
Tatsuya Kashiwabata pointed out five features to characterize the happiness-unhappiness 

distinction (Kashiwabata 2011). In this paper, I consider the difference between the 

right-wrong distinction (i.e. moral good-evil distinction) and the happiness-unhappiness 

distinction with the aid of Kashiwabata’s argument. Moreover, I clarify that moral realism 

has an effect upon the happiness-unhappiness dichotomy, such that the dichotomy is made 

similar to the right-wrong dichotomy. My conclusion is that there is the possibility of the 

‘wrong happiness’ especially with respect to private deviations from the normalization of 

happiness.
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１　

は
じ
め
に

　

哲
学
で
は
一
般
に
︑
あ
る
も
の
が
認
識
と
独
立
に
存
在
す
る
と

い
う
考
え
を
﹁
実
在
論
﹂
と
呼
び
︑
認
識
を
経
て
初
め
て
存
在
す

る
と
い
う
考
え
を
﹁
観
念
論
﹂
と
呼
び
ま
す
１

︒
物
体
に
つ
い
て

の
実
在
論
は
か
な
り
常
識
的
な
考
え
に
見
え
ま
す
が
︑
美
に
つ
い

て
の
実
在
論
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
美
が
実
在
論
的
に
存
在
す
る

な
ら
︑
だ
れ
も
美
し
い
と
思
っ
て
い
な
い
画
が
本
当
は

0

0

0

美
し
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
︒
逆
に
︑
み
な
が
美
し
い
と
感
じ
る
画

が
本
当
は
美
し
く
な
い
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
本
当
に
あ
り
う
る
の
か
ど
う
か
︒
こ
れ
は
古
く
か
ら
の
︑
そ
し

て
今
日
も
結
論
の
出
て
い
な
い
哲
学
的
問
題
で
す
２

︒

　

道
徳
的
な
善
悪
に
つ
い
て
︑同
じ
問
題
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒

だ
れ
も
悪
い
と
思
っ
て
い
な
い
行
為
が
本
当
は
悪
い
と
い
う
こ
と

は
あ
り
う
る
で
し
ょ
う
か
︒
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
︑た
と
え
ば
︑

今
日
か
ら
見
れ
ば
差
別
的
な
過
去
の
あ
る
行
為
も
︑
そ
の
時
点
に

お
い
て
だ
れ
も
悪
い
と
思
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
︑
悪
く
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
︵
で
は
︑
そ
れ
は
い
つ
か
ら
悪
に

な
っ
た

0

0

0

の
で
し
ょ
う
か
︶︒

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
︑
次
節
で
は
い
っ
た
ん
幸
福
と
不
幸

と
い
う
対
概
念
に
つ
い
て
の
あ
る
分
析
を
見
る
こ
と
に
し
ま
す
︒

そ
し
て
そ
の
分
析
で
現
れ
た
︑﹁
幸
不
幸
﹂
の
対
と
異
な
る
﹁
正
邪
﹂

の
対
の
特
徴
を
ふ
ま
え
て
︑
上
記
の
問
題
に
立
ち
返
り
ま
す
︒
さ

ら
に
論
文
の
後
半
で
は
︑
正
邪
に
つ
い
て
の
実
在
論
的
観
点
が
幸

不
幸
の
対
に
与
え
る
影
響
を
確
認
し
︑﹁
邪
な
る
幸
福
﹂
が
成
り

立
つ
可
能
性
を
│
│
と
り
わ
け
私
的
な
﹁
邪
﹂
に
関
し
て
│
│
考

察
し
ま
す
︵
こ
れ
が
本
稿
の
最
終
的
な
狙
い
で
す
︶︒
な
お
︑
本

稿
で
は
﹁
善
悪
﹂
の
対
を
道
徳
的
意
味
に
限
っ
て
用
い
る
た
め
︑

１ 

本
稿
で
は
︑
哲
学
研
究
者
以
外
の
読
者
も
想
定
し
︑
で
き
る
限
り
読
み

や
す
い
文
体
を
用
い
た
︒
ま
た
本
注
の
箇
所
の
よ
う
に
︑
哲
学
で
は
見

慣
れ
た
用
語
に
つ
い
て
も
︑
必
要
な
範
囲
で
簡
単
な
解
説
を
加
え
た
︒

２ 

た
と
え
ば
ス
テ
ッ
カ
ー 

二
〇
一
三
︵
と
く
に
第
四
章
︶︑
田
邉 

二
〇
一
三
な
ど
︒

幸
福
の
規
範
化
と
︑
私
的
な
逸
脱

 

青　

山　

拓　

央
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そ
れ
ら
は
﹁
正
邪
﹂
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
す
︒

２　

主
体
相
対
性

　

論
文
﹁
幸
福
の
形
式
﹂︵
柏
端 

二
〇
一
一
︶
の
前
半
で
は
︑
幸

福
と
不
幸
に
あ
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
形
式
的
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
︒﹇
１
﹈
か
ら
﹇
５
﹈
ま
で
の
特
徴
の
う
ち
︑ま
ず
は
﹇
２
﹈

ま
で
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
︵
以
下
︑
頁
番
号
の
指
示
は
す
べ
て
同

論
文
の
も
の
︶︒

﹇
１
﹈
幸
せ
と
不
幸
に
は
そ
の
主
体
と
そ
の
対
象
が
あ
る
︒

主
体
と
は
典
型
的
に
は
人
で
あ
り
︑
対
象
と
は
文
的
な
形

で
表
す
こ
と
の
で
き
る
何
か
で
あ
る
︒

﹇
１
・
１
﹈
あ
る
対
象
が
幸
せ
な
こ
と
か
不
幸
な
こ
と
か
は

主
体
に
相
対
的
で
あ
る
︒
同
一
の
対
象
が
人
に
よ
っ
て
幸

せ
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
︒︵
た
と
え
ば
最
後
の

ケ
ー
キ
を
兄
が
食
べ
る
こ
と
は
︑
兄
に
と
っ
て
は
幸
福
だ

が
︑
弟
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
︒︶

﹇
１
・
２
﹈
あ
る
主
体
の
幸
せ
や
不
幸
は
対
象
に
相
対
的
で

あ
る
︒
つ
ま
り
人
は
︑
あ
る
こ
と
で
幸
福
で
あ
る
と
同
時

に
︑
他
の
こ
と
で
不
幸
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
最
後

の
ケ
ー
キ
を
食
べ
る
こ
と
で
兄
は
幸
福
で
あ
る
が
︑
弟
か

ら
の
信
頼
を
失
う
点
で
は
不
幸
で
あ
る
︒︶

﹇
２
﹈
幸
せ
や
不
幸
の
対
象
は
︑
典
型
的
に
は
︑
偶
然
的
時

間
的
︵
一
時
的
︶
な
何
か
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
偶
然
的

で
時
間
的
な
何
か
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
な

ど
は
誰
に
と
っ
て
も
幸
せ
で
も
不
幸
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒

 

︵
七
二
頁
︶

　
﹇
１
・
１
﹈
と
﹇
１
・
２
﹈
は
︑﹇
１
﹈
に
関
す
る
補
足
的
特
徴

で
す
︒﹇
１
・
１
﹈
が
主
体
相
対
性
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
の

に
対
し
︑﹇
１
・
２
﹈
は
対
象
相
対
性
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る

と
言
え
ま
す
︒﹇
２
﹈
に
出
て
く
る
﹁
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
﹂
と
は
論

理
学
的
な
表
現
で
あ
り︵
も
と
も
と
の
意
味
は﹁
同
語
反
復
﹂︶︑﹁
独

身
者
は
結
婚
し
て
い
な
い
﹂
と
か
﹁
Ａ
で
あ
り
︑
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
で

あ
る
な
ら
︑
Ｂ
で
あ
る
﹂
の
よ
う
な
︑
定
義
的
・
論
理
的
な
必
然

的
真
理
を
指
し
ま
す
︒
こ
う
し
た
真
理
は
ま
さ
に
必
然
的
で
す
か

ら
︑
あ
る
と
き
に
た
ま
た
ま
成
り
立
つ
よ
う
な
︑
時
間
的
・
偶
然

的
な
真
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︵
と
こ
ろ
で
︑
も
し
﹇
２
﹈
が
正
し

い
と
し
て
︑
さ
ら
に
神
が
必
然
的
な
存
在
だ
と
す
る
と
︑
神
が
存

在
す
る
こ
と
は
幸
せ
で
も
不
幸
で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
３

︶︒

３ 

こ
の
場
合
に
も
︑
必
然
的
神
の
い
る
世
界
に
﹁
私
﹂
が
い
る
こ
と
が
偶

然
で
あ
る
な
ら
︑
そ
の
偶
然
に
つ
い
て
の
幸
不
幸
は
あ
り
う
る
︒
そ
し

て
そ
の
幸
不
幸
は
︑
す
で
に
存
在
し
て
い
る
﹁
私
﹂
の
目
に
は
︑
神
が

い
る
こ
と
の
幸
不
幸
と
し
て
錯
覚
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

三
九



　

つ
づ
い
て
残
り
の
特
徴
を
見
ま
し
ょ
う
︒

﹇
３
﹈
幸
せ
や
不
幸
は
程
度
を
許
す
︒
そ
れ
ゆ
え
順
序
づ
け

が
可
能
で
あ
る
︒︵
最
後
の
ケ
ー
キ
を
兄
が
食
べ
る
こ
と

は
︑
最
後
の
ア
イ
ス
を
兄
が
食
べ
る
こ
と
よ
り
も
︑
弟
に

と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
︒︶

﹇
４
﹈
あ
ら
ゆ
る
幸
せ
と
不
幸
が
比
較
可
能
で
あ
る
と
は
か

ぎ
ら
な
い
︒
幸
不
幸
の
順
序
づ
け
は
完
備
的
で
は
な
い
︒

︵
最
後
の
ケ
ー
キ
と
弟
か
ら
の
信
頼
の
ど
ち
ら
が
よ
り
多

く
の
幸
福
を
兄
に
も
た
ら
す
か
と
言
わ
れ
る
と
困
る
が
︑

か
と
い
っ
て
そ
れ
ら
は
正
確
に
等
量
の
幸
福
を
兄
に
も
た

ら
す
わ
け
で
も
な
い
︒︶

﹇
５
﹈
幸
せ
や
不
幸
は
幸
福
感
や
不
幸
感
と
同
じ
で
は
な
い
︒

幸
不
幸
は
︑主
体
の
内
在
的
な
心
的
状
態
︵
快
不
快
な
ど
︶

に
還
元
さ
れ
な
い
︒
主
体
の
内
在
的
な
心
的
状
態
︵
欲
求

な
ど
︶
に
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
さ
え
考
え
る
必

要
は
な
い
︒︵
最
後
の
ケ
ー
キ
を
兄
が
食
べ
る
こ
と
は
︑

た
と
え
弟
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
弟
の

不
幸
で
あ
る
︒
弟
か
ら
の
信
頼
を
失
う
こ
と
は
︑
た
と
え

兄
が
そ
の
こ
と
に
痛
痒
を
感
じ
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
兄

に
と
っ
て
の
不
幸
で
あ
る
︒︶

 

︵
七
二
│
三
頁
︶

　

同
論
著
者
は
以
上
の
特
徴
を
も
と
に
︑﹁
正
邪
﹂﹁
好
悪
﹂
な
ど

の
対
概
念
か
ら
﹁
幸
不
幸
﹂
の
対
概
念
を
区
別
で
き
る
と
述
べ
ま

す
︒
正
邪
と
は
道
徳
的
善
悪
の
こ
と
で
す
が
︑
正
邪
は
﹇
１
・
１
﹈

を
満
た
さ
な
い
点
で
幸
不
幸
と
異
な
る
︑
と
い
う
の
で
す
︵
七
三

頁
︶︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
正
邪
は
﹁
あ
る
人
物
に
と
っ
て
そ
う
で

あ
る
﹂
と
い
っ
た
主
体
相
対
性
を
も
た
な
い
と
い
う
主
張
で
す
︒

　

日
本
で
善
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
そ
う
思

わ
れ
て
い
な
い
と
か
︑
佐
藤
さ
ん
が
悪
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を

藤
井
さ
ん
は
そ
う
思
っ
て
い
な
い
︑
と
い
っ
た
﹁
思
わ
れ
て
い
る

こ
と
﹂
の
相
対
性
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
否
定
さ
れ

て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
あ
る
対
象
が

も
し
善
︵
悪
︶
で
あ
る

0

0

0

な
ら
ば
︑
個
々
人
が
そ
れ
を
善
︵
悪
︶
だ

と
思
う
か

0

0

0

否
か
と
は
別
に
︑
そ
れ
は
善
︵
悪
︶
な
の
で
す
︵
こ
の

見
解
に
つ
い
て
は
後
で
再
考
し
ま
す
︶︒
さ
ら
に
正
邪
の
概
念
は
︑

﹇
３
﹈
も
満
た
さ
な
い
と
さ
れ
ま
す
︒﹁
道
か
ら
は
外
れ
る
か
外
れ

な
い
か
の
い
ず
れ
か
﹂︵
七
三
頁
︶
で
あ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
な
行
為

を
道
徳
的
に
順
序
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
︵
刑
罰
の
軽

重
と
道
徳
的
な
順
序
と
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
︶︒

　

他
方
︑
好
悪
︵
趣
味
や
嗜
好
︶
に
も
﹇
１
﹈
～
﹇
１
・
３
﹈
は

あ
て
は
ま
り
ま
す
が
︑﹇
５
﹈
は
明
確
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と

さ
れ
ま
す
︵
同
頁
︶︒
自
分
で
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
よ
う
な
幸
不

四
〇



幸
は
あ
り
え
て
も
│
│
た
と
え
ば
騙
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な

い
場
合
に
も
騙
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
不
幸
で
し
ょ
う
４

│
│
︑

自
分
で
そ
の
好
き
嫌
い
に
気
づ
か
な
い
よ
う
な
好
悪
は
︑
通
常
の

合
理
的
な
人
間
に
は
見
出
し
が
た
い
と
い
う
わ
け
で
す
︒

３　
「
善
悪
」
の
意
味

　

同
論
文
で
は
こ
の
ほ
か
に
も
﹇
１
﹈
～
﹇
５
﹈
を
用
い
た
多
く

の
分
析
が
な
さ
れ
︑
幸
不
幸
と
は
何
か
を
知
る
う
え
で
︑
そ
れ
ら

は
興
味
深
い
も
の
で
す
︒
し
か
し
本
節
で
は
︑
幸
不
幸
よ
り
も
ま

ず
正
邪
に
つ
い
て
の
同
論
文
で
の
分
析
│
│
と
り
わ
け
正
邪
の
概

念
が
﹇
１
・
１
﹈
を
満
た
さ
な
い
と
の
分
析
│
│
を
手
掛
か
り
に

し
て
︑
第
１
節
で
述
べ
た
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
︒

幸
不
幸
に
つ
い
て
は
最
終
節
で
︑
正
邪
と
の
対
比
の
も
と
で
改
め

て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
︒

　

仮
に
︑
人
々
が
悪
だ
と
思
う

0

0

こ
と
だ
け
が
悪
で
あ
る
な
ら
︵
観

念
論
的
見
解
︶︑
だ
れ
も
悪
い
と
思
っ
て
い
な
い
行
為
が
本
当
は

悪
い
︑
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
︒
す
る
と
︑
今
日
の

眼
か
ら
は
差
別
的
に
見
え
る
過
去
の
あ
る
行
為
も
︑
そ
の
時
点
に

お
い
て
だ
れ
も
悪
だ
と
思
わ
な
か
っ
た
な
ら
︑
そ
の
時
点
で
は
悪

で
は
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
︒
で
は
︑
そ
の

行
為
は
い
つ
か
ら
悪
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
多
く
の
人
々
が
│

│
い
わ
ば
多
数
決
的
に
│
│
そ
の
よ
う
な
行
為
を
悪
だ
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
と
き
か
ら
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
や
は
り
公
共

的
に
︑
そ
の
種
の
行
為
を
違
法
と
す
る
法
律
な
ど
が
で
き
た
と
き

か
ら
で
し
ょ
う
か
︒

　

こ
こ
に
は
︑
悪
で
あ
る
こ
と
と
︑
悪
だ
と
思
う
こ
と
と
︑
悪
を

禁
ず
る
こ
と
と
の
入
り
組
ん
だ
関
係
が
あ
り
ま
す
︒
少
な
く
と
も

社
会
制
度
的
に
は
︑
違
法
で
あ
る
こ
と
が
明
確
な
悪
で
す
が
︑
法

こ
そ
が
善
悪
の
基
準
で
あ
る
な
ら
︑
違
法
と
さ
れ
る
ま
で
は
ど
ん

な
行
為
も
悪
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
私
た
ち
は
法
を
作
る
と

き
︑
そ
の
法
に
よ
っ
て
あ
る
行
為
が
は
じ
め
て
悪
に
な
っ
た
︑
と

考
え
る
で
し
ょ
う
か
︒
多
く
の
人
は
︑
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
の
行

為
は
悪
だ
か
ら
こ
そ

0

0

0

0

0

0

あ
の
法
が
作
ら
れ
た
︑
と
考
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
︒

　

で
は
︑
法
が
作
ら
れ
る
よ
り
も
前
か
ら
悪
で
あ
る
行
為
が
あ
っ

た
と
し
て
︑
そ
の
行
為
は
ど
ん
な
観
点
か
ら
悪
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
︒
一
つ
は
︑そ
の
行
為
は
そ
れ
自
体
と
し
て
︑人
々

の
思
い
と
は
独
立
に
悪
で
あ
る
︑
と
い
っ
た
実
在
論
的
観
点
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
︒
も
う
一
つ
︑
多
く
の
人
々
が
悪
だ
と
思
う
か
ら
こ

そ
悪
で
あ
る
︑
と
い
っ
た
間
主
観
的
な
︵
多
く
の
主
観
の
一
致
点

４ 

こ
の
例
は
︑ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
の
論
文
﹁
死
﹂
に
お
け
る
も
の
︵N

agel 
1979

所
収
︶︒
同
論
文
は
幸
福
や
害
に
つ
い
て
の
分
析
哲
学
の
古
典
で

あ
り
︑
柏
端
論
文
に
も
本
稿
に
も
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
︒
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を
探
る
︶
観
念
論
的
観
点
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
５

︒

　

実
際
に
は
第
三
の
選
択
肢
と
し
て
︑
人
々
で
は
な
く
私
が

0

0

悪
だ

と
思
う
か
ら
悪
で
あ
る
と
い
っ
た
︑
個
々
人
に
ま
で
相
対
化
さ
れ

た
観
念
論
的
な
観
点
が
あ
り
え
ま
す
が
︑
そ
の
場
合
の
問
題
点
は

明
ら
か
で
す
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
独
立
に
自
分
の
感
覚
で
善
悪
を

決
め
る
な
ら
︑
公
共
的
な
善
悪
の
一
致
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
る

で
し
ょ
う
︒
あ
る
人
が
別
の
人
に
向
っ
て﹁
そ
れ
は
悪
だ
﹂と
言
っ

て
も
︑
言
わ
れ
た
方
が
そ
う
思
わ
な
い
な
ら
︑
水
掛
け
論
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
︒

　

と
は
い
え
︑
は
じ
め
の
二
つ
の
観
点
に
も
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
は

あ
り
ま
す
︒実
在
論
的
な
観
点
に
お
い
て
は
︑だ
れ
も
悪
い
と
思
っ

て
い
な
い
行
為
が
本
当
は
悪
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
て
︑
た
と

え
ば
左
足
か
ら
靴
を
履
く
行
為
は
実
在
論
的
に
は
き
わ
め
て
悪

い
︑
と
い
う
こ
と
さ
え
論
理
的
に
は
あ
り
え
ま
す
︒
し
か
し
︑
た

と
え
そ
ん
な
悪
︵
あ
る
い
は
善
︶
が
あ
っ
た
と
し
て
︑
そ
ん
な
も

の
は
私
た
ち
の
実
際
の
生
活
に
何
の
か
か
わ
り
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
︒
私
た
ち
は
︑
私
た
ち
の
公
共
的
な
善
悪
観
の
も
と
で
生
き
て

い
か
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
す
︒

　

他
方
︑
多
く
の
人
が
悪
だ
と
思
う
か
ら
こ
そ
悪
で
あ
る
︑
と
い

う
間
主
観
的
な
観
念
論
に
も
問
題
点
が
あ
り
ま
す
︒﹁
多
く
の
人
﹂

と
言
い
ま
す
が
︑
そ
れ
は
具
体
的
に
︑
ど
れ
だ
け
の
人
々
を
指
す

の
で
し
ょ
う
か
︒
少
数
の
人
々
が
差
別
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る

際
に
︑
残
り
の
多
数
の
人
々
が
そ
れ
を
悪
だ
と
思
っ
て
い
な
け
れ

ば
︑
そ
れ
は
悪
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
極
端
な
例

を
挙
げ
る
な
ら
︑
百
人
の
う
ち
五
一
人
が
﹁
善
い
﹂
と
言
っ
て
い

る
こ
と
は
残
り
の
四
九
人
に
と
っ
て
も
善
い
の
で
し
ょ
う
か
︒

　

こ
こ
で
は
善
悪
の
意
味
の
問
題

0

0

0

0

0

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
︑
多
数

決
に
よ
る
決
定
事
項
を
少
数
者
も
し
ぶ
し
ぶ
受
け
い
れ
る
べ
き

か
︑
と
い
う
話
を
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
う
で
は
な

く
︑
多
数
決
化
さ
れ
た
観
念
論
に
お
い
て
は
︑
多
数
者
が
善
い
と

思
う
こ
と
が
ま
さ
に
﹁
善
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
な
の
で

0

0

0

0

0

︑
少
数

者
の
思
う
善
の
ほ
う
が
本
当
は
善
い
と
い
う
こ
と
は
︑
原
理
的
に

あ
り
え
な
く
な
る
の
で
す
︵
そ
れ
で
も
﹁
本
当
は
﹂
と
言
う
な
ら
︑

実
在
論
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︶︒

４　

実
在
と
規
範

　

私
た
ち
は
実
際
の
生
活
に
お
い
て
︑
善
悪
に
つ
い
て
の
間
主
観

的
な
観
念
論
を
︑
実
在
論
と
併
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
︒

善
悪
の
具
体
的
な
判
定
は
多
数
決
的
に
進
め
ざ
る
を
え
ず
︑
少
数

５ 

こ
こ
で
の
場
合
分
け
は
網
羅
的
で
は
な
い
︒
善
悪
に
つ
い
て
の
反
実
在

論
は
細
分
化
さ
れ
て
お
り
︑
観
念
論
に
属
さ
な
い
種
類
の
反
実
在
論
も

存
在
す
る
︒
し
か
し
そ
う
し
た
細
分
化
は
本
稿
の
趣
旨
に
と
く
に
影
響

し
な
い
た
め
︑
こ
こ
で
は
実
在
論
│
観
念
論
の
簡
明
な
二
分
の
み
を
述

べ
た
︒

四
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者
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
場
合
に
も
︑
そ
の
意
見
は
︑
多
数
者
も

受
け
い
れ
や
す
い
一
般
的
原
理
︵
た
と
え
ば
基
本
的
人
権
の
擁
護

な
ど
︶
で
補
強
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
︒
し
か
し
︑
以
上
の
作
業

は
あ
か
ら
さ
ま
な
多
数
決
の
も
と
で
は
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
︒
私
た

ち
は
し
ば
し
ば
︑
ま
る
で
実
在
論
的
な
善
悪
が
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

し
て

0

0

︑
善
悪
を
判
定
し
て
い
き
ま
す
︒
人
数
の
力
に
屈
し
た
の
で

は
な
く
︑
ま
さ
に
そ
れ
が
善
だ
か
ら
選
ん
だ
の
だ
︑
と
い
う
よ
う

に
し
て
︒

　

多
数
者
の
意
見
を
採
る
場
合
に
も
こ
の
傾
向
は
あ
り
ま
す
が
︑

少
数
者
の
意
見
を
採
る
場
合
に
は
︑
と
く
に
そ
う
す
べ
き
独
自
の

理
由
が
あ
り
ま
す
︒
少
数
者
の
意
見
を
︑
多
数
者
も
受
け
い
れ
や

す
い
一
般
的
原
理
に
よ
っ
て
支
持
す
る
と
き
︑
そ
の
一
般
的
原
理

の
善
悪
│
│
た
と
え
ば
人
を
虐
げ
る
こ
と
は
一
般
的
に
悪
で
あ
る

│
│
は
︑
当
の
少
数
者
が
多
数
者
と
対
等
の

0

0

0

議
決
者
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
多
数
決
の
も
と
で
判
断
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
前
提

自
体
に
つ
い
て
の
多
数
決
を
と
ら
せ
な
い

0

0

0

0

0

こ
と
こ
そ
少
数
者
に

と
っ
て
肝
心
で
す
︒
そ
し
て
善
悪
の
実
在
論
的
観
点
は
︑
こ
の
場

面
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
の
で
す
︒

　

た
と
え
ば
少
数
者
が
多
数
者
に
対
し
︑﹁
私
た
ち
も
同
じ
人
間

な
の
だ
か
ら
私
た
ち
を
虐
げ
る
べ
き
で
は
な
い
﹂と
訴
え
る
と
き
︑

少
数
者
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
︑
多
数
者
か
ら
見
て
そ

の
﹁
私
た
ち
﹂
が
本
当
に
同
じ
人
間
で
あ
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
多
数
者
に
決

定
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
︒
そ
の
﹁
私
た
ち
﹂
も
ま
た
同
じ
人
間
で

あ
る
こ
と
は
︑
多
数
決
的
に
決
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
︑

本
当
の

0

0

0

善
│
│
す
な
わ
ち
実
在
論
的
な
善
│
│
と
し
て
打
ち
出
さ

れ
ま
す
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
た
と
え
ば
少
数
者
の
抵
抗
運
動
が
拡
大
し

て
多
数
者
が
屈
し
た
よ
う
な
場
合
で
さ
え
︑
力
を
も
っ
た
か
ら
正

義
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
︑
正
義
で
あ
っ
た
か
ら
力
を
も
っ
た
︑

と
主
張
し
う
る
の
で
す
︒

　

善
悪
の
こ
の
実
在
論
的
な
傾
向
は
︑
善
悪
が
ま
さ
に
規
範
的
な

概
念
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
場
の
空
気
に
よ
っ

て
た
ま
た
ま
定
ま
っ
た
善
で
は
な
く
︑
あ
る
本
当
の
善
を
目
指
し

て
す
べ
て
の
人
は
調
和
す
べ
き
で
あ
る
│
│
偽
も
の
の
善
を
奉
じ

て
い
る
人
は
矯
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
│
│
と
私
た
ち
は
し
ば
し

ば
考
え
る
の
で
す
︵
実
際
の
法
の
取
り
決
め
が
多
数
決
的
に
な
さ

れ
て
い
て
さ
え
︶︒
こ
の
﹁
啓
蒙
﹂
精
神
は
と
き
に
異
文
化
間
の

衝
突
を
招
い
て
き
ま
し
た
が
︑
他
方
︑
ど
ん
な
個
々
の
集
団
に
お

い
て
も
秩
序
形
成
の
核
と
な
る
も
の
で
す
︒
と
く
に
︑
大
人
が
子

ど
も
を
教
育
し
︑
社
会
に
溶
け
込
ま
せ
る
過
程
に
お
い
て
︒

　

善
悪
よ
り
も
規
範
性
の
弱
い
価
値
判
断
に
つ
い
て
は
︑
観
念
論

に
留
ま
る
こ
と
が
も
っ
と
容
易
で
し
ょ
う
︒
た
と
え
ば
芸
術
的
な

美
醜
や
︑
味
覚
の
よ
し
あ
し
な
ど
︒
も
ち
ろ
ん
い
か
な
る
価
値
判

断
に
お
い
て
も
﹁
啓
蒙
﹂
精
神
の
強
い
人
々
は
い
ま
す
し
︑
コ
ン

ク
ー
ル
な
ど
の
場
面
で
は
芸
術
的
美
醜
も
規
範
化
さ
れ
が
ち
で
す

四
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が
︑
し
か
し
善
悪
に
比
べ
れ
ば
や
は
り
︑
好
み
や
単
純
な
多
数
決

に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
機
会
は
多
い
と
言
え
ま
す
︒

５　

幸
不
幸
の
正
邪
化

　

次
の
問
題
を
提
起
し
て
︑本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
︒

だ
れ
で
あ
れ
幸
福
に
つ
い
て
の
持
論
を
述
べ
た
な
ら
︑
次
の
よ
う

な
反
発
は
避
け
が
た
い
も
の
で
す
︒﹁
あ
な
た
の
考
え
る
幸
福
は
︑

本
当
の
幸
福
で
は
な
い
﹂︒
し
か
し
︑本
当
の

0

0

0

幸
福
と
は
何
で
し
ょ

う
か
︒
な
ぜ
私
た
ち
は
他
者
の
幸
福
論
に
対
し
て
︑
そ
う
し
た
反

発
心
を
抱
き
や
す
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
幸
福
が
完
全
に
主
体
相
対

的
な
も
の
で
︑個
々
人
の
価
値
観
の
み
に
支
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
︑

こ
う
し
た
反
発
は
お
こ
り
え
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ
ぞ

れ
の
観
点
か
ら
幸
福
に
つ
い
て
述
べ
る
だ
け
の
こ
と
で
す
︒

　

幸
福
論
が
反
発
を
招
く
一
つ
の
理
由
は
︑
幸
福
と
人
生
と
が
直

結
し
て
お
り
︑
特
定
の
幸
福
論
を
述
べ
る
こ
と
が
特
定
の
生
き
方

を
規
範
化
す
る
か
ら
で
し
ょ
う
︒
語
り
手
に
そ
の
自
覚
が
な
く
と

も
︑
特
定
の
幸
福
観
を
称
揚
す
る
こ
と
が
他
の
幸
福
観
を
否
定
す

る
も
の
と
し
て
︑受
け
止
め
ら
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
︒
た
と
え
ば
︑

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
幸
福
観
の
称
揚
が
︑
個
々
人
の
資
質
の
開

花
よ
り
も
集
団
の
和
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
幸
福
観
の
否
定
と
し
て

受
け
止
め
ら
れ
る
︑
と
い
っ
た
具
合
に
︒﹁
本
当
の
幸
福
﹂
と
い

う
表
現
に
見
ら
れ
る
通
り
︑
こ
こ
に
は
実
在
論
的
観
点
が
あ
り
︑

そ
の
観
点
か
ら
幸
不
幸
の
対
が
正
邪
化
さ
れ
る
兆
し
が
あ
り
ま

す
︒

　

先
述
の
柏
端
論
文
で
は
︑
幸
不
幸
の
対
概
念
が
﹇
１
﹈
を
満
た

す
と
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
の
見
解
が
正
し
く
な
る
よ
う
な﹁
幸
不
幸
﹂

の
意
味
は
間
違
い
な
く
あ
る
で
し
ょ
う
︒
と
く
に
﹇
１
・
１
﹈
で

述
べ
ら
れ
た
幸
不
幸
の
主
体
相
対
性
に
つ
い
て
は
︑
日
常
的
な
会

話
の
な
か
で
耳
に
す
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
６

︒
し
か
し
︑

一
方
で
私
た
ち
は
︑
主
体
相
対
性
を
拒
む
よ
う
な
幸
不
幸
に
つ
い

て
も
︑
日
常
的
に
語
っ
て
い
ま
す
︒
い
わ
ば
︑
正
邪
化
の
影
を
帯

び
た
幸
不
幸
に
つ
い
て
も
︑
で
す
︒

　

こ
の
と
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
を
追
う
こ
と

は
疑
問
視
さ
れ
︑
む
し
ろ
︑
あ
る
種
の
幸
福
の
追
求
は
︑
偽
の

0

0

幸

福
の
追
求
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
ま
す
︒﹁
同
一
の
対
象
が
人
に
よ
っ

て
幸
せ
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
﹂
こ
と
が
︑
あ
る
種
の
事

柄
に
つ
い
て
は
否
定
さ
れ
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑﹁
最
後
の
ケ
ー
キ

６ 

た
だ
し
日
常
的
な
そ
の
種
の
発
言
は
︑
幸
福
を
幸
福
感
と
混
同
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
も
多
く
︑そ
れ
ら
は﹇
５
﹈の
特
徴
と
相
容
れ
な
い
︒﹇
５
﹈

か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
柏
端
は
幸
福
の
主
体
相
対
性
を
観
念
論

に
結
び
つ
け
て
は
い
な
い
し
︑
同
様
に
︑
正
邪
の
主
体
へ
の
非
相
対
性

を
実
在
論
に
直
接
結
び
つ
け
て
も
い
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
本
稿
の
第
３
節

以
降
は
︑
柏
端
論
文
と
一
定
の
距
離
を
も
っ
た
枠
組
の
も
と
で
読
ま
れ

る
必
要
が
あ
る
︒
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を
兄
が
食
べ
る
こ
と
は
︑
兄
に
と
っ
て
は
幸
福
だ
が
︑
弟
に
と
っ

て
は
そ
う
で
は
な
い
﹂
と
言
う
の
と
同
じ
よ
う
に
し
て
︑﹁
兄
が

弟
を
い
じ
め
る
こ
と
は
︑
兄
に
と
っ
て
は
幸
福
だ
が
︑
弟
に
と
っ

て
は
そ
う
で
は
な
い
﹂
と
か
︑﹁
兄
が
電
話
帳
の
暗
記
に
一
生
を

費
や
す
こ
と
は
︑
兄
に
と
っ
て
は
幸
福
だ
が
︑
弟
に
と
っ
て
は
そ

う
で
は
な
い
﹂
と
言
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

0

0

0

0

な
る
の
で
す

︵
大
多
数
の
人
が
も
つ
︑
幸
不
幸
に
つ
い
て
の
正
邪
の
基
準
に
照

ら
し
て
︶︒

　

論
理
的
に
は
︑
こ
れ
は
奇
妙
だ
と
言
え
ま
す
︒
幸
不
幸
の
概
念

と
正
邪
の
概
念
は
異
な
る
の
で
す
か
ら
︑
邪
な
る
幸
福
や
︑
正
な

る
不
幸
も
可
能
な
は
ず
だ
か
ら
で
す
︵
事
実
そ
う
し
た
も
の
が
社

会
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
︶︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
私
た

ち
は
そ
の
よ
う
な
も
の
│
│
と
く
に
邪
な
る
幸
福
│
│
の
存
在
を

と
き
に
拒
み
︑
そ
し
て
︑
善
悪
に
つ
い
て
の
多
数
決
が
実
在
論
化

さ
れ
た
の
と
同
じ
道
筋
で
︑
幸
不
幸
に
つ
い
て
の
多
数
決
も
ま
た

実
在
論
化
さ
れ
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
多
数
決
で
あ
る
こ
と
が
伏
せ
ら

れ
た
か
た
ち
で
︑﹁
本
当
の
幸
福
﹂
は
提
示
さ
れ
る
の
で
す
︒

　

と
こ
ろ
で
﹁
邪
な
る
幸
福
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
周
囲
の
人
々
を

犠
牲
に
し
て
現
世
的
な
利
益
を
得
る
よ
う
な
人
物
を
︑
ま
ず
は
想

像
さ
せ
る
で
し
ょ
う
︒
道
徳
的
悪
と
し
て
の
﹁
邪
﹂
の
意
味
を
︑

公
共
的
・
社
会
的
な
﹁
邪
﹂
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
︒
そ
れ
は

誤
り
で
は
な
い
で
す
が
︑
本
節
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の

半
面
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒

　

邪
な
る
幸
福
の
実
践
は
︑
い
わ
ゆ
る
悪
徳
政
治
家
や
火
宅
の
人

の
よ
う
な
︿
精
神
的
外
交
者
﹀
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
︑
私
的
な

美
と
快
に
殉
じ
た
︿
精
神
的
独
居
者
﹀
に
よ
っ
て
も
為
さ
れ
ま
す
︒

た
と
え
ば
宮
崎
駿
監
督
の
映
画
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
主
人
公
が
そ
う

で
あ
り
︑
彼
の
人
生
の
一
部
が
︑
零
戦
の
開
発
と
い
う
か
た
ち
で

公
共
的
に
も

0

0

0

0

0

﹁
邪
﹂
と
な
っ
た
の
は
︑
彼
の
人
生
全
体
の
﹁
邪
﹂

に
と
っ
て
副
次
的
な
こ
と
│
│
む
し
ろ
よ
り
純
粋
な
﹁
邪
﹂
を
隠

す
も
の
│
│
に
す
ぎ
ま
せ
ん
７

︒

　

と
は
い
え
こ
の
主
人
公
の
例
も
︑
私
が
伝
え
た
い
こ
と
を
不
十

分
に
し
か
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
︒な
に
し
ろ
飛
行
機
は
︑

公
共
的
に
空
を
飛
び
︑
公
共
的
に
︵
戦
争
も
含
め
て
︶
役
に
立
ち

ま
す
︒
そ
し
て
飛
行
機
は
︑
あ
の
主
人
公
に
し
か
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
特
別
な
美
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
︑
お
そ
ら
く
は
︑
そ

の
劣
化
品
と
し
て
の
公
共
的
な
美
を
併
せ
も
っ
て
い
ま
す
︒

　

私
が
本
当
に
出
す
べ
き
例
は
︑
い
っ
さ
い
の
こ
う
し
た
公
共
的

な
﹁
益
﹂
と
隔
絶
し
た
例
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
ま

さ
に
こ
の
隔
絶
ゆ
え
に
︑
そ
の
よ
う
な
例
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま

７ 
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
映
画
の
な
か
に
戦
争
が
表
立
っ
て
出
て
く
る
こ
と
は

な
く
︑
そ
れ
は
監
督
の
卑
怯
さ
で
は
な
く
正
直
さ
の
ゆ
え
で
あ
る
︒
零

戦
開
発
は
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
開
発
と
明
ら
か
に
等
価
な
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
が
︑
戦
争
や
死
者
を
表
に
出
さ
な
い
こ
と
で
︑
両
者

の
﹁
邪
﹂
の
等
価
性
も
際
立
つ
︒
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せ
ん
︒
弟
を
い
じ
め
る
こ
と
や
電
話
帳
を
暗
記
し
続
け
る
こ
と
で

さ
え
︑実
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
︑理
解
可
能
な
﹁
益
﹂
を
も
っ

た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︵
小
説
の
﹃
金
閣
寺
﹄
で
あ
れ
﹃
春
琴
抄
﹄

で
あ
れ
︶︒

　

だ
れ
に
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
︑
そ
の
人
だ
け
の
美
と
快

に
殉
じ
た
生
活
を
私
は
い
ま
描
く
べ
き
な
の
で
す
が
︑
そ
れ
が
な

ぜ
美
や
快
だ
と
分
か
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
含
め
て
︑
こ
れ
は
為

し
が
た
い
課
題
で
す
︒に
も
か
か
わ
ら
ず
︑私
は
そ
の
よ
う
な
人
々

が
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
し
︑彼
ら
の
な
か
に
は
︑い
っ

さ
い
の
公
共
的
な
﹁
益
﹂
だ
け
で
な
く
︑
い
っ
さ
い
の
公
共
的
な

﹁
害
﹂
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
も
隔
絶
し
た
人
々
が
い
る
と
信
じ

ま
す
︒
つ
ま
り
︑
ま
っ
た
く
そ
の
人
だ
け
の
人
生
を
邪
な
も
の
に

す
る
生
き
方
に
お
い
て
︑そ
の
人
だ
け
の
幸
福
に
生
き
る
人
々
が
︑

で
す
︒
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