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11書

11評

ヴヱ Jレツェル「目的的行為論の領域¥e:於げる刑法の現実的

H
・
グ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

「
目
的
的
行
矯
論
の
領
域
に
於
け
る

刑
法
の
現
実
的
諸
問
題
」

出
世
同
岡
田
副
司
申
回
目
巾

y
b
w
g申
-um可
え
g
n
v仲間官。
z
m
g
o

山

S
E
E
-
S
宏
司
皆
目

-S同

gas-出

V
E
L
g∞・

丈

B百

内

田

著
岩
の
唱
道
す
る
目
的
的
行
為
論
の
体
系
は
、
一
九
三
八
年
、
全
刑
法
雑

誌
・
五
八
巻
に
発
表
さ
れ
た

Z
Z
&
S
N
S
ω
百件。
B

宮
ω
g
p
s
v
g」

な
る
論
文
に
始
ま
る
と
一
式
っ
て
過
一
言
で
は
な
い
。
即
ち
、
著
者
は
右
論
文
に

於
て
、
刑
法
の
対
象
と
な
る
人
聞
の
行
為
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
客
観
的
側

面
と
主
観
的
側
面
と
の
統
合
ハ
目
的
的
行
為
)
と
し
て
、
つ
ま
り
現
実
の
社

会
生
活
に
生
起
す
る
行
為
と
い
う
意
味
に
於
け
る
主
客
統
合
の
全
体
と
し
て

観
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し

て
、
全
体
と
し
て
の
行
為
を
そ
の
客
観
面
・
主
観
面
に
二
分
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
体
系
化
さ
れ
た
純
客
観
的
違
法
論
、
及
び
、
主
観
的
心
理
的
要
素
の
み

を
責
任
と
す
る
責
任
論
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
所
で
、
行
為
を
全
体
と
し

て
眺
め
た
場
合
、
故
意
行
為
と
過
失
行
為
の
聞
に
は
目
的
活
動
と
し
て
の
存

在
論
的
な
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
而
も
こ
の
相
違
は
犯
罪
構
成
要
件

の
内
容
の
相
違
を
も
意
味
す
る
ム
も
の
で
あ
る
J

と
云
う
の
で
あ
る
。
か
く
て

¥ 

著
者
は
、
故
意
と
過
失
と
を
刑
法
体
系
上
の
行
為
と
い
う
点
に
於
て
対
立
さ

せ
な
が
ら
)
主
観
的
違
法
要
素
を
肯
定
す
る
新
し
い
違
法
論
と
規
範
的
責
任

論
と
に
確
か
な
基
盤
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
第
三
弐
大

戦
と
い
う
大
き
な
空
白
の
後
、
我
々
は
、
著
者
の
か
よ
う
な
態
度
が
「
目
的

的
行
為
論
」
の
名
の
下
に
更
に
深
化
、
発
展
の
一
途
を
辿
り
つ
つ
多
く
の
賛

同
者
を
も
得
て
い
る
と
い
う
官
申
告
一
九
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
著
者
の
民
的
的
行
為
論
の
歩
み
は
決
し
て
平
坦
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
主
と
し
て
過
失
行
為
を
い
か
に
把
握
す
る
か
と
い
う
点
で
、

著
者
は
苦
難
の
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
則
ち
、
著

者
の
初
期
の
見
解
は
、
過
失
を
可
能
な
目
的
活
動
l
潜
在
的
目
的
性
と
い
う

関
係
要
素
に
よ
り
目
的
活
動
た
ら
し
め
ら
れ
る
も
の
!
と
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
現
実
に
行
為
を
形
成
す
る
目
的
性
を
も
っ
た
現
実
の
目
的
活
動
た
る
故

意
に
対
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
見
解
は
、
特
に
戦
後
、
潜

在
的
目
的
性
と
い
う
点
で
、
同
的
性
を
存
在
論
的
な
概
念
と
考
え
る
著
者
の

基
本
的
な
態
度
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
が
を
受
け
る
に
至

り
、
結
局
、
最
近
著
者
は
見
解
を
改
め
、
故
意
を
構
成
要
件
実
現
の
意
思

(
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
国
的
性
)
、
過
失
を
構
成
.
要
件
的
結
果

以
外
の
結
果
実
頃
の
意
以
(
構
成
要
件
的
結
染
以
外
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た

目
的
性
)
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
木
賞
を
衝
く
批
判
に
対
し
て
は
、
著
者
は
勿
論
素
直
に
耳
を

傾
け
て
い
る
と
一
五
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
、
著
者
は
、
単
に
感
情
的

危
反
感
か
ら
反
対
を
唱
え
る
論
者
を
許
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
一

九
五
三
年
、
著
者
は
力
1

ル
ス
ル

l
ェ
に
於
て
、
か
よ
う
な
論
者
一
に
対
す
る

の
意
図
か
ら
、
目
的
的
行
為
論
が
い
か
に
も
の
の
木
質
に
矛
盾
な
く
樹
立
せ
日
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書

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
改
-
め
で
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
講
演
を
行
っ
た
の

で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
講
演
を
基
に
し
た
論
文
で
あ
る
。
内
容
は
一
応
弐
の

諸
項
目
に
分
け
ら
れ
る
。

H

序
説

l
目
的
的
行
為
論
の
拠
所
に
関
す
る
論
述
(
一
二
1
七
頁
)
。

同

共

犯

論

l
Hの
解
釈
論
上
の
一
成
果
と
し
て
の
共
犯
論
(
七

t
九
頁
)
O

同

錯

誤

論

l
け
の
解
釈
論
上
の
一
成
果
と
し
て
の
錯
誤
論
(
一

o
t
一

五
頁
)
。

岡
錯
誤
論
を
支
え
る
法
哲
学
的
基
盤
に
関
す
る
論
述

l
特
に
禁
止
の
錯

誤
の
扱
い
方
に
つ
き
(
一
五

t
一
八
頁
)
。

以
下
こ
の
順
序
に
従
っ
て
、
出
来
る
限
り
正
確
に
著
者
の
真
意
を
紹
介
し

た
い
と
考
え
る
ハ
向
、
私
自
身
が
本
書
ぞ
よ
り
正
当
に
理
解
す
る
た
め
、
重

姿
な
点
、
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
点
に
つ
き
原
註
以
外
に
も
註
を
加
え
た
筒

所
が
あ
る
。
)
。

ω
出
・
巧

O
H
E
W
N∞
件
当

-
g
w
m・
8
H
肖・

向
田
・
要
。
-
目
。

fNω
け
巧

-m∞
ム
・
切
明
白

U
r
g
a
z
w
u
g
合
口
仲
田
ロ
吉

P
E
P
S
Z
E
由。
z
s
c
E
E
N訪
問

S
・
M
-

〉
百
戸
]
申
書
(
以
下
、

N
-
L
P
E
a
-

と
略
す
。
)
∞
-

M
臼・

ω・
∞
閉
山
門
同
0
5
0
H
σ
p
d百
円
出
。
出
口
丘
四

国

g
a
g阿
国
軍
肖

9
H
u
s・
ω-H4・

同
論
敵
で
あ
る
メ
ッ
ガ
l
(
閏
・
出
品
目

mp
冨

a
s
s
君
。
目
。
品
。
司

∞け

g
P
2
z
a
o鳴
E
H
F
s
g
片
山
以
下
、
旨

E
2
5
割
。
向
。
.
と
略

す
。
〕
∞

-
p
m・同∞一
i
岡
田
し
ゃ
ボ

ν
ケ
ル

7

ン
(
句
・
切
C
ロF
E
山】同回目ロ
F
C
V日
『

ι
g
〈

R
E
-宮
町

4
8
4
E
g
a
s
p
p
g昆
忠
彦
田
FED-

同
出
品

uw

m-NNKEg-AF0・
ω・
巴

hp回出・

g
・
)
更
に
は
同
じ
目
的
的
行
為
論

を
と
る
ニ

l
ゼ
ハ
巧

-
Z
8
9
Eロ色町
g
p
g吋由主
N
S品
目
宵

E・

阻回目

m
w
a
y
H
U臼
-m-
お
冷
・
)
に
よ
っ
て
な
き
れ
た
批
判
で
あ
る
。

帥
・
こ
の
点
は
、
出
・
4

司
色
N

冊
目
憎
む
窓
口

2
∞
恩

-28宮
司
弘
司

aE-

/
y
 

国司田什由

H
E
L回目
N・
(
以
下
、

Z
2
8
回目
5
・
と
略
す
。

)
m・
41∞
-m-HHlHN-

∞
-N臼
iNAH・
で
確
認
し
得
る
。
向
、
か
よ
う
な
態
度
が
今
日
に
至
る
ま

で
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
(
〈
包
・
同
・
巧
冊
目

Nぬ
y
u
g
骨
三
宮
町
。

∞け口広岡
10ロ
Z
S
Z
由旬、回け

@gpAい回目。
FO
ロP
司
回
窓
口

gum-AR・
hF口出
--HUm品"

〔
以
下

A
F
k
r
s
p
と
略
す

0

〕∞・印。目白

y
m・
8
・
)
点
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
o

H 

序
説
で
論
み
さ
れ
て
い
る
事
柄

ω大
要
は
弐
の
通
り
で
あ
る
。

!
l目
的

的
行
為
論
け
従
来
の
法
律
学
が
拠
所
と
し
た
法
実
証
主
義
に
真
向
う
か
ら
対

立
す
る
公
理
(
立
法
者
を
も
拘
束
す
る
事
物
の
事
実
論
理
的
構
造
性
と
い
う

公
起
)
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
所
定
、
法
が
関
心
を
向
け
る
事
実
論
理
的
構

造
の
う
ち
で
最
も
主
要
な
も
の
は
人
聞
の
行
為
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
で

は
、
行
為
は
い
か
な
る
点
C
事
実
論
理
的
幡
造
な
の
で
あ
る
か
、
と
云
え
ば
、

そ
れ
は
、
行
為
が
、
す
ベ
て
行
為
と
称
さ
れ
る
現
象
を
ま
さ
に
行
為
た
ら

し
め
て
い
る
所
の
目
的
性

(EE--仲
仕
)
と
い
う
範
曙
的
な
契
機
に
支
え
ら

れ
た
目
的
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
の
点
で
は
故
意
行
為
・
過
失
行
為
・
日
常
生
活
の
範
囲
内
に
あ
る
行
為

に
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
が
故
怠
と
、
過
失
の
扱
い
を
区
別
し
て

い
る
点
に
対
応
し
て
、
法
的
に
は
故
意
行
為
と
過
失
行
為
と
を
区
別
す
る
こ

、.、.、.、，、.、.、.、.、.、.、.

と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
故
意
行
為
を
、
社
会
的
に
否
認
さ
れ
た
目
的

出
の
存
在
か
ら
成
る
行
為
と
考
え
、
過
失
行
為
を
、
そ
れ
自
体
ほ
社
会
的
に

か
凶
行
志
野
引
わ
い
出
印
ゅ
の
存
在
か
ら
生
ま
れ
た
行
為
で
あ
る
が
、
必
要

な
注
意
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
社
会
的
に
否
認
さ
れ
た
結
果
を
惹
起
し
た
行

-120ー



孟 Jレr目、的的行為輸の領域1(.於ける刑法の現実的諸問題」

為
と
考
え
る
の
で
あ
る
1

i
。
以
上
が
序
説
の
大
要
で
あ
る
が
、
次
に
個
々

の

点

に

も

う

少

し

深

く

入

っ

て

行

っ

て

み

よ

う

。

¥

一
抑
々
、
著
者
が
目
的
的
行
為
概
念
ハ
一
口
に
目
的
的
行
為
概
念
と
云

つ
で
も
初
期
の
目
的
的
行
為
概
念
と
現
在
の
そ
れ
と
の
問
に
は
目
的
性
の
理

解
の
仕
方
に
於
て
、
大
き
な
開
き
が
あ
る
が
、
)
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら
目

的
的
行
為
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
究
極
の
所
以
は
、
人
間
の
主
観
を
排
除

し
よ
う
と
す
る
自
然
科
学
的
認
識
や
結
呆
の
側
面
即
ち
行
為
の
客
観
面
に
と

ら
わ
れ
す
ぎ
て
行
為
本
来
の
姿
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
因
果
論
的
思
考
の
否

定
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
M
V
本
書
に
於
て
も
、
リ
ス
ト

M
V

犯
河
川
慌
尉
の
自

然
科
学
的
・
因
果
的
探
究
態
度
が
指
摘
さ
れ
、

M
・E
・7
イ
ヤ

l
の
、
刑
法

五
九
条
に
於
け
る
行
為
事
情
の
自
然
科
学
的
認
識
が
否
定
さ
れ
て
は
い
る

が
、
し
か
し
本
書
で
著
者
が
、
特
に
従
来
の
通
説
的
見
帰
ゆ
拠
所
と
し
て
否

定
し
て
い
る
の
は
法
実
証
主
義
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
法
実
証
主
義
の
否
定
か
ら
、
目
的
的
行
為
論
は
何
を
拠
所
と
し

て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に

考
え
る
。
ー
ー
し
法
の
素
材
、
訟
の
規
定
は
完
全
に
立
法
者
の
怒
意
に
左
右
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
立
法
者
は
、
あ
る
特
定
の
範
囲
で
、
彼
に
正

当
な
規
定
を
定
立
す
る
よ
う
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
所
の
特
定
の
事
実
論

理
的
璽
提
拘
束
さ
れ
セ
い
る
。
だ
か
ら
若
し
立
法
者
が
こ
の
事
実
論
理
的

構
造
を
見
誤
る
な
ら
ば
、
ι
彼
は
実
体
に
反
し
た
、
矛
盾
に
充
ち
た
規
定
を
定

立
す
る
に
蓋
る
の
で
あ
る
。
目
的
的
行
為
論
は
、
右
の
事
実
を
公
理
と
し
て

承
認
し
、

y

こ
の
事
実
論
理
的
構
造
を
法
律
学
不
変
の
対
象
と
考
え
、

H

法
律

的
方
法
論
の
事
実
従
属
性
H

と
い
う
新
し
い
方
法
論
を
と
っ
て
法
実
証
主
義

に
対
ず
る
の
で

ι日
円
四
頁
γ
j
b

二
次
に
著
者
は
、
か
か
る
事
実
論
理
的
構
造
の
う
ち
で
法
に
と
っ
て
最

も
詑
要
な
も
の
は
行
為
で
あ
る
と
考
え
、
す
べ
て
行
為
と
称
さ
れ
る
も
の
は

そ
の
形
状
の
如
何
を
問
わ
ず
常
に
同
一
の
範
鴎
的
原
理
拍
下
に
置
か
れ
て
い

ハ

刊

〉

、

、

る
の
で
あ
る
ハ
五
頁
)
と
し
、
こ
の
範
庸
的
原
理
を
、
行
為
を
存
在
と
し
て

み
た
場
合
の
問
題
と
し
て
究
明
す
ベ
く
、
「
釘
を
打
つ
行
為
」
を
例
に
挙
げ

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

f
i
イ
獲
に
絵
画
を
掛
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
適

当
な
場
所
を
選
び
壁
の
厚
さ
に
適
し
た
釘
を
使
っ
て
う
ま
く
打
ち
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
所
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
次
々
に
進
展
し
て
ゆ
く
そ
の

全
体
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
は
決
し
て
盲
目
的
な
国
呆
の
過
程
で
は
な
〈
し

て
意
思
に
よ
り
計
画
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
諒

解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
意
思
に
よ
る
方
向
つ
け
(
巧
巴

o
g
a
g
a
s
m

と
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
達
成
さ
る
べ
さ
目
標
・
任
意
に
選
ば
れ
た
手

段
・
甘
受
す
べ
さ
或
は
避
く
べ
き
附
随
的
結
果
に
向
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
目
標
・
手
段
・
附
随
的
結
果
に
向
け
ら
れ
た
、
有
意
的
な
見
通

し
と
し
て
の
意
思
内
容
が
、
自
ら
を
実
現
し
て
ゆ
く
過
程
に
於
て
、
因
果
的

な
事
実
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
目
的
的
行
為
の
秘
密
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
が
よ
う
な
意
思
内
容
に
規
制
さ
れ
、
国
果
的
な
事
実
は
、
生
命
を

得
て
行
為
と
し
て
生
れ
変
る
わ
け
で
あ
る

Q

か
く
て
意
思
内
容
こ
そ
行
為
の

目
的
的
な
形
成
凶
子
で
あ
り
、
行
為
か
ら
決
し
て
切
り
離
さ
れ
得
な
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
命
題
が
支
持
さ
れ
る
(
五
頁

)
1
1
0

さ
て
、
著
者
は
、
目
標
・
手
段
・
附
随
的
結
果
に
向
け
ら
れ
た
意
思
内

容
が
行
為
を
目
的
的
に
形
成
し
て
い
る
状
態
を
屡
々
行
為

ω合
同
的
的
性

(
N
d『

8
E
E
a釘
wa芯
或
は
目
的
性
ハ
司

FE--SC
の
状
態
と
呼
ん
で
い

る
の
で
あ
る
が
、
本
書
で
著
者
が
、
す
べ
て
の
行
為
を
支
え
る
同
日
の
範
幡
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評

、.、，

的
原
理
と
称
す
る
所
も
、
結
局
は
、
こ
の
目
的
性
の
存
在
に
於
て
の
み
、
あ

ら
ゆ
る
行
為
が
、
存
在
と
し
て
の
行
為
た
る
範
鳴
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
に
外
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

、.、.、.、.、.

三
こ
の
存
在
の
性
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
行
為
の
目
的
的
な
構
造
は
、

、
.
、
.
、
.
一
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

ま
さ
に
目
的
性
の
存
在
と
い
う
意
味
に
於
て
同
一
の
範
曙
的
原
理
の
下
に
在

る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
目
的
性
は
、
そ
の
社
会
的
な
意
義
の
相
違
か
ら
異

っ
た
種
に
分
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
法
的
に
も
重
大
な
意
味

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
前
例
の
如

く
墜
に
絵
画
を
掛
け
る
目
的
で
釘
を
打
つ
行
為
自
体
は
、
社
会
的
に
否
認
さ

れ
た
目
的
性
の
存
在
か
ら
成
る
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
は
之
に

対
し
特
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
な
い
。
之
に
反
し
、
殺
人
行
為
・
傷
害
行

為
・
反
自
然
的
性
行
為
等
は
、
そ
れ
自
体
が
社
会
的
に
否
認
さ
れ
た
目
的
性

の
存
在
か
ら
成
る
行
為
(
故
意
行
為
)
で
あ
る
か
ら
、
法
は
か
か
る
行
為
自
体

を
禁
止
の
対
象
と
す
る
。
じ
か
し
な
が
ら
一
方
、
釘
打
ち
行
為
は
法
の
関
、
h
u

外
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
場
合
に
よ
り
威
は
そ
の
結
果
如
何
に
よ
り
法
の
関

心
内
に
ひ
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
例
え
ば
、
そ
の
釘
が
部
屋

の
壁
を
つ
き
通
し
、
隣
人
の
部
屋
に
庇
を
つ
け
た
場
合
、
そ
の
結
果
が
、
社

会
関
係
に
適
合
し
た
よ
り
好
ま
し
い
目
的
的
な
態
度
ハ
部
屋
の
壁
の
厚
さ
を

考
慮
に
容
れ
、
短
い
釘
を
選
ぶ
)
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
場
合
に
限
つ

τ法
は
絵
画
一
を
掛
け
る
為
に
釘
を
打
つ
と
い
う
目
的

的
な
所
為
に
結
び
つ
い
た
因
果
的
な
結
果
に
も
関
心
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
行
為
は
過
失
行
為
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、
社
会
的
に
は

大
し
て
重
要
で
な
い
目
的
性
の
存
在
か
ら
成
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会

関
係
上
必
要
な
注
意
義
務
を
怠
っ
た
た
め
に
社
会
的
に
否
認
さ
れ
た
国
果
的

書

、

な
結
果
を
惹
起
せ
し
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
法
は
、
こ
の
因
果
的

、.、，

な
結
果
を
回
避
す
ベ
く
目
的
的
な
規
制
を
行
う
よ
う
命
令
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
書
の
故
意
と
、
過
失
の
区
別
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
聞
も
こ
の

よ
う
な
見
解
こ
そ
、
現
在
著
者
の
目
的
的
情
為
論
の
体
系
的
な
基
礎
に
な
っ

て
い
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
叉
、
「
m
E
~
除
。
出

N
G
g

saoB
品
白
血
∞
仲
良

3
5巴
以
来
著
者
が
歩
ん
で
き
た
峻
し
い
道
の
一
応

の
終
着
点
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

四
所
で
著
者
は
講
演
の
時
間
的
な
制
約
か
ら
、
以
後
論
述
の
焦
点
を
故

戸
川
川
)
戸

H
ゾ

意
の
犯
罪
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
之
迄
展
開
し
て
き
た

所
の
帰
結
と
し
で
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
「
故
意
の
犯
罪
に
関
す
る
目
的

的
行
為
論
の
根
本
的
な
桔
論
は
、
故
意
が
行
為
に
、
従
っ
て
又
、
不
法
構
成
要

件
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
さ
き
に
一
個
の
責
任
要
素
と
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
何
故
か
な
ら
ば
、
意
思
内
容
こ
そ
行
為

を
目
的
的
に
方
向
づ
け
る
凶
子
な
の
で
あ
る
か
ら
。
即
ち
、
故
意
行
為
に
あ

っ
て
は
、
目
的
的
な
意
思
内
容
は
、
法
的
に
一
台
認
さ
れ
た
結
果
の
実
現
に
向

け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
故
意
は
行
為
を
目
的
的
に
方
向
づ
け
る

因
子
と
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
行
為
の
成
分
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
」
(
七
頁
)
と
。

而
し
て
、
著
者
に
よ
れ
は
、
か
よ
う
な
結
論
は
解
釈
論
よ
の
問
題
と
し
て

直
ち
に
共
犯
論
・
・
錯
誤
論
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

-122-

日
出
・
4
司
冊
目

N
O
-
-
N
ω
け

d
『

-gu
∞
-
h
gム
ヨ
・
こ
の
態
度
が
以
後
著
者

の
奉
本
的
な
方
向
と
な
っ
て
い
る
点
、
疑
い
な
い
所
で
あ
る
(
〈
関
戸
国
・

巧
色
白
血
Y
N
k
r
a
-
-

∞-
N

∞l
E
U

含
富
田

-
Z
Z宮
g
恩
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-
H
N
l

HAH
山
内
田
町
吋
由
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-
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・
K
M
S
戸
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∞
・
∞
H
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グェ Jレツェ Jレ「目的的行為論の領域に於げる刑法の現実的諮問題」

同

原

註

川

に

4
・
H
L
山田
N
F
m
宮

t
gロ
耳
目
。

z
k
g同
胆
詳
N
O
G
ロ
品
〈
。
ヲ

件
円
酔
肉
由
ロ
プ

m-M宮
崎
・
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
リ
ス
ト
が
そ
こ
で

述
べ
て
い
る
所
の
う
ち
、
直
接
本
書
の
論
点
に
関
係
す
る
も
の
は
、
刑

、、、

法
学
第
一
の
課
題
た
る
講
学
上
の
問
題
に
次
で
、
第
二
の
課
題
で
あ
る

科
学
的
な
課
題
の
為
に
、
犯
罪
と
刑
罰
と
を
構
築
す
る
現
象
の
自
然
科

学
的
方
法
論
に
よ
る
因
果
的
探
究
を
要
請
し
て
い
る
石
田
・

0
ω
・
Mgl

悶
由
主
点
で
あ
る
。

伺
本
書
一
一
頁
及
び
原
註
叫
に
、
'
区
・
回
・
呂
田
句

O
P
E
-明。
B
g
E
2

u-Hea--m-4・
m-M∞
∞
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

附

し

か

し

メ
V

ガ
ー
も
近
代
法
思
想
の
重
要
な
歩
み
は
実
証
主
義
か

ら
ム
仔
在
論
的
観
察
方
法
へ
の
移
行
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
凹
冨

g
m
2
w

足。

p
g
o
詞
品
品
-
-
m・4
・
)
の
で
あ
っ
て
、
著
者
が
本
書
で
従
来
の
通

説
的
見
解
と
称
す
る
所
が
、
果
し
て
い
か
な
る
論
者
の
見
解
を
指
称
す

る
の
か
不
分
明
と
云
わ
ぎ
る
を
得
沿
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
但
し
、

回
・
君
。
戸
目
。

r
z巴
R
Bロ
宮
口

E
F各
区
吉
田
正

42Bg-〔司
g
z
zロ

同
常
国
自
由

Z
E
s
u
a
R
5
8・
〕
伊

N
4
U

に
よ
る
と
、

K
・
ビ
ン

デ
ン
ク
が
法
実
証
主
義
論
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
∞

-NB
に
よ

れ
ば
、
共
犯
関
係
を
徹
頭
徹
尾
立
法
一
者
の
所
産
と
み
に
論
者
と
し
て
、

M
・
E
-
マ
イ
ヤ
ー
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

J
。
山
問
、
共
犯
論
・
錯
誤
論

に
於
て
も
屡
々
通
説
的
見
解
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合

の
通
説
的
見
解
と
は
、
特
に
メ
ッ
ガ

i
の
見
解
を
指
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

倒
更
に
、
解
釈
論
の
第
一
の
課
題
は
、
法
規
定
の
う
ち
に
潜
h
u

事
実
論

理
的
構
造
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
ハ
四
頁
〉
と
し
て
、
原
註
仰
は
、

出・

4
司丘四冊目

.
Z
S
E
g
a
H酔
ロ
ロ
品
目
州

HHas-∞
の
。

g
n耳
石
宮

F

S
E
-
m
-
H笥
尚
・
〈
特
に
人
間
の
目
的
活
動
の
構
造
は
立
法
者
を
も
拘

束
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
、
共
犯
は
事
実
論
理
的
に
目
的
活
動
を

行
う
正
犯
行
為
に
従
属
し
て
い
る
と
す
る
点
、
責
任
の
事
実
論
理
的
構

造
は
立
法
者
を
も
拘
束
す
る
と
い
う
点
、
本
書
の
内
容
に
直
接
関
連
す

る
も
の
で
あ
る
o

)

を
挙
げ
る
。

同
目
的
的
行
為
を
解
剖
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
、
目
的
的
行
為
の

構
造
は
日
常
茶
飯
事
の
う
ち
に
窺
わ
れ
る
、
と
し
て
原
註
同
は
、
出
・

4
司
己
目
。

fzg@MEz--
∞
・
由
時
・
(
特
に
∞
・
ロ
で
こ
の
点
が
明
確

に
さ
れ
て
い
る

J

を
挙
げ
て
い
る
。

同
国
・
4
司
乙
N
O
-
-
M
-
K
F
ロ白・・

ω・
随
時
吋
・
一
宕
混
同

-
g
w
Z
E
S
E
-
p・

∞
-ulHH
一
念
吋
面
白

-z-品
-hpcpω
・
日
∞
向
・
(
向
、
出
・
4
司冊目
N
O
-
-
d
B

eo
出
口
丘
四
国
mw
ロ門出己
HMmM】由
F
2・
m・
4

に
よ
れ
ば
、
目
的
性
と
は
人

間
の
行
為
と
い
う
存
在

ω構
造
法
別
で
あ
る
と
さ
れ
る

J

間
同
、

ω参
照
。
し
か
し
故
意
と
過
失
と
を
、
か
く
行
為
の
面
で
対
立

さ
せ
た
の
は
、
む
し
ろ
ニ
l
ゼ
の
万
が
先
で
あ
る
ハ
〈
品
川
戸
当

-zap

m
w
-
p
・
c-
∞

-au
∞
-
E
l回
申
・
)
。
向
か
よ
う
な
見
解
に
関
し
て
は
わ
が

国
で
も
賛
否
が
わ
か
れ
て
い
る
(
福
岡
助
教
授
は
、
刑
法
上
の
行
為
の

目
的
性
は
構
成
要
件
該
当
の
結
果
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
さ
れ
る
〔
福
田
・
「
目
的
的
行
為
論
に
つ
い
て
」
《
神
戸

経
済
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
、
法
学
編
川
》
一
七
「
頁
。
〕
。

し
か
し
木
村
教
授
は
、
本
書
に
於
げ
る
が
如
き
結
論
を
、
色
々
批
判
は

あ
る
に
せ
よ
目
的
的
行
為
論
の
功
績
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
〔
木
村

「
過
失
犯
の
構
造
L

R

滝
川
先
生
還
暦
記
念
、
現
代
刑
法
学
の
課
題
、

下
》
五
八
六
頁
。
〕
。
)

C

附
目
的
的
行
為
論
は
私
法
の
領
域
に
も
実
益
ー
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
し

て
、
原
註
仙
は

2
6句
。
邑

4
・
C
5
B
b
E
S
N
E
U
N
S
E図
的
国
印
可

aw・

5a.
を
挙
げ
る
ハ
参
照
し
得
ず
。
)
。
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仰
自
的
的
行
為
論
は
、
本
害
時
於
一
げ
る
が
如
き
故
意
と
過
失
の
区
別
か

ら
為
今
迄
見
逃
さ
れ
て
い
た
過
失
の
違
法
要
素
を
、
社
会
関
係
に
適
合

し
た
注
意
義
務
の
僻
怠
に
見
出
す
乙
と
に
成
功
し
た
、
と
い
う
(
七
頁
)

0

更
に
原
註
回
は
、
過
失
の
個
々
の
問
題
に
つ
き
、
当
-
Z
H
g
p
前
掲
書

(
但
し
一
九
四
九
年
版
V

と

戸

当

a
N
&・
2
2
2
回
-
P
を
挙
げ
る

(d--
国・
4
司
曲
目

N
由

Y
Z
2
8
回
出
品

-hfM需
-
L
2
E
rム
-PE--

m・
8
R
u
d司
-
Z
8
9
担

-
P
。
・
∞
・
包
同
・
更
に
木
村
教
授
、
前
掲

書
、
五
九
一
頁
o
u
。

ω 

共
犯
論
で
論
及
さ
れ
て
い
る
諸
点
の
大
要
は
次
の
通
り

r

八
に
あ
る
。

i
1
1現

行
ド
イ
ツ
刑
法
五

O
条
一
項
に
は
、

H

共
犯
者
は
他
人
の
責
任
に
関
係
な
く

自
己
の
責
任
の
程
度
に
従
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
u

旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
規
定
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
目
的
的
行
、
為
論
と
通

説
的
見
解
と
の
聞
に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
通
説
は
、
責
任
H
故
意
・
過
失

と
考
え
、
之
を
概
念
的
に
徹
底
せ
し
め
て
、
共
犯
者
は
他
人
の
故
意
・
過
失

に
無
関
係
に
罰
せ
ら
れ
る
と
結
論
す
る
。
か
よ
う
な
考
え
に
従
え
ば
、
例
え

ば
、
他
人
を
過
失
行
為
へ
と
そ
そ
の
か
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
矛
盾
に
充
ち

た
表
現
の
下
に
他
人
の
過
失
に
つ
い
て
の
教
唆
犯
す
ら
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
教
唆
と
は
他
人
に
行
為
の
決
意
則
ち
故
意
を
う

え
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
教
唆
の
本
質
を
無
視
し
た
概
念
の
遊
戯
で
あ

り
、
ま
さ
に
矛
盾
に
充
ち
た
議
論
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
故
意
を
行
為
の

成
分
と
考
え
る
目
的
的
行
為
論
に
従
え
ば
、
豆

O
条
一
割
の
か
他
人
の
。
行

為
に
故
意
が
要
請
さ
れ
て
も
、

H

共
犯
者
は
他
人
の
責
任
に
関
係
な
〈
罰
せ

ら
れ
U

得
る
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
教
唆
の
木
質
に
適
合
し
た
解
釈
が
導
か

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
五

O
条
一
項
は
、
少
く
と
も
教
唆
に
関
し
て
は
、

故
意
を
う
え
つ
け
ら
れ
た
正
犯
が
責
任
無
能
力
・
禁
止
の
錯
誤
等
の
下
に
置

か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
教
唆
者
は
か
か
る
事
情
に
関
係
な
く
罰
せ
ら
れ
得

る
と
い
う
窓
味
に
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
所
が
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

結
助
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
か
の
如
き
感
を
号
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
即

ち
、
例
え
ば
、
他
人
の
過
失
行
為
を
支
援
す
る
場
合
を
も
轄
助
な
り
と
称
し

て
さ
し
さ
わ
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

常
助
の
本
質
は
、
や
は
り
故
意
を
以
て
自
己
の
行
為
を
規
制
す
る
正
犯
の
存

在
に
従
属
す
る
点
に
あ
る
(
と
の
点
は
後
記
す
る
よ
う
に
消
極
的
に
例
証
さ

れ
る
J
。
目
的
的
行
為
論
は
、
過
失
犯
へ
の
共
犯
と
一
式
わ
れ
る
場
合
を
も
含

め
た
所
謂
非
政
誌
の
正
犯
行
為
へ
の
共
犯
と
称
さ
れ
る
場
合
を
、
間
接
正
犯

と
考
え
る
か
、
或
は
共
犯
の
不
能
未
遂
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
実
体
に
適

っ
た
解
決
を
図
る
の
で
あ
る
1
1
1
0
以
上
が
共
犯
論
の
大
要
で
あ
る
。
そ
こ

だ
又
、
個
々
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
眺
め
て
み
よ
う
。

一
一
九
四
三
年
の
改
正
に
な
る
ド
イ

y
刑
法
四
八
・
四
九
・
五

O
条
の

新
規
定
は
、
従
来
か
ら
争
い
の
あ
っ
た
共
犯
従
属
性
の
程
度
に
関
し
、
そ
の

従
属
性
の
程
度
を
緩
和
し
た
所
謂
制
限
従
属
性
論
に
実
定
法
上
の
板
拠
を
与

え
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
五

O
条
に
新
し
く
加
え
ら
れ
た
一
項
の
規
定
に
よ

れ
ば
、

H

共
犯
者
は
他
人
の
責
任
に
関
係
な
く
罰
せ
ら
れ
る
が
の
で
あ
っ
て
、

故
意
・
過
失
を
責
任
要
素
と
考
え
る
通
説
の
論
理
を
極
端
に
徹
底
さ
せ
、
責

任
H
故
意
・
過
失
で
あ
る
と
し
て
こ
と
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
共
犯
は
正
犯
の

故
意
・
過
失
に
す
ら
従
属
し
な
い
と
い
う
結
論
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
著
者
は
、
通
説
は
責
任
H
故
意
・
過
失
と
考
え
る
が
故
に
、
共
犯
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は
正
犯
の
故
意
・
過
失
に
関
係
な
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
通
説
の

態
度
を
誇
張
し
て
訴
え
、
し
か
し
そ
れ
で
は
過
失
犯
へ
の
教
唆
も
肯
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
教
授
と
は
他
人
に
行
為
の
決
意
即
ち
故
意
を
う
え
つ
け
る

こ
と
で
あ
る
と
い
う
教
唆
の
本
質
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
，
之
に
反
し
、
著
者
に
於
℃
、
目
的
的
行
為
論
に
従
え
ば
、
教
唆
の

」
本
質
に
矛
盾
し
な
い
五

O
条
一
項
の
解
釈
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

、
.
、
.
、
.
、
.

一
一
故
意
は
行
為
の
成
分
で
あ
る
が
故
に
、
教
唆
犯
は
故
意
の
正
犯
の
責
任
に
関

欄
係
な
く
処
罰
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
か
く
て
、
教
唆
に
つ
い
て
五

O
条
一
項

均
失
は
、
故
意
を
う
え
つ
け
ら
れ
た
正
犯
に
責
任
無
能
力
・
禁
止
の
錯
誤
・
緊
急

l
c
 

h

叫
状
態
と
い
う
よ
う
な
常
に
或
は
場
合
に
よ
っ
て
責
任
を
帰
せ
得
な
い
事
情
が

拙
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼
を
そ
そ
の
か
し
て
構
成
要
件
を
実
現
さ
せ

る
た
者
は
か
か
る
事
情
に
関
係
な
く
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る

、TJ加
わ
け
で
あ
る
(
七

t
八
頁
)
。

砕
し
か
も
著
者
は
、
か
よ
う
な
見
解
は
既
に
「

m
g
a
g
g
g
ω
3
8
官

制
容
認
号

g
z
hゾ
で
論
及
さ
れ
た
所
で
あ
り
、
ボ
ッ
ケ
ル
7

功
や
最
泣
で
は

ー

九
恥
ル
グ
ェ
ル
ケ
川
一

rよ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
強
調
布
十

円
一
鳩
ご
し
か
し
な
が
ら
右
の
よ
う
な
見
解
が
、
轄
助
に
つ
い
て
も
無
条
件
に

的
妥
当
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も

に
聞
出
来
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
他
人
の
過
去
行
為
を
支
援
し
た
こ
と

へ
げ
に
な
る
行
為
者
を
暫
助
犯
な
り
と
す
る
こ
と
が
、
脅
助
の
本
質
の
破
壊
に
至

£
る
程
不
都
合
な
も
の
で
は
な
い
と
云
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が

川
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
前
w

ら
こ
こ
に
於
て
か
著
者
は
、
轄
助
に
つ
い
て
は
未
だ
疑
念
を
持
つ
論
者
が
い

!
 

ー
る
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
、
t

次
め
例
を
挙
げ
問
題
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
Q
A
は
B
と
C
に
自
分
が
蒐
集
し
た
短
剣
を
見
せ
た
。
所
が
B
は
そ
の
中

に
長
い
間
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
自
分
の
短
剣
が
あ
る
と
思
っ
た
。
そ
れ
で

B
は
C
に
ひ
そ
か
に
自
分
の
疑
い
を
う
ち
あ
げ
、
そ
の
短
剣
を
A
か
ら
奪
い

会
り
さ
え
す
れ
ば
又
自
分
の
物
に
な
る
の
だ
が
、
と
一
五
っ
た
Q
C
は
そ
の
短

剣
が
実
は
A
の
物
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
な
が
ら
、
B
に
、
自
分
も
そ
の
短

剣
と
君
の
失
く
な
っ
た
短
剣
と
が
余
り
に
も
似
て
い
る
の
で
驚
い
て
い
る
所

だ
、
と
云

PAL。
結
局
、

B
は
A
の
甥
測
を
窃
取
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

客
観
的
な
窃
盗
と
い
う
も
の
に
対
す
る
轄
助
を
認
め
る
こ
と
は
全
く
不
可
能

で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、

C
が
B
の
誤
信
を
知
り
な
が
ら
、

A
に
短
剣
を
持

た
せ
て
お
く
こ
と
を
好
ま
ず
、

B
に
持
た
せ
る
の
に
丁
度
よ
い
機
会
だ
と
考

え
て
、
短
剣
の
類
似
性
に
驚
い
て
い
る
、
と
云
っ
た
場
合
と
、

C
が
B
は
た

だ
自
分
の
行
為
を
支
援
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
だ
け
な
の
だ
と
信

じ
て
、
短
剣
の
類
似
性
に
驚
い
て
い
る
、
と
云
っ
た
場
合
に
分
け
て
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
前
の
場
合
に
は
、

C
に
於
て
、
掛
卦
と
不
法
領
得
の
意
図

を
欠
い
た
道
具
と
し
て
の
B
を
使
っ
た
窃
盗
V
U

間
接
正
め
が
成
立
し
ハ
著
者

に
於
て
、
他
人
の
物
を
自
己
の
物
と
誤
信
し
て
奪
い
去
ろ
う
と
す
る
者
に
は

〔
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
的
〕
故
意
と
不
法
領
得
の
意
図
が
欠
け
て
い
る
の
で

あ
る
J
、
後
の
場
合
に
は
、

C
に
窃
淀
の
故
意
も
不
法
領
得
の
意
凶
も
な
く
、

智
助
の
意
同
ω
だ
け
が
存
託
す
る
の
ι

に
あ
る
が
、
実
は
、

B
は
故
意
と
不
法
償
得

の
芯
図
の
欠
飲
故
に
窃
盗
を
行
っ
た
仰
で
は
な
〈
て
、
私
法
的
な
占
有
権
・

所
有
権
侵
害
を
行
。
た
に
す
ぎ
な
い

ω
℃
あ
る
か
ら
、

C
の
B
へ
の
酌
酌
和

助
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
B
へ
の
不
能
な
荷
崩
未
遂
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
ハ
八
J
九
頁
〉
、
と
。
こ
の
こ
つ
の
可
能
性
か
ら
、
判
所
謂
坪

故
意
の
正
犯
行
為
に
つ
い
て
の
共
犯
と
称
さ
れ
る
場
合
に
於
て
は
、
道
具
の

-1$5-



不
知
(
怜

ggmH凶

-8円一
mgx}
を
利
用
す
る
同
時
慕
と
し
て
の
間
接
正
犯

l
之

が
罰
せ
ら
る
ベ
さ
本
来
的
な
場
合
で
あ
る
!
か
、
自
分
は
共
犯
で
あ
る
と
考

え
た
者
が
、
正
犯
だ
と
思
っ
た
行
為
者
に
故
意
の
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
稀
な
場
合
に
成
立
す
る
不
能
来
郡
山
り
い
ず
れ
か
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
」
ハ
九
頁
〉
と
い
う
結
論
が
ひ
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
著
者
の
説
明
は
当
初
の
疑
問
に
貰
接
答
え
た
も
の
で
は
な
い

と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
し
か
し
、
著
者
は
右
疑
問
の
否
定
の
上
に
立

っ
て
こ
と
を
論
じ
、
結
局
、
過
失
行
為
へ
の
共
犯
と
一
式
わ
れ
る
場
合
を
含
め

て
の
、
所
謂
非
故
意
の
正
犯
行
為
へ
の
共
犯
と
称
さ
れ
る
場
合
を
一
義
的
に

間
接
正
犯
と
共
犯
の
不
能
未
遂
と
い
う
範
鳴
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
ハ
過
失
行
為
へ
の
共
犯
を
肯
定
す

る
論
者
は
、
過
失
行
為
へ
の
教
唆
の
場
合
を
間
接
正
犯
と
す
る
こ
と
が
出
来

て
も
、
幣
助
に
つ
い
て
こ
の
操
作
は
自
由
が
利
か
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と

し
て
、
乙
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
自
説
を
擁
護
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
が
、

ζ

の
よ
う
な
事
情
を
考
え
併
せ
る
と
著
者
の
真
意
が
奈
辺

に
あ
る
か
窺
い
知
る
乙
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
)
。

三
更
に
著
者
は
特
殊
犯

(ωgasp-仙
宮
)
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、

制
限
従
属
形
式
の
下
で
も
共
犯
は
故
意
あ
る
正
犯
行
為
を
前
提
と
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
見
解
に
別
な
角
度
か
ら
の
証
左
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
即
ち
著
者
は
云
う
。
若
し
通
説
に
従
う
な
ら
ば
、
ご
六

0
・
二
七
一

条
、
つ
ま
り
、
客
観
的
に
は
虚
偽
の
宣
誓
有
色
由
。
宮
広
)
を
為
す
よ
う
誘
致

す
る
こ
と
、
及
び
客
観
的
に
は
虚
偽
の
文
書
を
作
成
す
る
(
句
酔

Z
S
Z
R
E

E
E
g
m
)
ょ
う
誘
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
刑
罰
規
定
は
、
無
用
・
無
意

味
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
何
故
か
な
ら
ば
、
客
観
的
な
、
偽
証

一、、

(
包
叩
山
口
氏
品
了
虚
偽
文
書
作
成
へ
の
使
嫉
が
、
四
八
・
四
九
条
と
一
五
四
条

或
は
ご
一
四
八
条
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
か
ら
」
(
九
頁
)
。
叉
、
「
訴
訟
詐
欺
は
、
今
後
、
非
故
意
の
、
法
の
曲
解

a
s
v
g
u
g問
自
伺
)
則
ふ
り
三
三
六
条
へ
の
教
唆
践
は
相
助
と
し
て
処
罰
さ

戸
一
出
)

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
(
九
頁
)
し
、
更
に
か
か
る
特
殊
犯
の
問

題
を
離
れ
て
も
、
つ
非
故
意
に
行
為
す
る
道
具
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
間

接
正
犯
は
、
す
べ
て
之
か
ら
は
、
客
観
的
な
犯
罪
実
現
へ
の
教
唆
或
は
幣
助

と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
(
九
頁
)
。
し
か
し

「
そ
れ
と
共
に
共
犯
関
係
の
秩
序
は
支
離
滅
裂
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
L

(
九
頁
¥
と
。
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同
国
・

4司
。
町
四
戸

N
g
d
司
・
話
、
宮
田
宮
前
O
口
宏
司
由

ω・明
8
1
2
4・
そ
こ

で
は
既
に
極
端
従
属
形
式
の
正
鵠
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
。

側
原
註
刷
は
、
司
・
∞

o
o
w
o
H
g
g
p
d
Z吋
仏
曲
面
〈

2
E
H
S
Z
4
0ロ

叶
a

附
与
由
時
国
ロ
町
民
件
自
己
吋
曲
目
目
白
色
】

g
p
H
E
U・
を
挙
げ
る
(
ボ
ツ
ケ
ル
マ

ン
が
責
任
概
念
を
責
任
能
力
、
故
意
・
過
失
、
期
待
可
能
性
の
容
在
か

、.、.、.、.、，、.

ら
成
る
複
合
紙
念
で
あ
る
と
し
、
責
任
な
き
故
意
な
る
概
念
を
導
く
一

方
、
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
と
い
う
観
点
か
ら
、
過
失
行
為
に
つ
い
て

の
共
犯
を
否
定
し
て
い
る
所
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
υ

〈向日・】
V
・

g-

ロ甲向。

]g吉岡
y
p
F
-
。・

m
-
H
0

・g
l
H
4
・
5
・
含
-AFNE・)。

岡
原
註
仰
は
、
回
宵

rop
』
剛
0

・
m
帥・

ω・
回
目
白
を
挙
げ
る
(
グ
ェ
ル
ケ

ル
の
見
解
は
、
ボ
ツ
ケ
ル
7

ン
の
そ
れ
と
略
々
同
犠
の
も
の
と
云
い
得

る
0

)

。

闘
し
か
し
メ
ッ
ガ
l
は
、
四
八
・
四
九
条
か
ら

ρ
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
た

行
為
。
を
構
成
要
件
的
に
違
法
な
行
為
と
し
て
捉
え
、
「
教
唆
と
は
被

教
唆
者
に
行
動
実
行
の
意
思
ー
そ
の
行
動
の
構
成
要
件
該
当
の
不
法
性



グェルツェル「呂的的行為論の領域i亡於ける刑法の

が
問
題
と
な
る
限
り
で
の
ー
を
喚
起
す
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
(
回
・
冨

S
曹
司
・
旨
邑

2
5
4『
晶

p
m
p
g
K
E
g
-
N
)
と

し
、
過
失
行
為
も
構
成
要
件
的
に
違
法
で
あ
る
点
に
疑
問
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
「
過
失
行
為
に
も
教
唆
は
可
能
で
あ
る
」
(
回
・
冨
由
国
側
由
♂

冨

a
S
5
4『
品

m
y
m戸
路
町
営
司

g
g
p

ト
『

N
E
-
∞
∞
区
山
品

2
・

g
g
p
F
O同
国
民
有
旬
開
良
国

g
o
E
P
F
4・
hpup-
切《

H
H
H
U明
日
・
〔
以

下、

r
M
P
と
略
す
。
〕
伊
岡
田
国
向
山
内
日
常
国
冊
目

Z
-
E
E
P
E
E
-
H・

注
目
的
自
B巾
E
2
4
a戸
併
炉
ロ

P
H
g
N
-
〔関
gs-F由
可

E
S
以
下
、

関
・
「
と
略
す
。
〕

ω
-
M
H
H
L

と
結
論
・
つ
け
る
(
だ
が
、
メ
ツ
ガ
ー
が
五

O
条
一
項
の
か
他
人
の
責
任
に
無
関
係
に
d

を
解
し
て
、

H

他
人
の
故

意
に
無
関
係
に
U

と
し
て
い
る
〔
伊
冨

g
m
o
F
I『

N-
足
"
∞
。
臼
回
目
・
〕
点

は
、
ま
さ
に
著
者
が
本
書
で
通
説
の
論
理
と
誇
張
し
て
批
判
し
て
い
る

所
に
至
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

J
。
シ
ι

ン
ケ

(krmnvDロt

wo-
∞
可
民
間
。
認
定
σ
E
Y
町

-vd一P
H
U
E
-
∞・回目

4iH∞
∞
・
)
も
同
様
。

乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
於
て
も
説
が
わ
か
れ
て
い
る
(
団
藤

教
授
は
「
過
失
犯
の
教
唆
と
い
う
も
の
は
な
い
」
〔
団
藤
・
刑
法
、
改
訂

版
、
一
五
一
頁
〕
と
さ
れ
、
小
野
博
士
、
滝
川
博
士
は
、
教
唆
と
は
他
人

に
犯
罪
の
実
行
を
決
意
さ
せ
:
:
:
と
云
わ
れ
る
〔
小
野
・
新
訂
刑
法
講

義
、
増
補
版
、
総
論
、
ご

O
七
頁
、
滝
川
・
犯
罪
論
序
説
、
昭
二
八
、
一
一

四
一
頁
〕
が
、
佐
伯
博
士
は
、
乙
の
場
合
の
決
意
を
厳
格
な
意
味
で
の

故
意
と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
る
〔
佐
伯
・
刑
法
総
論
、
昭
一
九
、

三
三
八
頁
〕
。
之
に
対
し
宮
本
博
士
、
木
村
教
授
は
過
失
犯
の
教
唆
を

肯
定
さ
れ
る
〔
宮
本
・
刑
法
学
粋
、
昭
四
、
四

O
八
頁
、
木
村
・
新
刑

法
読
本
、
全
訂
版
、
二
八
六

t
七
頁
一
宮
本
博
士
、
木
村
教
授
に
於
て

問
題
の
核
心
は

ρ
犯
罪
的
意
思
H

の
把
握
に
あ
る
と
一
志
え
よ
う
。
〕
。
牧

野
博
士
も
同
様
で
あ
る
〔
牧
野
タ
改
訂
日
本
刑
法
、
四

O
六
頁
〕
0
)

。

制
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
も
、
過
失
犯
を
支
援
す
る
場
合
を
智
助
と
判
断
す
る

こ
と
に
さ
ほ
ど
の
不
都
合
は
な
い
、
と
は
云
っ
て
い
る
可

-F'

ロW
冊目
g
p
H
M
H
Y
P
曽・。・
ω
-
H
4
・)
o
j
v

ガ
1

や
シ
ェ
ン
ケ
は
過
失
犯
の

耕
助
を
肯
定
す
る
(
回
・
出

g
m
H
R
一
民
旦
由
自
由
君
品

p・
m-
路
山
島
常
・

8
5
0・
関

-
r
m
-
N
H∞
u
h
r
mロ
g
ロ
w
p
p
胆
・
。

-m-H40・
わ
が
国

、.、，、.、，、.

で
、
明
確
な
論
拠
か
ら
過
失
犯
の
謝
助
を
否
定
す
る
論
者
は
あ
ま
り
見

当
ら
な
い
。
宮
本
博
士
は
、
有
助
は
加
担
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ

る
か
ら
、
故
意
を
以
て
過
失
行
為
を
結
助
す
る
と
い
う
と
と
は
考
え
ら

れ
な
い
、
と
さ
れ
る
〔
宮
本
・
前
掲
書
、
四
ご

O
頁
〕
U
o

倒
乙
の
意
味
に
つ
き
本
文
二
一
五
頁
割
註
参
照
。

叫

C
に
は
第
三
者
領
得
の
意
図
が
み
ら
れ
る
が
、
原
註
刷
は
乙
の
概
念

を
自
己
領
得
の
意
図
と
同
視
す
べ
く
学
説
も
一
致
し
て
い
る
と
云
う
。

つ
ま
り
C
に
は
窃
盗
罪
(
一
一
四
二
条
)
成
立
の
一
要
件
た
る
不
法
領
得

の
意
図
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

叫
常
に
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
(
著

者
の
正
犯
観
〔
目
的
的
行
為
支
配
性
〕
《
出
・
調
。
一
HgrN-hrd凶
-
h
-
g
u

含司阻冊目

σPAP-kv¢白
4ω
・
記
品
目
・
》
が
本
書
で
は
む
し
ろ
意
思
の
問
題

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〔

C
は
、
短
剣
の
類
似、.

性
に
驚
い
て
い
る
所
花
、
と
云
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

κ間
接
正

め
わ
を
基
礎
づ
け
る
行
為
に
出
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
叉
、
支
援
行
為

た
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
行
為
に
出
た
わ
け
で
も
な
い
。
相
違
す
る
点

あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
正
犯
的
な
意
思
と
脅
助
の
意
思
が
考
え
ら

れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
に
す
v

さ
な
い
の
で
あ
る
。
〕
。
そ
う

rと
す
る
と
、

メ
ッ
ガ
ー
や

ν
ー
ン
ケ
が
正
犯
者
た
る
の
意
思
の
有
無
で
正
犯
と
共
犯

と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
所
と
実
質
的
に
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
の
か

疑
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〔
〈

m下
回
・
露
。
N
肉

Ri
閃

-rm-NCAP-
-1'27ー



害

N
O切

u
p
m
n
v
b
H
M
F
8・恒
-
P
0・
ω・
扇
町
・
〕
l

仮
に
、
著
者
は

C
の
B
に

対
す
る
目
的
的
支
配
を
肯
定
し
て
と
と
を
論
じ
た
の
だ
、
と
云
っ
て
み

て
も
、

B
を
道
具
と
み
て
か
ま
わ
な
い
か
と
い
う
疑
問
、
が
最
後
ま
で
残

る
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
所
謂
間
接
正
犯
か
共
犯
の
不
能
未
遂
か
の
解
決

か
ら
洩
れ
る
場
合
〔
そ
れ
は
第
一
に
道
具
と
み
な
し
得
る
か
ど
う
か
と

い
う
場
合
に
表
わ
れ
る
。
更
に
は
、
閣
の
問
題
〕
が
多
々
あ
る
の
で
は

な
い
に
ろ
う
か

J
。

側

メ

ッ

ガ

i
a・
冨
冊
師
向
品
ア
』

N
-
E
-
m・
2
N・
)
は
、
仲
の
良
い
看
護

婦
に
殺
意
が
あ
る
と
誤
信
し
た
薬
剤
師
が
、
彼
女
の
仮
空
の
計
画
を
支

援
す
る
為
に
毒
薬
を
与
え
た
が
、
看
護
婦
が
知
ら
ず
に
そ
れ
を
患
者
に

施
用
し
之
を
死
亡
さ
せ
た
よ
ヨ
な
場
合
に
、
と
の
薬
剤
師
を
不
可
罰
と

し
て
放
置
す
べ
き
だ
ろ
う
か
、
と
し
て
い
る
。
著
者
は
、
故
意
・
不
法

領
得
の
意
図
の
不
評
在
と
い
う
窃
盗
の
不
能
な
場
合
に
於
て
、
し
か
も

支
援
者
が
、
正
犯
と
考
え
た
行
為
者
に
故
意
・
不
法
領
得
の
意
図
が
あ

る
と
誤
信
し
た
時
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
例
を
扱
っ
た
た
め
に
、
窃
盗

封
印
助
の
不
能
未
遂
と
い
う
結
識
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
だ

が
、
若
し
、
メ
ツ
ガ
l
の
設
例
の
よ
う
な
場
合
を
扱
つ
に
な
ら
ば
、
過

失
致
死
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
云
っ
て
、
そ
こ
に
も
う
一
つ
の

問
題
が
出
て
く
る
と
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(
し
か
し
、
国
・

4
司冊目
No--
品-
K
F一回白・・∞

-
E
1
8・
m
-
S
は
か
よ
う
な
場
合
に
は
智
助

未
遂
が
成
立
し
、
そ
の
限
り
で
は
不
可
罰
で
あ
る
が
、
結
果
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
過
失
の
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
、
と
す
る
よ
。

倒
メ
ッ
ガ
l
(
回
・
居
申
N
向
。
タ
』
N
-
E
-
W
∞H
N
・
)
は
、
他
人
の
過
失
行

為
を
利
用
す
る
た
め
そ
そ
の
か
す
よ
う
な
場
合
に
は
間
接
正
犯
の
範
憶

に
入
れ
る
乙
と
も
出
来
よ
う
が
、
之
ぞ
支
援
す
る
場
合
に
は
間
接
正
犯

を
以
て
解
決
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
云
う
(
勿
論
メ
ツ
ガ
l

礼¥

の
考
え
方
の
根
抵
K
は
、
正
犯
た
る
の
意
思
、
共
犯
た
る
の
意
思
、
と

い
う
問
題
意
識
が
存
す
る
と
云
え
る
が
、
客
観
的
な
行
為
の
型
の
問
題

、
.
、
.
階
、
.
、
.
、
.
、
.. 
、

，

、

，

、

.

、

.

と
し
て
み
て
も
、
そ
そ
の
か
す
行
為
と
支
援
す
る
行
為
と
の
簡
に
は
力

の
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
意
思
内
容
は
ま
さ

に
行
為
の
目
的
的
規
制
因
子
で
あ
る
が
、
問
題
が
、
他
人
の
行
為
を
い

か
程
目
的
的
に
支
配
し
た
か
と
い
う
点
K
な
る
と
、
単
な
る
意
思
の
問

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

題
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
力
の
問
題
、
道
具
の
性
格
の
問
題

も
出
て
く
る
で
あ
λ
一
う
。
か
よ
う
な
意
味
で
、
単
な
る
、
教
唆
行
為
と

常
助
行
為
の
相
違
の
問
題
と
し
て
で
は
な
し
に
、
一
般
的
に
、
過
失
行

、，、.

為
を
利
用
す
る
間
接
正
犯
と
称
さ
れ
る
場
合
に
、
間
接
正
犯
と
云
い
得

な
い
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ん
う
か
。
闘
参
照
。

間
二
七
一
条
は
間
接
虚
偽
文
書
作
成
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
が
証
明
さ
れ
た
事
実
の
不
実
な
る

乙
と
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
公
務
員
に
於
け
る
故
意
の
欠
飲
故
に
一
一
一

四
八
条
は
問
題
と
な
ら
ず
、
同
時
に
乙
の
公
務
員
に
つ
い
て
の
共
犯
は

す
べ
て
排
除
さ
れ
本
条
の
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
面
・
調
。

-N&L-

krロ
p
・
m・
8
φ
)
Q

に
も
拘
ら
ず
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
と
の
場
合
に
も

一
二
四
八
条
と
四
八
・
四
九
条
の
問
題
と
な
る
、
と
云
う
の
が
本
書
の
見

解
で
ゐ
る
(
之
に
対
し
、
メ
ツ
ガ
|
〔
閏
・
足
。
N
向。
p
g
g
p
o
n
v
F
同
-

pw加。ロ品。吋⑦円
-Ho--u
印
・
〉
回
白
J

H

U
四

N-m-N04・
〕
は
、
非
公
務
員
が

善
意
の
公
務
員
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
身
分
が
な
い
ζ

と
か
ら
、
一
一
一

四
八
条
の
間
接
正
犯
が
疑
問
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
、
二
七
一
条
が
非

公
務
員
固
有
の
犯
罪
と
し
て
出
て
く
る
と
云
う

J
。
叉
、
一
五
四
条
は

所
謂
自
手
犯
の
規
定
で
あ
っ
て
、
一
六

O
条
は
之
に
対
す
る
間
接
正
犯

の
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
、
著
者
と
メ
ッ
ガ
ー

の
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
〈
包
・

-128ー



l所 品川Ix. )レ「目的的行為論の領域1(.於ける刑法の現実的諮問題」

国・
4
司冊目
N
O
-
-

品・〉
dip-m.E-g日
山
田
・
冨
由
N
肉

o
p
∞g
o出
品
。
活
吋

.Haz-

m-
回
印
刷
・
)
。

側
三
三
六
条
は
裁
判
官
等
の
故
意
を
要
件
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
著
者

は
、
裁
判
官
等
が
法
を
在
げ
る
乙
と
を
意
識
し
望
ん
で
い
る
場
合
に
限

っ
て
之
に
つ
い
て
の
共
犯
人
が
可
能
で
あ
り
、
叉
本
条
に
つ
い
て
の
罪
そ

の
も
の
を
間
接
正
犯
で
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
云
う
(
伺
・
看
守

-No--
酔

-
Pロ
p
・
m・
8
日
ム

E
・
)
。
之
に
対
し
メ
ッ
ガ
1
も
シ
ヱ
ン
ケ
も

明
確
な
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
よ
主
で
あ
る
!
(
〈
向
日
・
回
・
区
冊
目
向
。
タ

切

9
8
E
2
0吋
J
E
F
m
-
、N

4
m
l
N
4
T
k
r
mロ
vcロ
宮
"
田
-
担
・
。
・
∞
・

4∞∞
i

4
∞由・)。

闘
し
か
し
之
も
著
者
の
誇
張
で
あ
ろ
う
乙
と
、
特
に
闘
よ
り
察
知
さ
れ

る
所
で
あ
る
。
向
、
閥
、
幽
参
照
。

(三)

弐
は
錯
誤
論
で
あ
る
。
'
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
諸
点
の
大
要
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

現
在
、
錯
誤
の
問
題
を
解
決
す
る
に
当
っ
て
、
対
立
す
る
一
一
つ
の
考
え
方

が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ち
は
故
意
説
、
責
任
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
c
故
意
説

は
故
意
を
責
任
要
素
と
し
違
法
の
認
識
を
故
意
の
要
件
と
す
る
通
説
の
帰
結

で
あ
る
。
所
で
、
右
の
よ
う
な
通
説
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
違
法
の
認
識
が

欠
け
た
場
合
に
は
当
然
に
故
意
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
自
己

の
行
為
の
違
法
性
に
関
し
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
故
意
責
任
が
阻
却
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
罰
す
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
罰
し
得
な
い

場
合
乃
至
は
軽
く
し
か
罰
し
得
な
い
場
合
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
現
在
の
故
意
説
は
、
か
か
る
結
着
の
不
都
合
を
避
け
る
た
め
に
、
法
背
反

性
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
辿
法
の
認
識
が
欠
け
て
も
、
故
意
犯
と
同
様
に

扱
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ど
が
こ
の
態
度
も
正
当
で
は
な
い
。
之
に
反
し
、

目
的
的
行
為
論
が
主
張
す
る
責
任
説
は
、
故
意
を
一
応
責
任
か
ら
分
離
し
て

行
為
の
成
分
、
構
成
要
件
の
要
素
と
考
え
、
責
任
要
素
そ
の
も
の
た
る
違
法

の
認
識
と
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
故
意
と
違
法
の
認
識
の
分
離
か

ら
、
表
象
と
現
実
の
蹴
館
と
し
て
の
錯
誤
に
は
、
故
意
を
阻
却
す
る
構
成
要

件
の
錯
誤
と
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
即
ち
禁
止
の
錯
誤
の
腐
が
樹
て

ら
れ
る
。
所
で
、
こ
の
場
合
、
構
成
要
件
の
錯
誤
と
は
所
謂
事
実
の
錯
誤
と
同

一
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
構
成
要
件
の
錯
誤
&
禁

止
の
錯
誤
の
対
立
は
、
構
成
一
長
件
と
違
法
性
の
対
立
に
対
応
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
構
成
要
件
と
は
法
治
国
家
が
禁
止
す
る
禁
止
の
実
体
(
〈

2
g
g
B
P，

Z
江
叩
)
で
あ
り
、
違
法
性
と
は
こ
の
禁
止
の
実
体
が
禁
止
さ
れ
た
状
態
(
〈
脅
B

E
g
g
g出
)
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
角
度
か
ら
正
当
防
衛
で
人
を
殺
し
た
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
場
合

、
.
、
，
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

で
も
、
人
が
わ
ざ
と
殺
さ
れ
る
こ
と
が
禁
止
の
実
体
で
あ
る
点
に
つ
い
て
向

、，、.、，、.、.、，、.、，、，、.、，、.、.、.

題
は
な
い
の
で
あ
る

Q

だ
が
し
か
し
、
禁
止
の
実
体
が
禁
止
さ
れ
た
状
態
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
と
い
う
点
だ
け
は
否
定
さ
れ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う

に
構
成
要
件
と
違
法
性
と
は
常
に
対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
概
念
な
の
で

あ
る
。
而
も
こ
の
対
立
は
、
そ
の
錯
誤
の
性
質
如
何
と
い
う
点
で
争
わ
れ
て

い
る
誤
想
避
難
・
誤
想
防
衛
に
於
て
も
顕
著
に
表
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、

正
当
づ
け
の
事
情
(
事
実
)
に
関
し
て
誤
信
が
あ
っ
た
ζ

と
は
否
定
出
来
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
之
等
は
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
。
、
た
が
し
か
し
、
誤
想
の

結
果
と
は
い
え
、
行
為
者
に
於
て
構
成
要
件
実
現
の
意
識
(
故
意
)
に
欠
け

る
所
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
た
ど
自
分
の
行
為
が
違
法
で
あ
一
る
か
ど
う
か
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に
つ
き
誤
っ
た
判
断
が
符
わ
れ
わ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
誤
想
避
難
・
誤

想
防
衛
は
禁
止
の
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
錯
誤
の
問
題

に
於
て
も
対
立
す
べ
き
は
事
実
と
法
概
念
で
は
な
く
、
故
意

l
構
成
要
件
、

と
、
違
法
の
認
識
[
違
法
性
な
の
で
あ
る
。
以
上
が
錯
誤
論
の
大
要
で
あ

る
。
次
に
叉
そ
の
内
容
を
少
し
詳
し
く
眺
め
て
み
よ
う
。

一
著
者
は
先
ず
故
意
説
を
批
判
す
る
o
l
-
-
故
意
を
責
任
要
素
と
し
違

法
の
認
識
を
故
意
の
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
違
法
の
認
識
が
欠
け
た
場
合
に

は
二
当
然
に
故
意
責
任
も
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
J

し
か
し
、
現
在
か
か

る
徹
底
し
た
故
事
官
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
例
え
ば
メ
ッ
ガ
ー
は
、
付

為
者
に
法
背
反
性
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
故
意
犯
と
同
様
の
扱
い
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
祁
溜
合
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
時
点
U

正
当

な
態
度
と
は
云
い
難
凶
か
一
結
局
、
故
意
説
は
、
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
J
が、

政
調
説
伺
樹
君
ね
現
掃
の
違
法
の
認
識
を
要
求
す
る
と
い
う
心
理
的
な
知

(
巧
H
8
8
)
の
拡
張
に
よ
り
未
だ
解
決
さ
れ
な
い
新
ら
し
い
課
題
の
前
に
立

た
さ
れ
て
い
る
、
と
告
白
す
る
よ
う
な
方
向
に
強
い
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る

1
1
0
著
者
は
故
意
説
を
か
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
著
者
は
主
と
し
一
日
同
的
的
行
為
論
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る
責
任

説
を
展
開
す
る
。
則
一
ち
先
ず
、
故
意
と
違
法
の
認
識
に
関
し
、
故
意
と
は
構

成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
客
観
的
な
行
為
事
情
の
認
識
そ
の
も
の
で
あ
り
、
違

法
の
認
識
と
は
故
意
に
附
加
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
そ
の
'
行
為
を
有
責
た
ら

F

し
め
る
責
任
要
素
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
和
小
し
か
し
或
る
行

為
は
行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
違
法
性
を
認
識
し
た
場
合
に
限
ら
ず
認
識
し

得
た
場
合
に
も
同
様
に
有
責
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が

な
さ
れ
る
こ

0
1
二
頁
〉
。
次
に
、
五
九
条
一
項
に
よ
り
「
法
定
礎
成
要

ず¥

件
に
係
る
す
べ
て
の
行
為
事
情
の
認
識
が
犯
罪
の
故
意
に
属
し
、
叉
、
犯
罪

の
故
意
が
成
立
す
る
た
め
に
は
法
定
構
成
要
件
に
係
る
す
べ
て
の
行
為
事
情

の
認
識
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
」
(
一
一
頁
〉
か
ら
、
「
五
九
条

の
意
味
に
於
け
る
錯
誤
と
は
構
成
要
件
の
錯
誤
」
(
一
一
頁
〉
を
意
味
し
、

、.、.、.

「
す
べ
て
の
行
為
事
情
の
認
識
が
あ
り
な
が
ら
そ
の
違
法
性
に
関
し
錯
誤
L

(
一
一
頁
)
が
あ
る
場
合
は
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
に
な
る
(
一
一
一
良
)
と
い

う
帰
結
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
構
成
言
語
誤
と
禁
止
の
錯
誤
と
い
う
畿
の
樹
立
か
ら
ち

更
に
、
構
成
要
件
の
錯
誤
に
似
て
非
な
る
事
実
の
錯
誤
と
い
う
範
曙
は
否
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ー
;
構
成
要
件
に
記
述
さ
れ
た
行
為

事
情
と
は
、
意
味
か
ら
離
れ
た
自
然
科
学
的
な
実
在
性
に
属
す
る
も
の
で
は

な
心
一
の
で
あ
っ
て
、
社
会
生
活
に
於
け
る
意
味
に
充
ち
た
世
界
の
一
断
面
で

f
q

今
、
、
，
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.

あ
る
。
例
え
ば
、
紙
と
イ
ン
キ
だ
け
の
文
書
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い

の
で
あ
り
、
そ
の
紙
片
の
有
す
る
機
能
が
認
識
さ
れ
て
初
め
て
一
片
の
紙
が

文
書
た
る
の
行
為
事
情
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
紙
と
イ
ン
キ
と
い
う

自
然
科
学
的
実
在
(
事
実
)
に
関
す
る
錯
誤
は
、
到
底
証
闘
力
と
い
う
機
能

を
担
っ
た
文
書
た
る
行
為
事
情
の
錯
誤
と
同
視
さ
れ
得
な
い
。
否
、
む
し
ろ

こ
の
両
者
を
同
視
し
な
い
で
こ
そ
、
責
任
説
は
有
効
な
も
の
と
な
る
の
で
あ

る
1
1
0
と
著
者
は
か
く
苧
え
る
(
一
一
頁
)
。
こ
の
意
味
で
、
著
者
は
、
和

、.、.、.、.、.、.、.

範
的
な
行
為
事
情
に
関
し
、
五
九
条
の
行
為
事
情
に
は
事
実
的
な
も
の
と
法

的
な
も
の
と
の
聞
に
何
ら
の
差
別
も
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
連
邦
裁
判
所

(唱

v

-
一
九
五
三
年
一

O
月
二
八
日
の
判
決
に
対
し
、
そ
の
立
脚
点
の
正
当
さ
と

い
う
点
で
賛
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ご
所
で
著
者
は
、
更
に
進
ん
で
別
の
角
度
、
即
ち
構
成
要
件
と
違
法
性
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の
関
係
か
ら
、
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
問
題
を
深
化
さ
せ
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
止
の
錯
誤
の
対
立
が
構
成
要
件

Arm判
)

と
違
法
性
の
分
離
に
根
抵
を
有
す
る
点
に
貫
け
か
け
ら
れ
た
ピ
ン
k

カ
l
ト

の
非
難
に
対
し
反
駁
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
即
ち
、
ヒ
ン
ド
ヵ

i
ト
の

非
難
と
は
、
新
カ
ン
ト
波
と
西
南
ド
イ
ツ
価
値
哲
学
が
そ
の
墓
か
ら
出
て
き

て
現
在
の
刑
法
に
影
響
を
与
え
、
J

構
成
要
件
と
違
法
性
と
を
再
び
価
値
に
無

関
係
な
世
界
と
価
値
の
世
界
に
分
離
し
て
し
ま
っ
た
、
，
と
い
う
意
味
の
も
の

で
あ
る
が
、
之
に
対
し
著
者
は
、
講
強
要
件
と
違
法
性
の
分
隊
は
西
南
ド
イ

ツ
価
値
哲
学
と
は
何
の
関
係
も
な
い
川
、
文
、
構
成
要
件
を
価
値
に
無
関
係
な

世
界
に
押
し
込
む
こ
と
の
不
当
さ
に
つ
い
て
は
、
既
に
行
為
事
情
を
自
然
科

学
的
実
在
と
同
視
す
る
こ
と
の
誤
り
に
論
及
し
た
所
か
ら
も
窺
い
得
ょ
う
、

と
反
駁
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
云
う
。
「
構
成
要
件
と
違
法
性
の

分
離
の
背
後
に
は
:
:
:
法
治
国
家
の
関
心
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
し
(
一
一
ニ

頁
)
と
。

し
か
ら
ば
法
治
国
家
の
関
心
と
は
何
か
。
著
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

|
!
法
治
国
家
は
自
ら
が
禁
止
す
る
所
を
実
体
的
・
具
体
的
に
構
成
要
件

と
し
て
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
は
禁
止
の
実
体
(
〈

2σ
。，

zgao吋
目
。
)
を
身
に
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
機
能
を
有
し
て
い

る
。
し
か
し
時
・
所
も
1
問
わ
ず
禁
止
さ
れ
た
行
為
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な

い
。
例
え
ば
正
当
防
衛
で
人
を
殺
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
と
い

う
こ
と
は
、
国
家
が
そ
れ
を
違
法
と
み
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
家
は
構
成
要

件
を
規
定
す
る
に
当
り
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
進
法
で
な
い
所
の

例
外
の
場
合
、
即
ち
正
当
化
事
由
の
存
す
る
場
合
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

円
滑
d

ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が
法
治
閏
家
の
関
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
叉
、
ス
コ

ラ
学
減
の
所
謂
禁
止
の
実
体
と
禁
止
の
関
係
な
の
で
あ
る
(
三
頁
〉
1
1
0
‘

し
か
し
な
が
ら
、
正
当
防
衛
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
違
法
で
な
い
、
と

い
う
こ
と
は
、
禁
止
の
実
体
ま
で
を
も
阻
却
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
正
当
防
衛
と
は
、
ま
さ
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る

行
為
が
許
容
さ
れ
る
例
外
の
場
合
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
著
者
に
於
て
は
、

正
当
防
衛
な
る
附
加
的
要
素
は
、
禁
止
の
実
体
が
違
法
な
状
態
に
あ
る
と
い

う
点
、
た
け
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
(
一
四
頁
〕
。
だ
か
ら
著
者
は
、
正
当
化

事
由
を
消
術
的
行
為
事
情
と
な
し
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
構
成
要
件
そ
の
も

の
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
る
消
駆
的
行
為
事
情
論
、
及
び
、
構
成
要
件
と
例

外
の
場
合
と
の
関
係
を
怒
意
的
と
み
る
見
解
を
称
し
て
、
法
治
国
家
の
自
殺

戸
で
あ
る
と
烈
し
く
論
難
す
る
の
で
あ
る
。

著
者
に
於
て
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
は
か
よ
う
に
禁
止
の
実
体
と
禁
止

そ
の
も
の
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ
り
相
対
立
す
べ
き
概
念
な
の
で
あ
り
、

国
家
は
こ
の
両
者
を
分
離
す
べ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
概

念
の
対
立
は
、
故
意
|
構
成
要
件
、
と
、
違
法
の
認
識
|
違
法
性
な
る
関
連

、

、

、

に
於
て
、
事
実
的
な
も
の
と
法
概
念
と
の
対
立
か
ら
構
成
さ
れ
た
所
語
事
実

の
錯
誤
と
法
律
の
錯
誤
と
い
う
範
噂
冶
否
定
し
た
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
止

の
錯
誤
の
対
立
と
も
な
る
の
で
あ
U
r
こ
の
こ
と
は
事
実
の
錯
誤
・
法
律
の

錯
誤
、
橋
氏
要
件
の
錯
誤
・
禁
止
の
鉛
誤
が
交
訪
す
る
典
型
と
し
て
の
誤
想

避
難
・
誤
組
防
衛
に
於
て
明
白
に
表
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、

正
当
づ
け
の
事
情
を
誤
信
し
て
堕
胎
を
行
っ
た
医
師
の
問
題
を
扱
っ
た
判
例

の
趨
勢
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
点
の
説
明
を
為
す
の
で
あ
る
。

著
者
は
一
五
う
。
若
し
こ
の
相
場
合
、
正
当
つ
け
の
H

事
情
U

に
関
す
る
錯
誤

← 131ー
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に
よ
り
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
急
な
ら
ば
《
、
緊
急
避
難
の
事
実
的
な
条
件

を
注
意
深
く
検
討
L
な
か
っ
た
医
師
も
無
罪
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
大
審
院
は
之
迄
の
正
当
化
事
由
の
錯
誤
の
扱
い
を
放
棄
し
て
責
任
説
に
与

し
、
故
意
の
阻
却
を
否
定
し
て
お
り
、
連
邦
裁
判
所
・
一
九
五
ご
年
六
月
六

日
の
判
決
も
之
に
倣
い
禁
止
の
錯
誤
を
認
め
句
(
一
四
一
員
)
、
と
。
所
が
、

著
者
に
於
て
は
右
判
決
が
禁
止
の
錯
誤
を
認
め
た
そ
の
恨
拠
に
問
題
が
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
右
判
決
は
、
こ
の
場
合
の
問
題
を
事
実
・
(
事
情
)
の

錯
誤
か
禁
止
の
錯
誤
か
と
い
う
く
い
違
っ
た
次
元
に
於
て
捉
え
、
こ
の
医
師

は
予
め
良
心
的
な
検
討
を
行
う
ま
で
も
な
く
胎
児
を
堕
胎
す
べ
き
緊
急
状

態
!
妊
婦
に
自
殺
の
危
険
ー
が
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
山
か
ら
禁
止
の
錯
誤

に
陥
入
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
、
著

者
は
、
こ
の
場
合
に
事
実
に
関
す
る
錯
誤
が
肯
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の

医
師
は
蹟
胎
し
よ
う
と
し
て
堕
胎
し
た
の
で
あ
っ
て
構
成
要
件
的
故
意
に
欠

け
る
所
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
構
成
要
件
の
錯
誤
が
成
立
す
ベ
ぎ
理
由
は
な

い
(
原
註
側
)
、
即
ち
こ
の
相
場
合
は
事
実
の
錯
誤
で
は
あ
る
が
構
t

臥
要
件
の

錯
誤
で
は
な
い
、
と
し
て
事
実
の
錯
誤
と
い
う
範
憶
を
問
題
と
す
る
こ
と
の

無
意
味
を
説
き
、
次
に
、
芯
罰
止
の
錯
誤
は
、
緊
急
状
態
が
あ
る
と
信
じ
た
の

で
あ
る
、
か
ら
と
い
う
無
意
味
な
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な

し
に
、
構
成
要
件
的
故
意
を
も
ち
な
が
ら
自
分
の
行
為
の
違
法
性
に
関
し
錯

誤
が
あ
っ
た

l
堕
胎
を
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
信
じ
た
(
ζ

の
点
は
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
著
者
の
基
本
的
態
度
か
ら
こ
う
註
釈
し
て
不
当

で
は
な
か
ろ
う
。
但
し
本
書
一
七
頁
は
こ
の
点
を
明
言
す
る
J
!
と
い
う

理
由
か
ら
の
み
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
判
決

の
論
拠
の
瞳
昧
さ
を
非
難
す
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
著
者
が
右
判
決
の
批
判
を
通
し
て
示
す
所
は
、
、
第
一
に
、

、.、.、.、.、.

錯
誤
の
客
体
と
な
る
も
の
を
事
実
と
法
概
念
と
い
う
範
騰
か
ら
区
分
け
し
た

場
合
、
行
為
者
の
酌
め
か
E

ゆ
と
の
間
に
く
い
違
い
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が

故
に
、
事
実
の
錯
誤
・
法
律
の
銭
関
と
い
う
節
臨
時
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
禁
止
の
実
体
と
禁
止
そ
の
も
の

の
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
た
構
成
要
件
と
違
法
性
は
意
思
を
そ
の
成
労
と
し
て

包
含
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
こ
の
点
は
故
意
を
構
成
要
件
の
要
素
と
考
え
、

人
が
わ
ま
と
殺
さ
れ
る
と
と
を
禁
止
の
実
体
と
考
え
る
著
者
の
基
本
的
な
態

度
か
ら
も
肯
定
さ
れ
る
J
、
と
亨
え
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
た
や
併
と
酌
酌
如

、向の
統
一
的
接
合
に
な
る
錯
誤
即
ち
構
成
要
件
の
錯
誤
・
禁
止
の
錯
誤
と
い

う
範
鴎
こ
そ
唯
一
の
も
の

C
あ
る
と
の
命
粧
を
笑
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に

外
な
ら
な
い
、
と
一
式
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ど
か
ら
こ
そ
、
著
者
は
、
動
か
わ

飴
山
が
あ
る
と
信
じ
た
が
故
に
禁
止
の
鉛
誤
品
川
あ
る
と
す
る
よ
う
な
判
例
の
一
態

度
を
肯
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
訂
ト

然
ら
ば
、
禁
止
の
錯
誤
が
成
立
し
た
場
合
、
そ
れ
は
い
か
に
扱
わ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
予
め
良
心
湖
乃
検
討
を
伊
か
わ
い
円
引
か
が
故
に
、

右
の
医
師
は
非
難
さ
れ
る
、
と
考
え
引
か
而
も
そ
の
非
難
は
故
意
の
責
任
に

於
て
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
避
け
得
た
h
帰
責
可
能
な
)
禁
止
の
錯
誤
を

過
失
の
責
任
に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
故
意
静
ビ
対
す
る
大
き
な
閉
ま
が
窺
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
本
書
の
終
末
に
か
け
て
展
開
さ
れ
る
「
責
任

の
倫
理
」
と
「
情
換
の
倫
魁
」
の
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

側
四
・
旨
宙
開
。
ア

(Z』巧・

8
・∞
-

A

ど
に
よ
れ
ば
、
之
は
純
正
故
窓
説

と
呼
ば
れ
る
。

凶
原
註
附
は
肘
呂
町
回
問
。
F
Z
I『宅・

8
・
∞
・
品
(
乙
乙
で
メ
ツ
ガ
l
は、

-132ー



法
背
反
性
な
る
概
念
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
た
故
意
説
を
樹
立
し
、
違

法
の
認
識
が
欠
け
た
場
合
に
も
、
そ
れ
が
法
及
び
不
法
に
つ
い
て
の
誤

れ
る
見
解
に
基
く
場
合
〔
即
ち
法
背
反
性
の
容
す
る
場
合
〕
に
あ
っ
て

は
、
故
意
犯
と
同
様
の
扱
い
を
す
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
o

)

を
挙
げ
、

本
書
一

O
頁
は
、
こ
こ
で
メ
ツ
ガ
ー
が
法
背
反
性
は
正
義
の
要
請
に
仕

え
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
を
捉
え
て
、
正
義
と
は
何
か
が
明
確
に
さ

れ
な
い
以
上
意
味
あ
り
と
は
一
五
い
得
な
い
と
批
判
す
る
。

叉
、
原
註
仰
は
、
回
・
民
宙
開

2
・
閃

O
E
g
g
s
v
'吋
g
gロ耳目
p
・
m-

H
E
R
-
ハ
参
照
し
得
ず
。
〉
及
び
、
出
-m己
H
E
R
N∞
Z
司・

8
・
ω・
凶
器

を
挙
げ
、
彼
等
は
責
任
あ
る
(
寛
恕
し
得
な
い
)
禁
止
の
錯
誤
の
処
罰

、，、，、，、.、，、.、，

を
法
律
の
過
失
と
い
う
特
別
な
構
成
要
件
の
問
題
と
し
よ
う
と
す
る
が
、

そ
れ
は
故
意
説
自
身
の
ヂ
レ
ン
マ
を
表
わ
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
非

難
す
る
@
乙
の
点
に
つ
き
、
開
出
向
曲
目
哲
F

冨
邑

2
5
4司
品

pm-

お
1
品A
F

・∞・

81色
持
参
照
。

側
原
註
肱
は
、

U
-
F
S咋
回
号
R
E
S
-
L
R
a・
m・
8
F
』

HW-g-

∞
-
E
p
h
E
g
-
ロ
白
山
旬
HH
・間同・∞・

8
由
ハ
後
二
者
参
照
し
得
ず
。
υ
を

挙
げ
る
。

ω
目
的
的
行
為
論
を
と
ら
な
い
ボ
ツ
ケ
ル
マ
ン
も
少
く
と
も
責
任
説
に

は
向
調
的
で
あ
る
寄
・
切
。
島
市
回
自
民

B
・
p
・
胆
・
。

-
m・島田
1
8・
)
。
向
、

R
d『
告
白
F
P
E
p
m
-
H
M明
は
、

M
・
E
-
マ
イ
ヤ
|
、
フ
ラ
ン
ク
、
ヒ

ツ
ペ
ル
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
を
責
任
説
の
意
味
に
於
て
挙
げ
て
い
る

Q

h
!

、
.
、
層
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
，
、
.

問
こ
の
意
味
に
於
て
、
故
意
は
違
法
の
認
識
と
結
合
し
て
責
任
要
素
と

な
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〔
こ
の
点
は
、
本
書
で
、
故
意
は
決
し

、、、、

て
ま
っ
さ
き
に
責
任
要
素
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
(
七
頁
え
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
所
か
ら
も
首
肯
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
J
。
乙
の
点
、

福
岡
・
「
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
滝
川
先
生
還
暦
記
念
、

現
代
刑
法
学
の
課
題
、
下
)
四
七
五
頁
以
下
。
向
、

〉
口
出
4
m
-
一戸凶串
l
H
N伊

m
'
H
O
品・

問
団
藤
教
授
ハ
団
藤
・
前
掲
書
、
一
一

O

|
一
一
一
頁
J

は
、
禁
止

の
錯
誤
・
構
成
要
件
の
錯
誤
の
区
別
を
否
定
さ
れ
る
(
し
か
し
同
教
授

は
、
事
実
の
錯
誤
・
法
律
の
錯
誤
の
区
別
に
構
成
要
件
の
錯
誤
・
禁
止

の
錯
誤
の
区
別
を
代
え
る
ζ

と
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

著
者
が
、
事
実
の
錯
誤
で
あ
り
な
が
ら
禁
止
の
錯
誤
で
も
あ
る
場
合

〔
例
え
ば
正
当
化
事
由
の
錯
誤
〕
を
品
同
定
す
る
所
と
そ
の
論
点
を
異
に

し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〔
筒
、
乙
の
点
で
、
国
・

4
『
曲
目
宮
Y
酔
-

k
r口
出
J
m
-
H
N
4
・
〕
。
本
書
に
於
て

6
こ
の
問
題
は
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
)
。

則
之
に
対
し
、
旨
・
肘
沼
恒

MW2・
・
邑
釘

SMmgmw司口可。
p
h凶・
4
‘
凶
器
は

行
為
事
情
を
感
覚
的
に
知
覚
し
得
る
事
実
と
同
視
し
た
と
し
て
、
原
註

凶
に
記
さ
れ
て
い
る
。
向
、

M
W
参
照
。

閣
乙
の
判
決
は
、
原
註
闘
に
切
の
回
∞
¥
N
回
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
し
か
し
、
国
・
4

司巴
N
⑦

y
l『
N
・
B-
∞
-
ロ
也
氏
よ
れ
ば
、
該
判
決
の
論

旨
と
著
者
の
見
解
と
の
聞
に
は
大
量
な
相
違
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
一
五
四
条
の
宣
誓
を
徴
す
る
の
権
限
を
い
か
に
抱
握
す

る
か
と
い
う
点
に
係
る
。
〉
。

附
原
註
闘
は
、
同
・
回
出
品

OWE-h『

N-a-∞・
4
H
同
・
を
挙
げ
る
。

仙
と
の
点
で
原
註
側
は
、
問
・

4
司。回目。

-
-
Z
Eロ
g
E
B
E
ロ
回
晶
君
。
a

z耳
目

-
c
g
Z
Z
M
5
2甘
え
円
。
ロ

Z
噂同也
ωm・
(
参
照
し
得
ず
J
を
挙
げ
、

西
南
ド
イ
ツ
価
値
哲
学
に
つ
き
論
及
し
た
旨
記
し
て
い
る
。

側

ζ

こ
で
違
法
と
は
何
か
、
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
き
、
出
・
巧
冊
目
N
@
Y
A
P
-
k
r
ロ国

--meS
司
・
叉
、
構
成
要
件
・

違
法
性
・
正
当
化
事
自
の
関
速
に
つ
き
、
出
・
巧
E
O
F
N
m
2司・

9
gロ・
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4
司
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F
A
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-
、
、
、
、
、
、
、

側
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
構
成
要
件
を
不
法
判
断
の
道
具
と
考
え
(
回
-

mnv忌
骨
♂

N
m件当

-a・
m
-
M
8・
mr
、
凶
器
・
)
、
構
成
要
件
と
違
法
性

の
間
に
は
乙
の
意
味
で
何
ら
実
質
的
な
対
立
が
存
し
な
い
と
云
う
。
構

成
要
件
と
違
法
性
と
を
か
よ
う
な
角
度
か
ら
捉
え
る
結
果
、
例
え
ば
強

要
界
の
ご
四

O
条
一
項
・
二
項
ハ
但
し
本
条
は
一
九
五
一
二
年
八
月
四
日

に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
旧
規
定
に
よ
っ
た
で
あ
ろ
う

と
と
明
白
で
あ
る
。
)
に
於
て
‘
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
社
会
的
相
当
性

な
る
概
念
を
契
機
と
し
て
不
法
性
を
根
拠
づ
け
る
事
由
(
シ
斗
レ
ー
ダ

ー
の
構
成
要
件
)
と
不
法
性
を
排
除
す
る
事
由
(
シ
斗
レ
ー
ダ
ー
に
於

て
、
之
は
結
局
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

ろ
う

J
と
が
、
ぴ
っ
た
り
隣
接
し
つ
つ
そ
の
限
界
を
動
か
し
て
ゆ
く

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
同
・

moZ司匙申
F
世
-
白
・
。
-
m
-
N
S・)
0

か
く
で
、
「
行
為
の
不
法
性
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
事
情
が
構
成
要
件

で
あ
る
か
正
当
化
事
由
で
あ
る
か
と
い
う
点
の
説
得
力
あ
る
根
拠
は
、

実
用
性
以
外
に
は
在
在
し
な
い
」
司
・

mnv司孟曲
F
国
-

F
・
。
-m-N04・)

と
い
う
主
張
が
為
き
れ
る
(
正
当
化
事
由
と
い
う
概
念
も
シ
ュ
レ
ー
ダ

ー
に
於
て
は
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
事
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ζ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
消
極
的
行
為
事

情
論
と
同
一
方
向
を
歩
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
回
-

mロ何回可。品開一同
J
P
白
・
。
伊
民
高
・
)
。
山
問
、
ピ
ン
ド
カ

1
ト
(
凶
・
回
目
白
色
。
W
胆仲畑

酔

-
P
。
-
m・
4ω
・
)
も
同
旨
。
一

原
註
闘
は
先
ず
、
か
か
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
見
解
を
批
判
す
る
。
即

ち
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
が
不
法
性
の
根
拠
づ
け
と
不
法
性
の
排
除
と
は
隣

接
す
る
も
の
で
あ
り
、
構
成
要
件
と
正
当
化
事
由
の
区
別
の
根
拠
は
実

用
性
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
す
る
態
度
の
底
に
は
、
形
式
的
な
、

純
粋
の
型
式
と
し
て
把
握
さ
れ
た
構
成
要
件
概
念
芯
宮
同

2
5乱
含
-

4
0
5
2
Z
∞
邑
耳
目
白
白

Z
B
F
S
向
。

F
2
2
E
S
g
g島
田
宮
内
『
町
一
周
)

、、

が
潜
ん
で
い
る
、
そ
ζ

で
は
構
成
要
件
の
禁
止
の
実
体
と
し
て
の
機
能

は
失
わ
れ
て
お
り
、
構
成
要
件
と
刑
罰
規
定
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
、

シ
ュ
レ

1

タ
ー
が
こ
四

O
条
ご
項
に
関
し
て
論
じ
た
態
度
(
阻
仲
買

8
・

∞-
H
4
∞
司
・
)
に
、
か
か
る
構
成
要
件
観
が
明
白
に
認
め
ら
れ
る
.
、
と
。
而
し

て
著
者
は
、
二
四

O
条
(
本
書
も
旧
規
定
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
疑
い
な

い
0

)

の
構
成
要
件
は
N

関
か
れ
た
H

構
成
要
件
で
あ
り
、
そ
乙
で
は
禁
止

の
実
体
が
徹
底
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

補
足
的
で
は
あ
る
が
積
極
的
な
法
的
価
依
判
断
に
よ
り
始
め
て
違
法
性

が
確
定
さ
れ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
(
二
四

O
条
の
違
法
性
を
確
定
す
る

基
準
は
二
項
に
あ
る
。
著
者
は
、
乙
の
意
味
で
二
項
は
違
法
性
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
を
包
含
す
る
も
の
と
考
え
る
。
〈
也
・
国
・
4
『
乱
闘
叩
グ
拠

-Kras--

ω・
由
同
・
〔
乙
ζ

で
も
本
書
の
見
解
が
何
ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
〕
も
っ

と
も
著
者
に
於
て
も
、
構
成
要
件
と
違
法
性
と
が
本
書
に
於
け
る
涯
に

明
確
に
区
別
さ
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

N
・
〉
ロ
戸

wm-
∞四

1
8
で
は
、
狭
義
の
構
成
要

件
は
犯
罪
の
不
法
性
の
核
心
で
あ
る
と
さ
れ
、
社
会
的
相
当
の
範
囲
に

あ
る
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

Z
S問。
由

回口
p
・
m-H∞
弓
・
で
は
、
構
成
要
件
は
刑
法
的
不
法
を
類
型
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
構
成
要
件
に
該
当
し
て
行
為
す
る
者
は
原
則
と
し
て
違
法
に

行
為
し
て
い
る
と
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
構
成
要
件
該
当
性
が
違

法
性
を
徴
滋
し
な
い
社
会
的
相
当
の
行
為
と
徴
滋
さ
れ
た
違
法
性
が
取

消
さ
れ
る
正
当
化
事
由
の
容
す
る
場
合
は
例
外
と
な
る
、
と
さ
れ
た
。

叉
、
品

-Kra-で
は
、
狭
義
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
規
範
に

違
反
し
た
行
為
で
あ
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
と
規
範
違
反
性
は
違
法

性
の
徴
漏
出
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
(
∞

-
E・
)
。
だ
が
、

H

関
か
れ
た
構
成
要

-134ー
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件
d

k
該
当
す
る
行
為
は
違
法
性
を
徴
濁
せ
ず

(m・
2
・
)
、
正
当
化
事

由
の
害
す
る
場
合
に
は
徴
怒
さ
れ
た
違
法
性
は
取
消
さ
れ
る
(
∞
・

8
・)

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
相
当
の
行
為
も
勿
論
違
法
性
を
徴
漏
出
し

な
い

(m-S・
)
わ
け
で
あ
る
。
筒
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
団
藤
教

授
・
前
掲
書
、
七
一

t
七
三
頁
参
照
。
%
か
く
て
著
者
は
、
か
か
る
構

成
要
件
の
実
質
的
機
飽
を
見
逃
し
た
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
形
式
的
な
構
成

要
件
概
念
を
以
て
し
て
は
、
、
構
成
要
件
の
実
質
的
な
問
題
、
殊
に
錯
誤

論

κ於
て
議
論
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
と
云
う
の
で
あ
る
。

叉
、
ラ
ン
グ
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン

B-E局
自
由
E
W
E
S
-旬
N
a
h・8
臼・}

は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
と
同
様
の
構
成
要
件
観
か
ら
出
発
し
、
而
も
法
定

構
成
要
件
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
違
法
性
の
要
件
の
一
部
ど
け
を
包
含
す

る
も
の
で
あ
り
、
或
る
構
成
要
件
で
は
、
記
述
さ
れ
な
い
構
成
要
件
の

メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
解
釈
に
よ
り
附
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
例
え

ば
、
二
五
三
条
)
と
す
る
乙
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が

綜
合
し
て
始
め
て
違
法
性
の
容
在
根
拠
と
な
る
べ
き
総
体
構
成
要
件
な

る
概
念
を
樹
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
乙
の
総
体
構
成
要
件
の
う

ち
い
か
程
が
法
定
構
成
婆
件
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
は
立

法
者
の
選
択
に
よ
る
{
般
化
或
は
特
殊
化
の
程
度
に
依
在
し
て
お
り
、

そ
れ
は
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
シ
ュ
な
法
技
術
的
選
択
の
原
理
の
問
題
な
の
で

あ
る
、
と
云
う

(U-za・
目
立
各
車

p
p
開・。・

ω・∞
8
・)。

原
註
闘
は
、
次
に
ζ

の
点
に
つ
き
批
判
を
加
え
る
。
即
ち
、
総
体
構

、、、

成
要
件
に
於
て
、
あ
ら
ゆ
る
メ
ル
t

ク
7
1
ル
は
一
様
に
違
法
要
素
な
の

で
あ
る
と
い
う
の
は
、
構
成
要
件
の
放
棄
に
外
な
ら
な
い
、
と
ο

向
、
消
極
的
行
為
事
情
論
に
つ
い
て
は
、
出
者
己
目
。
r
a
P
K
F白
血
-
-

m-gig-u
宏
司
血
曲
目

Z
-
N容
認

-a・
m・
M
G
∞
肖
・
(
吉
田

σ
g
s
p
g

m
-
N
S
肖
・
)
参
照
。

制

乙

の

点

K
っ
き
、
国
・
当
巳
No--
品

-
h
r
ロ
p
m
-
H
N
4・
向
、
間
参
照
。

叫
こ
の
判
決
は
、
原
註
聞
に
切
の
国

ω¥∞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

大
審
院
が
之
迄
に
正
当
化
事
由
の
錯
誤
に
い
か
に
対
処
し
て
き
た
か
、

本
書
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
右
手
同
・
毛
色
N
O
Y
A
P
-
p
g戸

-m-

HN由
一
品
角
田

0
5
0

・
zodg
巴
-p・
m
-
a
w
K
5
5」。

川

判

』

N
・
8wm-
怠・

側
向
、
原
註
闘
は
同
じ
く
本
判
決
を
批
判
し
た
出

-mnvS島
由
タ
出
口
別
・

四回一"∞・
4
0
(
乙
乙
で
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
.
本
件
を
事
実
の
錯
誤
な
り
と

す
る
0
)

を
挙
げ
る
。

叫
之
に
反
し
、
主
観
的
に
法
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
問
題
と
し

て
い
っ
た
も
の
と
し
て
原
註
聞
は
盟
国
』
N
・

s-g明
(
参
照
し
得

ず
。
)
を
挙
げ
る

Q

筒
、
本
件
の
医
師
に
対
す
る
非
難
の
根
拠
に
つ
い

て
は
、
更
に
、
出
・
君
。
-
N

由
}-Nω
け巧・

2
・
ω
凶
凶
。

kr回
B
・
S-

州

国

-
mロ
F
S
P
3
N
g
d司・

8
・
ω
-
N
S
は
か
か
る
判
例
の
趨
勢
を
評

し
て
、
過
失
的
な
医
師
の
判
断
を
以
て
(
故
意
の
)
堕
胎
罪
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
非
難
す
る
。
メ
ッ
カ
ー
も
避
け
得
た
(
帰
責
可
能
な
)
禁

止
の
錯
誤
は
、
法
背
反
性
が
存
在
し
な
い
限
り
、
す
べ
て
過
失
の
責
任

に
と
ど
ま
る
も
の
と
考
え
る
(
回
・
足
。
N

官
ア
冨
邑
O
B
O

巧

晶

P
ω
・

怠
l
串
4
・
)
。
向
、
倒
参
照
。

(回)

次
に
木
書
の
終
末
に
入
る
。
著
者
は
、
故
意
説
と
責
任
説
と
を
つ
情
操
の

倫
理
」
と
「
一
責
任
の
倫
理
」
と
い
う
法
古
学
上
の
つ
な
が
り
の
う
ち
に
位
置

づ
け
る
こ
と
か
ら
両
者
の
相
違
を
描
き
出
し
、
正
当
な
決
定
を
為
す
べ
く
葛

膝
す
る
こ
と
に
人
倫
的
な
行
動
価
値
の
一
充
実
を
求
め
よ
う
と
す
る
「
責
任
の

、、

倫
理
L

に
基
い
た
責
任
説
に
よ
っ
て
、
禁
止
の
錯
誤
の
扱
い
に
解
決
を
与
え
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ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
然
ら
ば
、
情
操
の
倫
狸

(Cgg言
語
四
回
目
け
E
E
、
責
任
の
倫
理
(
〈
申
a

B
E
d
s
ュB
唱。け
E
W
)
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
又
そ
れ
ら
は
い
か

な
る
つ
な
が
り
に
あ
る
も
の
な
の
か
。

ζ

の
点
を
著
者
は
弐
の
よ
う
に
説
明

す
る
。

l

|
「
情
換
の
倫
理
」
と
は
情
操
の
清
純
さ
、
っ
7
4
り
カ
ン
卜
の
言

を
諮
り
れ
ば
義
務
意
識
、
を
以
て
充
さ
れ
る
倫
理
で
あ
り
、
「
責
任
の
倫
理
」

、.、.、，、.

と
は
情
換
の
倫
理
に
先
立
っ
て
定
位
さ
れ
た
、
真
の
義
務
の
確
認
つ
ま
り
正

当
な
決
定
を
為
ず
ベ
く
葛
藤
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
倫
理
で
あ
る
。
而
し

て
、
「
情
操
の
倫
理
」
に
基
い
た
行
動
は
単
に
人
倫
的
符
動
価
値
の
一
側
面

、.、.、.、，、，、.、.、，、.、.、.、.、.、.、.、.

を
充
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
個
人
の
倫
理
的
な
判
断
力
の
領
域
に
於
け

、.、.、.、.、.

る
実
体
的
に
正
当
な
決
定
、
を
為
す
べ
ぎ
慎
重
さ
(
∞
。
話
。
了
責
任
に
基
い
た

し
ん

行
動
が
始
め
て
主
観
的
・
道
徳
的
な
行
動
に
充
実
し
た
程
一
面
目
白

E
聞け)と

生
の
重
み
(
由
同
仲
間
廿

Baa-omnv唱。
Z)
と
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
責
任
の
倫
理
」
に
基
い
た
行
動
こ
そ
、
人
倫
的
行
動
価
値
の
全
域
を
充
す

も
の
な
の
で
あ
る
(
一
五

t
一
六
頁
)
1
1
0

そ
れ
で
は
、
仮
に
人
倫
的
行
動
価
値
を
情
操
の
清
純
さ
と
義
務
に
対
す
る

主
観
的
確
信
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
点
を

著
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
人
倫
的
な
課
題
の
真
面
目
と
い
う
も
の
は
、

仮
に
人
聞
が
そ
の
主
観
的
な
情
操
の
清
純
さ
故
を
以
て
自
己
の
決
定
の
内
容

に
つ
い
て
の
責
任
を
免
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
縮
少
に
よ
っ
て

何
ら
傷
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
反
対
に
か
か
る
縮
少
は
、
人
聞
を

し
て
人
倫
的
な
履
行
の
半
分
を
排
除
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ

は
人
倫
的
な
人
聞
の
完
全
な
本
体
迄
を
も
縮
少
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
」
(
一
六
頁
)
と
。

か
よ
う
な
倫
理
的
基
礎
の
上
に
、
法
的
責
任
の
性
地
怖
を
論
ず
る
故
意
説
並

び
に
責
任
説
の
本
質
が
究
明
さ
れ
て
ゆ
く
。
即
ち
、
著
者
は
、
ド
ー
ッ
に
於

け
る
倫
理
的
意
識
に
は
「
情
操
の
倫
理
」
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
事
実
を

指
摘
し
、
先
づ
故
意
説
を
こ
の
基
盤
の
上
に
据
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は

「
法
に
於
け
る
情
操
の
倫
起
の
化
身
だ
あ
り
」
(
一
六
頁
〉
、
「
入
閣
の
社
会

的
責
任
を
禍
に
充
ち
た
方
法
で
縮
少
し
」
(
一
六
頁
¥
「
人
聞
は
自
己
の
決

定
の
社
会
倫
理
的
正
当
性
の
為
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
:
j
・を

完
全
に
無
視
し
、
こ
の
要
請
を
責
任
の
契
機
と
は
せ
ず
に
単
な
る
合
目
的
的

性
の
問
題
、
即
ち

ρ
刑
事
政
策
的
μ

関
心
と
し
て
い
る
」
(
一
六
頁
)
も
の

で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
著
者
は
次
に
、
責
任
説
の
責

任
概
念
を
「
宝
貝
任
の
倫
理
」
の
う
ち
に
求
め
、
社
会
的
・
人
倫
的
個
人
と
し

て
正
当
な
決
定
を
為
す
べ
く
蔓
除
す
る
こ
と
に
人
倫
的
行
動
価
値
初
官
実
、

即
ち
人
間
と
し
て
の
責
任
の
成
就
を
安
講
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

三
然
ら
ば
、
こ
の
責
任
倫
理
的
責
任
概
念
に
支
え
ら
れ
た
責
任
説
は
、

禁
止
の
錯
誤
を
い
か
に
扱
う
の
で
あ
ろ
う
か

Q

著
者
に
於
て
、
先
程
の
医
師

は
良
心
的
な
検
討
を
行
わ
ふ
い
で
堕
胎
し
た
が
故
に
責
任
倫
理
的
責
任

ω追

求
に
会
う
わ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
白
分
に
正
当
化
事
由
が
あ
る
と
信
じ
た
が

故
を
以
て
或
る
犯
罪
の
構
凶
要
件
を
意
識
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
者
は
、

こ
の
事
由
が
現
笑
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
の
確
定
の
た
め
に
責
任
の
検
討
へ

召
喚
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
一
七
頁
v
o

こ
の
場
合
の
医
師
は
軽
率
に
、
従
っ

て
無
責
任
に
、
良
心
的
な
検
討
を
為
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

点
に
「
責
任
の
倫
理
」
の
要
請

i
責
任
説
が
彼
の
錯
誤
を
許
さ
な
い
根
拠
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

更
に
著
者
は
「
責
任
の
倫
理
」
が
誤
想
防
衛
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
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こ
と
を
示
す
。
こ
の
場
合
、
行
、
為
者
に
は
良
心
的
な
検
討
を
為
す
べ
き
い
と

ま
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
反
撃
に
出
た
も
の
で
あ
る
以
上
、

閉
単
に
う
つ
で
か
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
無
責
任
に
行
為
し
た
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
著
者
は
、
国
家
の
為
の
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
の
場
合
の
問
題
と

し
て
、
国
家
の
安
全
を
主
観
的
に
は
法
に
忠
実
で
あ
る
許
庁
れ
だ
け
の
個
人

の
無
責
任
な
行
為
に
委
ね
て
は
な
ら
な
い
、
と
強
調
す
る
。

か
く
し
℃
、
，
替
市
止
の
錯
誤
は
す
べ
て
責
任
説
の
責
任
倫
理
的
責
任
検
討
の

前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

側
乙
の
点
は
、

M
・
ウ
ェ

1
パ

l
・
「
際
業
と
し
て
の
政
治
L

が
述
べ

る
所
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
一
五
頁
刃
向
、
原
註
酬
は
、
国
・
4
司
@
-
N由
y

ml『N-AP4・
mjhpS
同
・
ハ
参
照
し
得
ず
。
〉
を
挙
げ
こ
の
問
題
を
展
開

し
た
旨
述
べ
て
い
る
。

川
刷
情
操
の
清
純
さ
の
問
題
、
義
務
意
識
の
問
題
か
ら
倫
理
を
論
じ
た
も

の
と
し
て
、
原
註
仰
は
、
何
回
g
g
y
国
自
事
官
o
z
o
g∞品
2
宮
E-P

ω
-
g
を
挙
げ
、
之
に
対
し
て
と
し
て
、
国
・

4
『冊目

Na-〈
。
宮
町
円
自
令

s
c
o項目回目
8
・
H
U
怠
・
を
挙
げ
る
ハ
前
者
参
照
し
得
、
す
。
)

O

側
故
意
説
の
か
か
る
態
度
を
示
す
も
の
と
し
て
、
原
註
倒
は
、
出
-

m
S忌
P
F
N
2
4『

-a・
m-H4∞
肖
・
を
挙
げ
る
。
更
に
同
原
註
は
、

マ
イ
ホ

1
フ
ェ
ル
(
当
・
沼
田
仲

g
p
p
o
s
同
自
色
g
m号
品
江
南

5

4
@吋
V
Z各
自
由
靖
国

g
p
s
a
.
m・
怠
・
)
が
目
的
的
行
為
論
か
ら
は
行

為
概
念
の
完
全
な
主
鋭
化
と
個
別
化
が
導
き
出
さ
れ
る
、
と
し
た
点
に

つ
き
、
目
的
的
行
為
論
と
そ
の
よ
う
な
主
観
主
義
と
は
何
の
関
係
も
な

い
、
と
云
う
。
向
、
故
意
説
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
閥
、
制
参
照
。

側
同
・

4『
号

o
y
N
m廿巧

-a・
m
-
M留
に
よ
れ
ば
、
責
任
と
は
、
法

と
倫
理
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
刑
法
に
於
け
る
責
任
非
難
も
倫
理
的

責
任
の
一
面
を
為
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

仰
し
か
し
、
正
当
化
事
由
が
現
実
に
存
本
じ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

人
倫
的
行
動
価
値
の
充
夫
と
い
う
要
請
に
仕
え
る
べ
く
良
心
的
な
検
討

ぞ
行
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
筒
、
錯
誤
が
避
け
得
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合

に
は
、
責
任
の
検
討
へ
と
召
喚
3
れ
た
行
為
者
と
雄
、
許
さ
れ
る
(
故

意
乃
至
は
過
失
の
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
る
o

)

べ
き
で
ろ
う
ι

乙
の
点
、

出
・
認
め
】
NofAF・
〉
ロ
p
m
-
H
N
4・
し
か
し
や
は
り
、
「
責
任
の
倫
理
」

は
、
ビ
ン
ド
カ

l
卜
一
回
・
思
ロ
品
。
E
H
U
F
F
。・

ω
-
E・
)
が
責
任
説

、，、.、.、.、
M

曹
、
.
、
.
、
，
、
，
、
，
、
.
、
，
、
，
、
.

の
原
理
と
し
て
示
し
た
よ
う
な
、
誤
る
べ
き
で
な
い
者
は
罰
せ
ら
れ
る
、

と
い
う
思
想
を
根
幹
に
し
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

倒
誤
想
防
衛
に
つ
い
て
、
故
意
説
は
行
為
者
の
主
観
的
確
信

κ寛
恕
す

べ
き
力
を
与
え
よ
う
と
す
る
、
と
し
て
、
原
註
閣
は
、
同

-
m
o
V
8品目
F

民
UHO・
g-∞・
40
一品申
g
o
H
F
N
ω
け
者
・
出
町
、
∞
-N04
同
-
U
0・

F
Sぬ・

回
目
ロ
江
口
町
田
。
P
L『同

H.s-m・∞
C
町
を
挙
げ
る
ハ
後
者
参
照
し
得
ず
。
)
。

叫
著
者
は
、
通
説
は
国
家
の
為
の
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
に
於
て
暗
礁

に
乗
り
上
げ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
、
原
註
川
閣
に
、
同
・

4『
己
目
白
y
z
l『
巧
・
白
N
w
ω
-
m
E
(参
照
し
縄
す
。
)
を
参
照
す
べ
し
と

一云
v

ヲ

0

0

仰
向
、
本
書
一
五
、
一
七
頁
に
は
、
連
邦
裁
判
所
が
、
責
任
非
難
の
主

観
ル
刊
を
防
ぎ
、
責
任
倫
理
的
責
任
概
念
を
採
用
し
て
い
る
旨
述
べ
ら
れ

て
い
る
が
、
果
じ
て
い
か
な
る
判
決
を
指
称
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

以
上
で
本
紹
介
を
終
え
る
。
筆
を
鋼
く
に
当
り
、
著
者
の
真
意
が
充
分
正

確
に
伝
え
ら
れ
得
た
か
否
か
に
つ
き
怖
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
以

上
の
範
囲
か
ら
現
在
一
式
い
得
る
所
は
、
本
書
が
、
著
者
の
当
初
の
意
図
通
り

、.、.、.

、
目
的
的
行
為
論
を
改
め
て
認
識
す
る
た
め
の
好
個
の
内
容
に
充
ち
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
筒
、
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
点
は
折
に
ふ
れ
註
で
指
摘

し
て
あ
る
。
〈
り
返
す
ま
で
も
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

" 
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