
る
以
上
、
常
に
「
自
己
決
定
権
」
と
言
う

際
の
「
自
己
」
は
、
当
事
者
と
周
囲
の
人
々
と
を
含
む
広
い
意
味
で

の
「
自
己
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

厚
生
労
働
省
の
「
終
末
期
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、「
１　

終
末
期
医
療
及
び
ケ
ア
の

在
り
方
」
と
し
て
「
①
医
師
等
の
医
療
従
事
者
か
ら
適
切
な
情
報
の
提

供
と
説
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
患
者
が
医
療
従
事
者
と
話
し

合
い
を
行
い
、
患
者
本
人
に
よ
る
決
定
を
基
本
と
し
た
う
え
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
終
末

期
医
療
を
進
め
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、「
２　

終
末
期
医
療
及
び
ケ
ア
の
方
針
の
決
定
手

続
」
が
、
患
者
の
意
思
を
確
認
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合
に
分
け

て
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w.m

hlw.go.jp/shingi/ 
2007/05/s0521-11.htm

l

、
傍
点
引
用
者
）。
一
方
、
日
本
医
師
会
第

Ｘ
次
生
命
倫
理
懇
談
会
の
「
終
末
期
医
療
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
も
、「
２　

終
末
期
医
療
の
あ
り
方
」
の
中

で
「
②
終
末
期
に
お
け
る
治
療
の
開
始
・
差
し
控
え
・
変
更
及
び
中
止

等
は
、
患
者
の
意
思
決
定
を
基
本
と
し
医
学
的
な
妥
当
性
と
適
切
性
を

基
に
医
療
・
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
慎
重
に
判
断
す
る
」
と
記
さ
れ
て

い
る （http://w

w
w.m

ed.or.jp/teireikaiken/index.htm
l

、
平
成

二
十
年
二
月
二
十
七
日
日
本
医
師
会
定
例
記
者
会
見
）。

（
２
） 

厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
「
２　

終
末
期
医
療
及

び
ケ
ア
の
方
針
の
決
定
手
続
」
に
よ
る
。

（
３
） 

日
本
医
師
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
３　

終
末
期
医
療
の
方

針
決
定
の
基
本
的
手
続
き
」
の
中
で
、「
⑴
患
者
の
意
思
が
確
認
で
き

る
場
合
に
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
基
づ
く
患
者
の
意

思
を
基
本
と
し
、
…
…
患
者
・
家
族
等
と
十
分
な
話
し
合
い
を
し
た
後

に
、
そ
の
内
容
を
文
書
に
ま
と
め
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
家
族
の
意
向

も
尊
重
す
べ
き
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
も
、「
時
間
の
経
過
、
病
状
の
変
化
、
医
学
的
評
価
の
変
更
に

応
じ
て
」
患
者
の
意
思
の
再
確
認
を
行
っ
た
場
合
に
は
、「
患
者
が
拒

ま
な
い
限
り
、
決
定
内
容
を
家
族
等
に
知
ら
せ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
は
家
族
の
意
向
が
必
ず
し
も
反
映
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な

記
述
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
） 

こ
こ
で
言
う
「
家
族
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
編
は
、「
注
10　

家
族
と
は
、
患
者
が
信
頼
を
寄

せ
、
終
末
期
の
患
者
を
支
え
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
す
か
ら
、

法
的
な
意
味
で
の
親
族
関
係
の
み
を
意
味
せ
ず
、
よ
り
広
い
範
囲
の
人

を
含
み
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
医
師
会
の
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ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
同
様
の
注
記
を
行
っ
て
い
る
。

（
５
） 
「
自
己
決
定
権
」
が
は
ら
む
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
小
松
美

彦
『
自
己
決
定
権
は
幻
想
で
あ
る
』（
洋
泉
社
新
書
ｙ
、
二
〇
〇
四
）

で
も
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
の
中
で
小
松
氏
は
、「
自
己
決
定

権
は
、
普
遍
的
だ
と
措
定
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
な
規
範
で
す
。
…
…

個
々
の
具
体
的
な
場
面
の
悩
み
や
葛
藤
に
は
、
は
じ
め
か
ら
配
慮
し
て

い
ま
せ
ん
」（
一
〇
一
頁
）
と
述
べ
る
と
と
も
に
、「
私
は
、
倫
理
と
い

う
も
の
を
、
何
か
問
題
が
起
き
た
と
き
に
、
自
分
と
自
分
の
周
囲
の
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
ち
と
の
関
係
の
た
だ
な
か
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
混
乱
や
葛
藤
に
苛
ま
れ
な
が
ら
、
揺

り
揺
ら
れ
て
い
く
状
態
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
…
…

し
か
し
、
自
己
決
定
権
を
持
ち
出
す
と
、
そ
こ
で
当
面
の
結
論
が
出
て

し
ま
っ
て
、
葛
藤
や
混
乱
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
倫
理
を
自
己
決
定
権

の
ほ
う
に
丸
投
げ
し
て
、
後
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
自
己
決
定
権
は
倫
理
と
一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

す
」（
一
四
二
頁
、
傍
点
引
用
者
）
と
論
じ
て
い
る
。

　
　

ま
た
、「
自
己
決
定
権
」
が
語
ら
れ
る
際
に
、「
他
人
に
迷
惑
を
か
け

な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
付

随
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
に
関
し
て
も
、
例
え
ば
小
浜
逸
郎
『
な

ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
│
│
新
し
い
倫
理
学
の
た
め
に

│
│
』（
洋
泉
社
新
書
ｙ
、
二
〇
〇
〇
）
は
、「
こ
の
原
則
は
、
社
会
的

な
ル
ー
ル
感
覚
や
人
と
人
と
の
間
を
結
ぶ
絆
を
培
う
た
め
の
必
要
最
低

0

0

0

0

限
の
条
件

0

0

0

0

に
す
ぎ
ず
、
け
っ
し
て
そ
れ
ら
を
充
実
し
た
豊
か
な
も
の
に

さ
せ
る
こ
と
に
と
っ
て
十
分
な
条
件
で
は
な
い
」
と
指
摘
す
る
（
一
五

三
頁
、
傍
点
原
著
）。
そ
の
上
で
、「
身
近
な
他
者
へ
の
情
緒
的
な
配
慮

（
で
き
る
こ
と
な
ら
親
し
い
人
を
傷
つ
け
た
り
悲
し
ま
せ
た
り
し
た
く

な
い
と
い
う
思
い
）
は
、「
他
人
へ
の
迷
惑
」
と
い
っ
た
公
共
的
な
配

慮
に
も
増
し
て
、
善
く
も
あ
し
く
も
人
間
の
行
動
や
意
識
を
左
右
す
る

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
本
当
は
そ
れ
は
、
倫
理
的
な
感
情
そ
れ

自
体
が
支
え
ら
れ
る
基
盤
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
一
六
四

－

一
六
五
頁
）。

　
　

さ
ら
に
、「
自
己
決
定
権
」
の
根
底
に
存
在
す
る
「
自
分
の
生
命
や

身
体
は
自
分
の
も
の
だ
」
と
い
う
主
張
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

所
有
論
の
観
点
か
ら
種
々
の
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て

立
岩
直
也
『
私
的
所
有
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
七
）
を
参
照
。

（
６
） 

「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
を
文
献
学
的
に
捉
え
た
場
合
、
こ
の
解
釈

に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
言
う
の
も
、
釈
尊
の
説
い
た
「
縁

起
」
は
因
果
関
係
を
表
し
て
お
り
、
龍
樹
の
説
く
「
縁
起
」
は
有
法

（
基
体
）
と
法
（
属
性
等
）
と
の
相
互
依
存
を
表
す
概
念
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
親
が
子
を
支
え
、
子
が
親
を
支
え
る
と
い
う
形
で
の
相
互
依
存

関
係
は
、
こ
う
し
た
「
縁
起
」
の
概
念
と
は
元
来
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
「
観
待
」
の
概
念
に
近
い
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
五
十
九
回
学
術
大
会
の
第

四
パ
ネ
ル
に
お
け
る
質
疑
応
答
の
際
に
、
東
京
大
学
大
学
院
教
授
斎
藤

明
先
生
か
ら
ご
教
示
賜
っ
た
（
本
誌
所
収
の
「
質
疑
応
答
」
の
記
録
を

参
照
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
深
め
て
い
き
た
い
。

　
　

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
わ
が
国
で
は
「
縁
起
」
と
い
う
語
を
よ
り
広
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範
に
、「
俗
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
相
対
す
る
も
の

で
、
互
い
に
引
き
合
い
押
し
合
い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
。
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
」（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』
東

京
書
籍
、
一
九
七
五
、
一
一
八
頁
）
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
縁
起
」
と
い

う
語
の
用
法
は
、
必
ず
し
も
釈
尊
や
龍
樹
の
そ
れ
と
同
じ
と
は
言
え
な

い
だ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
な
用
語
法
と
し
て
、
わ
が
国
で
は

「
縁
」
の
一
文
字
に
よ
っ
て
、
因
果
関
係
と
し
て
の
「
縁
起
」
に
お
け

る
「
縁
（
因
）」
に
も
と
づ
い
て
生
ず
る
「
人
と
人
と
の
め
ぐ
り
合
わ

せ
や
結
び
つ
き
」、「
あ
い
だ
が
ら
」、「
物
事
と
の
関
係
、
つ
な
が
り
」

と
い
う
意
味
を
も
示
し
て
い
る
（
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本

国
語
大
辞
典 

第
二
版
』
第
二
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
、
七
二
二

頁
）。
つ
ま
り
、「
縁
起
」
や
「
縁
」
と
い
う
語
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
人

の
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
仏
教
、
す
な
わ
ち
「
生
活
仏
教
」
に
お
け
る
解

釈
と
、
文
献
学
の
成
果
で
あ
る
「
教
義
仏
教
」
の
そ
れ
と
は
完
全
に
一

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

私
た
ち
が
、
現
実
の
生
活
の
中
で
仏
教
の
思
想
を
生
か
し
て
い
こ
う

と
す
る
時
に
、
仏
教
用
語
の
使
用
法
に
関
し
て
、
常
に
イ
ン
ド
的
な

0

0

0

0

0

「
教
義
仏
教
」
の
そ
れ
に
従
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
わ
が

国
の
仏
教
界
や
「
生
活
仏
教
」
の
現
場
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用

語
法
を
尊
重
し
つ
つ
、
日
常
生
活
に
即
し
た
理
論
を
構
築
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
記
の
理
由
に
よ
り
、
本

稿
に
お
け
る
「
縁
起
」
と
い
う
語
の
用
法
は
、
主
と
し
て
日
本
的
な

0

0

0

0

「
生
活
仏
教
」
の
そ
れ
に
も
と
づ
く
も
の
に
な
る
こ
と
を
了
解
願
い
た

い
。

（
７
） 

仏
教
的
観
点
か
ら
み
た
「
人
間
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は

拙
著
『
生
死
の
仏
教
学
│
│
「
人
間
の
尊
厳
」
と
そ
の
応
用
│
│
』

（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
七
）
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
） D

ham
m

apada 160

（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
真
理
の
こ
と
ば
・

感
興
の
こ
と
ば
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
、
三
二
頁
）。

（
９
） 

「
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
」
と
い
う
考
え
方
は
、
例
え
ば

Suttanipāta 705

で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「『
か
れ
ら
も
わ
た
く
し
と
同
様
で
あ
り
、
わ
た
く
し
も
か
れ
ら
と
同

様
で
あ
る
』
と
思
っ
て
、
わ
が
身
に
引
き
く
ら
べ
て
、（
生
き
も
の

を
）
殺
し
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
他
人
を
し
て
殺
さ
せ
て
は
な
ら

ぬ
。」（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
│
│
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

│
│
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
四
、
一
五
三
頁
）

（
10
） 

拙
稿
「「
自
殺
」
を
是
認
す
る
仏
教
の
立
場
│
│
「
人
間
の
尊

厳
」
の
具
現
と
安
楽
死
問
題
│
│
」『
生
命
倫
理
』
通
巻
十
九
（
二
〇

〇
八
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
仏
教
の
伝
統
の
中
で
は
、
自
ら
死
を
選
択

す
る
行
為
が
是
認
さ
れ
た
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
死
の
選
択
が
周
囲
の
人
々
か
ら
同
意
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
的
観
点

か
ら
考
え
る
場
合
、
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
イ
ル
を
作
成
す
る
際
に
も
、
家
族

等
の
同
意
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
11
） 
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
脳
死
を
人
の
死
と
み
な
す
か
否
か
を
判
断
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す
る
際
に
、
死
に
ゆ
く
者
と
遺
さ
れ
る
者
の
双
方
の
意
思
を
尊
重
す
べ

き
こ
と
を
指
摘
し
た
前
掲
拙
著
第
四
章
第
二
節
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　

と
こ
ろ
で
、
遺
さ
れ
る
者
の
意
思
を
考
慮
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
次

の
よ
う
な
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
死
に
ゆ
く
者
が
長
期
に
わ
た
る
療
養
生
活
等
を
送
っ
て
い
た
場

合
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
日
夜
献
身
的
な
介
護
に
携
わ
っ
て
い
た
者
と
そ

れ
以
外
の
者
と
の
間
で
、
死
に
ゆ
く
者
の
死
に
対
す
る
意
識
に
差
異
が

生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
死
に
ゆ
く
者
に
常
に
近
侍
し
て

い
た
者
は
、
十
分
な
看
取
り
を
通
し
て
、
死
と
い
う
結
末
に
対
す
る
納

得
や
、
自
ら
が
最
善
を
尽
く
し
た
こ
と
に
対
す
る
満
足
、
さ
ら
に
は
、

長
期
に
わ
た
る
介
護
か
ら
解
放
さ
れ
る
安
堵
等
を
経
験
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
死
に
ゆ
く
者
の
死
を
比
較
的
穏
や
か
に
受
容

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
死
に
ゆ
く
者
か
ら
離
れ

て
暮
ら
し
て
い
た
者
は
、
突
然
の
訃
報
に
対
す
る
驚
き
や
、
看
取
り
の

時
間
の
欠
如
に
よ
る
突
発
的
な
喪
失
感
、
十
分
な
介
護
等
が
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
感
等
を
経
験
す
る
。
そ
の
た

め
に
、
例
え
ば
、
介
護
者
に
対
す
る
い
わ
れ
な
き
非
難
と
と
も
に
、

「
死
に
ゆ
く
者
が
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
い
う
身
勝
手
な
同
情
が
示
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
、
遺
さ
れ
る
者
の
意

思
と
し
て
最
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
前
者
の
そ
れ
だ
と
い
う
こ

と
は
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
事
例
と
し
て
、
幻
冬
舎
社
長
の
見
城
徹
氏
が
、

歌
手
の
尾
崎
豊
の
死
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
て
い
る
次
の
一
節
を
参
照
す
る

こ
と
は
有
意
義
だ
ろ
う
。

　
「
そ
ん
な
彼
（
引
用
者
注
、
尾
崎
豊
）
と
本
気
で
関
わ
っ
て
い
こ
う

と
し
た
人
間
は
、
ど
こ
か
で
自
分
が
狂
わ
さ
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

尾
崎
が
亡
く
な
っ
た
時
、
ず
っ
と
尾
崎
と
付
き
合
っ
て
き
た
三
人
の

ひ
と
り
で
あ
る
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た

ん
で
す
が
、
彼
の
最
初
の
言
葉
は
「
悲
し
い
け
ど
、
な
ん
だ
か
ホ
ッ

と
し
ま
し
た
ね
」
で
し
た
。
で
も
そ
れ
は
決
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き

こ
と
じ
ゃ
な
い
。
全
身
全
霊
を
捧
げ
て
尾
崎
に
向
き
合
っ
て
き
た
者

に
と
っ
て
は
、
正
直
な
感
想
だ
と
思
う
ん
で
す
。」（
見
城
徹
「
常
識

と
の
闘
い
」『
Ｎ
Ｈ
Ｋ 

知
る
を
楽
し
む　

人
生
の
歩
き
方　

十

－

十

一
月
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
七
、
六
四
頁
）

　
　

ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
釈
尊
の
死
に
ま
つ
わ
る
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
「
過

失
」
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら

の
死
の
決
意
を
語
る
釈
尊
に
対
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た

ア
ー
ナ
ン
ダ
が
、
死
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
説
得
し
な
か
っ
た

と
い
う
逸
話
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、M

ahāparinibbāna-
suttanta

で
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
心
が
悪
魔
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
か
ら

だ
と
説
明
し
て
い
る
（
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
│
│
大
パ
リ

ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
│
│
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
、
六
五

－

六
八
頁
）。

け
れ
ど
も
、
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
中
村
元
氏
は
「
も
っ
と
も
身
近

か
で
世
話
を
し
侍
従
し
て
い
る
愛
弟
子
が
師
の
長
寿
を
望
ま
な
い
で
、

「
死
ぬ
な
ら
死
ん
で
も
仕
方
が
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と

解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
同
氏
は
「
こ
の
場
合
、
愛
弟
子
ア
ー
ナ
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ン
ダ
は
か
な
ら
ず
し
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

他
の
弟
子
た
ち
が
師
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
お

い
て
侍
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
だ
け
は
献
身
的
で
あ
っ

た
。
し
か
も
な
お
、
こ
の
問
題
が
お
き
た
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
考

え
て
み
る
と
、
こ
の
問
題
は
深
刻
で
あ
る
。
い
か
な
る
孝
子
も
完
全
に

は
孝
行
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
人
間
性
の
本
質
的
な
点
を
つ
い
て
い
る

か
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
（
中
村
元
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
Ⅱ
』

（
中
村
元
選
集
﹇
決
定
版
﹈
第
十
二
巻
）
春
秋
社
、
一
九
九
二
、
二
〇

八

－

二
〇
九
頁
）。

　
　

こ
こ
で
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
立
場
は
、
先
の
見
城
氏
の
回
想
に
出
て
く

る
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
死
に
ゆ
く
者
と
遺

さ
れ
る
者
の
双
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
主
人
公
」
と
し
て
の
「
尊
厳
」

を
現
成
さ
せ
る
こ
と
が
、
現
実
に
は
い
か
に
困
難
で
あ
る
の
か
を
物

語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
を
も
認
め
た
上
で
、
我
々
は
個
々
人

の
「
尊
厳
」
の
具
現
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

※
本
稿
を
収
載
す
る
に
あ
た
り
、
本
文
は
パ
ネ
ル
発
表
時
の
原
稿
を
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
転
載
し
、
注
記
部
分
の
み
を
新
た
に
加
筆
し
た
。


