
デ
イ
ベ
ー
ト
＆
デ
イ
ス
カ
ツ
シ
ヨ
ン

「自
由
意
思
に
基
づ
く
売
春
な
ら
悪
く
な
い
か
」
報
告

本
年
度
の
全
国
若
手
哲
学
研
究
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
於
て

も
、
「デ
イ
ベ
ー
ト
＆
デ
イ
ス
カ
ツ
シ
ヨ
ン
」
が
共
通
参
加

課
目
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、昨
年
度
の
デ
イ
ベ
ー
ト

が
好
評
を
博
し
、本
年
度
の
開
催
に
も
多
く
の
支
持
と
期
待

を
得
た
か
ら
で
あ
る
。形
式
を
踏
ま
え
た
討
論
と
い
う
一見

技
術
的
。手
段
的
な
も
の
に
哲
学
者
達
の
関
心
が
集
ま
る
の

も
、
今
日
で
は
、
「真
理
」
と
し
て
言
表
さ
れ
る
「内
容
」
と

そ
の
表
現
「形
式
」、解
明
を
目
指
さ
れ
て
い
る
「対
象
」
と

そ
の
表
現
「手
段
」
と
の
関
係
が
、
再
び
問
題
と
な
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
・プ
ラ

ト
ン
に
は
じ
ま
る
対
話
篇
の
哲
学
は
言
う
に
及
ば
ず
、仏
教

や
儒
教
思
想
に
於
て
も
「問
答
」
や
「対
話
」
は
思
索
の
進

展
に
欠
か
せ
ぬ
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。，）の
意
味

で
も
、反
論
に
対
し
て
的
確
に
返
答
で
き
、相
手
の
議
論
の

陥
穿
を
指
摘
す
る
討
論
の
熟
達
は
単
な
る
手
段
や
方
法
を
越

え
て
、哲
学
的
思
考
に
本
質
的
な
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ

河

野

哲

也

る
だ
ろ
う
。

本
年
度
の
主
題
「性
の
商
品
化
」
に
つ
い
て

さ
て
、今
回
の
デ
イ
ベ
ー
ト
の
主
題
は
、本
会
で
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「近
代
の
人
間
モ
デ
ル
と
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
」と
内

容
的
に
連
動
す
る
よ
う
に
、
「性
の
商
品
化
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
。
こ
の
主
題
に
お
い
て
、
特
に
、
「自
由
意
思
に
基

づ
く
売
春
な
ら
悪
く
な
い
か
」が
討
議
の
論
題
と
し
て
選
ば

れ
た
。，」の
論
題
の
背
景
と
な
る
問
題
意
識
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
今
日
、
売
春
す
る
女
性
は
誰
に
強
制

さ
れ
る
で
も
な
く
、
一局
給
を
得
ら
れ
る
こ
の
「職
業
」
を
言

わ
ば
「自
由
意
志
」に
基
づ
い
て
選
択
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。か
つ
て
廃
娼
運
動
の
対
象
と
な
っ
た
人
権
抑
圧
的

な
形
態
と
は
様
相
を
異
に
す
る
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て

は
、
「売
春
は
人
権
抑
圧
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
悪
い
」
と
い

う
古
典
的
な
批
判
は
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
よ



う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「自
由
意
志
」
に
よ
つ
て
「売

春
」が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
、そ
れ
は
一
つ
の
労
働
形

態
に
他
な
ら
ず
、何
ら
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
考

え
が
成
立
し
う
る
。す
な
わ
ち
、
「売
春
は
即
ち
悪
で
あ
る
、

と
は
言
え
な
い
」
と
す
る
立
論
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

一方
、
こ
の
主
張
に
対
し
、一冗春
は
や
は
り
悪
で
あ
る
と

の
反
論
が
可
能
で
あ
ろ
う
。例
え
ば
、性
と
は
人
間
の
人
格

の
中
心
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
を
商
品
化
す
る
こ

と
は
基
本
的
人
権
に
反
し
て
い
る
と
す
る
立
場
や
、現
在
の

売
春
も
一見
自
由
意
志
に
よ
つ
て
為
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は

ぁ
っ
て
も
、そ
の
実
、女
性
の
性
を
売
買
の
対
象
と
見
な
す

男
性
中
心
的
社
会
の
有
形
無
形
の
圧
力
に
よ
つ
て
暗
黙
の
う

ち
に
「強
制
」さ
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
立
場
が
存
在

す
る
。ま
た
、自
由
意
志
の
名
の
も
と
に
為
さ
れ
る
こ
と
全

て
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「公
共
の
福
祉
」
に

よ
っ
て
制
限
を
与
え
る
必
要
も
あ
り
う
る
。従
つ
て
、特
定

の
女
性
に
よ
る
売
春
行
為
が
、
そ
の
他
多
く
の
女
性
達
の

「性
の
商
品
化
」
を
助
長
し
、
彼
女
達
の
精
神
的
苦
痛
を
増

大
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
以
上
、売
春
は
規
制
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
も
成
り
立
ち
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
反
論
に
対
し
て
、そ
れ
ら
は
売
春
に
付
随
す
る
難

点
を
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、売
春
そ
の
も
の
を
悪
と
し

て
断
罪
す
る
に
は
不
十
分
だ
と
す
る
再
反
論
が
あ
り
う
る
。

こ
れ
ら
の
売
春
を
巡
る
従
来
の
論
点
を
考
慮
し
な
が
ら
、本

会
で
の
デ
イ
ベ
ー
ト
は
行
わ
れ
た
。

デ
ィ
ベ
ー
ト
進
行
の
形
式

当
日
（七
月
一五
日
）
の
進
行
は
、
「自
由
意
思
に
基
づ

く
売
春
な
ら
悪
く
な
い
」
と
す
る
立
論
「肯
定
側
」
に
は
、

金
澤
秀
嗣
氏
（早
稲
田
大
学
大
学
院
）
と
野
内
聡
氏
（早
稲

田
大
学
大
学
院
）
が
立
ち
、
そ
の
「否
定
側
」
に
は
、
平
山

洋
氏
（静
岡
県
立
大
学
、
助
手
）
と
中
村
裕
子
氏
（桜
美
林

大
学
大
学
院
）
が
立
つ
た
。筆
者
が
進
行
役
及
び
タ
イ
ム
キ

パ
ー
を
つ
と
め
た
。いア
イ
ベ
ー
ト
関
係
者
は
、参
考
図
書
と

し
て
、
江
原
由
美
子
編
『フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
主
張
』
及
び

『性
の
商
品
化
』
（い
ず
れ
も
勁
草
書
房
刊
）
を
事
前
に
読

み
、
上
記
の
論
点
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
作
業
を
行
っ

た
。当
日
の
デ
イ
ベ
ー
ト
の
進
行
形
式
は
以
下
の
よ
う
で
あ

Ｚつ。
１．
肯
定
側
立
論
（２
分
）

―
理
由
を
述
べ
な
が
ら
、論
題
を
肯
定
す
る
主
張
を
行
う
。

２．
否
定
側
立
論
（２
分
）

―
理
由
を
述
べ
な
が
ら
、論
題
を
否
定
す
る
主
張
を
行
う
。



―
　
作
戦
タ
イ
ム
（１
分
）
―

３．
否
定
側
尋
問
（２
分
）

―
相
手
（肯
定
）
側
の
主
張
の
不
明
な
点
を
問
い
質
す
。

４．
肯
定
側
尋
問
（２
分
）

―
相
手
（否
定
）
側
の
主
張
の
不
明
な
点
を
問
い
質
す
。

―
　
作
戦
タ
イ
ム
（１
分
）
―

５．
否
定
側
反
駁
（２
分
）

―
相
手
（肯
定
）
側
の
主
張
に
反
論
す
る
。

６．
肯
定
側
反
駁
（２
分
）

―
相
手
（否
定
）
側
の
主
張
に
反
論
す
る
。

―
　
作
戦
タ
イ
ム
（１
分
）
―

７．
否
定
側
最
終
弁
論
（２
分
）

―
肯
定
側
に
再
反
論
し
な
が
ら
、
結
論
を
述
べ
る
。

８．
肯
定
側
最
終
弁
論
（２
分
）

―
否
定
側
に
再
反
論
し
な
が
ら
、
結
論
を
述
べ
る
。

―
　
審
判
（フ
ロ
ア
ー
参
加
者
）
の
た
め
の

考
察
タ
イ
ム
（１
分
）
―

９．
審
判
の
投
票
（挙
手
）

進
行
は
滞
り
な
く
行
わ
れ
、フ
ロ
ア
ー
参
加
者
に
よ
る
審

判
は
若
千
の
差
な
が
ら
肯
定
側
の
勝
利
を
支
持
し
た
。デ
ィ

ベ
ー
ト
終
了
後
、そ
こ
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、さ
ら
に
こ

の
主
題
に
つ
い
て
の
自
由
な
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
っ

た
。いア
ィ
ベ
ー
タ
ー
は
、いア
ィ
ベ
ー
ト
上
で
の
役
割
を
離
れ

て
自
分
の
主
張
を
述
べ
合
い
、フ
ロ
ア
ー
参
加
者
も
こ
れ
に

積
極
的
に
加
わ
っ
た
。

議
論
の
内
容

上
記
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
た
立
論
及
び
反

駁
の
論
点
は
以
下
の
様
で
あ
る
。
ま
ず
、上日定
側
に
お
い
て

は
、
①
売
春
で
あ
れ
、
そ
れ
が
自
由
意
志
に
基
づ
き
、
か
つ

そ
れ
が
当
事
者
間
だ
け
で
の
交
渉
で
あ
り
第
二
者
に
不
利
益

を
与
え
な
い
以
上
、そ
れ
を
制
限
す
る
の
は
職
業
上
の
自
由

の
侵
害
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
②
し
ば
し
ば
売

春
は
歪
ん
だ
社
会
構
造
の
産
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、い
か

な
る
職
業
で
あ
れ
、
或
る
程
度
に
お
い
て
（歪
ん
だ
）
社
会

構
造
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
（例
え
ば
、低
い
教
育
し

か
受
け
て
い
な
い
も
の
は
、
一般
に
嫌
遠
さ
れ
る
重
労
働
に

従
事
せ
ぎ
る
を
得
な
い
等
）、
売
春
だ
け
が
特
別
視
さ
れ
る

必
要
は
な
い
。さ
ら
に
、③
法
的
規
制
は
、一冗春
を
地
下
化
・

陰
湿
化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、道
徳
的
に
も
性
が
抑
圧
的
に

-70-



な
れ
ば
、近
代
の
解
放
運
動
が
唱
え
て
き
た
自
由
な
性
交
渉

が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ

テ
イ
ツ
ク
な
観
点
か
ら
も
売
春
の
罪
悪
視
や
禁
止
は
支
持
で

き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
肯
定
側
は
主
張
す
る
。

一方
、
否
定
側
か
ら
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
提
出
さ
れ

た
。
そ
の
一
つ
は
、
＜ａ＞肯
定
側
が
前
提
と
し
て
い
る
「自
由

意
志
に
基
づ
く
売
春
」
の
存
在
自
体
を
疑
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、一冗春
は
、
一見
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
い

る
様
に
見
え
て
も
、現
実
的
に
は
主
に
経
済
上
の
や
む
を
得

ぬ
理
由
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、自
由
な
選
択
の
結

果
と
は
い
え
な
い
。そ
の
証
拠
に
売
春
を
行
う
女
性
の
出
身

は
社
会
階
級
的
に
不
均
等
で
あ
る
。
ま
た
、否
定
側
に
よ
れ

ば
、０
売
春
は
そ
の
行
為
自
体
が
悪
で
あ
り
、そ
れ
は
社
会

的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、一冗春
は

自
由
な
市
場
で
の
商
品
と
は
な
ら
ず
、報
酬
も
高
額
な
の
で

あ
る
。
現
に
こ
の
よ
う
に
議
論
し
て
い
る
我
々
も
、自
分
の

家
族
や
友
人
、恋
人
の
売
春
を
平
然
と
認
め
る
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
否
定
側
は
反
論
す
る
。

肯
定
側
は
、否
定
側
の
０
の
反
論
に
対
し
て
は
②
に
お
い

て
解
答
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
。す
な
わ
ち
、職
業
配
分

上
の
不
均
等
や
不
均
等
は
、多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
職
業
に

つ
い
て
も
言
え
る
の
で
あ
り
、一冗春
を
特
別
視
す
る
理
由
は

な
い
、
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
肯
定
側
は
二π春
は

そ
の
行
為
自
体
が
悪
い
」と
い
う
主
張
は
、根
拠
の
な
い
独

断
で
あ
る
と
再
反
論
す
る
。

以
上
の
デ
イ
ベ
ー
ト
で
の
議
論
を
も
と
に
、フ
ロ
ア
ー
の

参
加
者
を
交
え
た
デ
イ
ス
カ
ツ
シ
ヨ
ン
が
行
な
わ
れ
た
。

様
々
な
角
度
か
ら
活
発
に
議
論
が
提
出
さ
れ
、ンピ
）で
そ
れ

ら
全
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一

つ
に
は
、
「現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
売
春
が
本
当
に
自
由
意

志
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
」が
議
論
の
焦
点
と
な
っ
た
。不

平
等
な
社
会
構
造
が
或
る
女
性
達
に
売
春
を
強
い
て
い
る
の

で
あ
る
、と
の
主
張
が
フ
ロ
ア
ー
参
加
者
か
ら
繰
り
返
し
な

さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
疑
間
が
提
出
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
、

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
性
の
解
放
を
主
張
す
る
が
、そ
こ
に
は
経

済
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
も
含
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

売
春
は
フ
エ
ニ
ミ
ズ
ム
に
と
っ
て
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
と
の
主
張
も
な
さ
れ
た
。ま
た
、本
デ
イ
ベ
ー
ト
に
お
い

て
は
、暗
黙
の
う
ち
に
売
春
の
問
題
と
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問

題
が
結
合
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、男
性
に
よ
る
売
春

も
存
在
す
る
以
上
、そ
れ
ら
の
場
合
も
考
慮
し
て
こ
の
問
題

に
取
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。
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結
語

以
上
が
、今
年
度
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
＆
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

の
概
要
で
あ
る
が
、
反
省
す
べ
き
点
も
存
在
し
た
。
一
つ
に

は
、参
加
者
の
多
く
が
今
一
つ
デ
イ
ベ
ー
ト
に
馴
染
ん
で
お

ら
ず
、形
式
上
の
幾
つ
か
の
問
題
が
生
じ
た
。例
え
ば
、
「尋

問
」
に
お
い
て
は
、直
接
相
手
側
に
不
明
点
や
問
題
点
を
問

い
質
す
こ
と
が
で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、そ
れ
が
十
分
に
活

用
さ
れ
な
か
っ
た
。あ
る
い
は
、最
終
弁
論
に
お
い
て
新
た

な
主
張
が
な
さ
れ
る
ル
ー
ル
違
反
も
存
在
し
た
。
ま
た
、否

定
側
は
、
肯
定
側
の
立
論
を
反
駁
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
肯
定
側
の
立
論
の
論
拠
や
前
提
を
突
き
崩
す
こ

と
で
も
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
る
。，）の
ル
ー
ル
が
十
分
理

解
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、フ
ロ
ア
ー
の
参
加
者
に
論
題
へ
の

疑
問
や
誤
解
が
生
じ
た
。
ま
た
、
議
論
の
内
容
に
関
し
て

は
、現
実
の
売
春
が
自
由
意
志
に
基
づ
く
か
否
か
は
別
と
し

て
、売
春
と
い
う
行
為
自
体
の
善
悪
を
正
面
か
ら
論
じ
た
主

張
や
議
論
が
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、論

題
に
「自
由
意
志
に
基
づ
く
」
と
い
う
条
件
を
加
え
た
の

は
、本
来
こ
の
こ
と
を
問
う
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
か
ら
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

，）う
し
た
問
題
点
に
も
関
わ
ら
ず
、議
論

が
活
発
に
行
な
わ
れ
、））れ
ま
で
こ
の
問
題
に
十
分
な
関
心

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
考
察
の
き
っ
か
け
を
与
え
た

こ
と
は
有
意
義
で
あ
っ
た
ろ
う
。今
後
、上
記
の
反
省
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
こ
の
催
し
が
継
続
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（こ
う
の
　
て
つ
や
　
慶
応
義
塾
大
学
）
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