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三．

ア
メ
リ
カ
の
議
論
に
お
け
る
各
論
者
の
議
論
の
展
開

（三）

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
と
し
て
、
以
下
の
論
者
が
い
る
。

（¡）

M
arm

er

の
見
解

（
53
）

Stephen
S.

M
arm

er

は
、Saks

の
見
解
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。M

arm
er

は
ま
ず
、
人
格
同
一
性
に
関
し
、
身
体
的
同
一
性
と
心

理
的
同
一
性
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、D

ID
患
者
た
る
被
告
人
が
複
数
人
の
集
合
体
で
あ
る
と
す
るS

aks

の
見
解

を
否
定
し
、
人
格
状
態
を
、
一
人
の
人
の
中
の
分
か
た
れ
た
一
部
分
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
脚
し
て
議
論
を
展
開
す
る

（
54
）

。
し
か
し
、
こ
の

立
場
に
お
い
て
も
、M

arm
er

は
以
下
の
点
に
お
い
てSaks

と
見
解
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、「（Saks

：

括
弧
内
筆
者
）
は
一
人
の
深

く
分
か
た
れ
た
人
の
中
の
人
の
よ
う
で
な
い
一
部
分
を
、
な
お
十
分
に
人
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の
と
見
て
い
る
…
（
の
に
対

し：

括
弧
内
筆
者
）
…
私
は
人
格
状
態
を
、
一
人
の
単
一
の
人
の
不
可
欠
な
精
神
的
構
造
物
と
見
な
す（

55
）

」。
そ
の
上
でM

arm
er

はD
ID

刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）

―
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の

―
―
刑
事
責
任
を
巡
る
議
論
を
素
材
と
し
て
―
―

上
　
原
　
大
　
祐
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を
躁
鬱
病
と
比
較
し
、
双
方
の
間
に
は
、
正
常
時
と
病
気
発
症
時
に
お
い
て
被
告
人
の
精
神
の
状
態
が
異
な
り
、
正
常
時
の
状
態
が
病
気

発
症
時
の
被
告
人
の
行
為
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る

（
56
）

。
そ
の
上
で
、M

arm
er

は
、
被
告
人

の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
際
に
最
も
重
要
な
の
は
、
正
常
時
・
病
気
発
症
時
の
双
方
を
包
含
す
る
全
体
の
シ
ス
テ
ム
の
指
揮
お
よ
び
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
有
無
で
あ
る
、
と
述
べ
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
場
合
、
正
常
時
の
状
態
で
あ
る
主
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い
る
時
と
、

病
気
発
症
時
の
状
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
副
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い
る
時
を
包
含
す
る
全
体
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
存
在
し
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
中
心
と
な
る
人
格
状
態
、
す
な
わ
ち
主
人
格
が
行
為
を
認
識
・
制
御
で
き
な
い
場
合
に
限
りD

ID

患
者
た
る
被
告
人
を
責
任
無
能
力
と
す
る
判
断
方
法
、
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、M

arm
er

は
臨
床

的
知
見
に
基
づ
き
、
各
人
格
状
態
は
、
あ
る
程
度
人
格
状
態
間
の
意
識
の
連
絡
が
あ
り
、
あ
る
人
格
状
態
が
他
の
人
格
状
態
の
行
為
に
あ

る
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
す
能
力
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
指
摘
す
る

（
57
）

。
ま
た
、
同
時
に
、D

ID

と
い
う
障
害
の
疾
患

構
造
が
、
単
純
に
複
数
の
人
格
状
態
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
人
全
体
の
利
益
を
保
護
し
、
促
進
す
る
た
め
に
設
計

さ
れ
た
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
各
人
格
の
行
為
は
一
般
的
に
全
体
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
、
と

す
る

（
58
）

。
そ
れ
ゆ
え
、M

arm
er

はD
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
き
、
責
任
無
能
力
よ
り
む
し
ろ
限
定
責
任
能
力
に
親
和
性
を

持
つ
、
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る

（
59
）

。

（™）

Schopp

の
見
解

（
60
）

D
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
そ
も
そ
も
考
察
の
主
眼
に
あ
る
の
が
刑
事
責
任
と
い
う
規
範
的
な
問

題
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
も
ま
た
、
よ
り
包
括
的
な
規
範
理
論
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
の
がR

obertF.Schopp

で
あ
る
。
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Schopp

は
、
主
人
格
に
の
み
、
ま
た
は
副
人
格
に
の
み
注
目
す
る
、
も
し
く
は
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
ま
た
は
そ
れ
に

類
す
る
も
の
と
見
な
す
な
ど
、
人
格
状
態
を
個
別
に
取
り
出
し
て
考
察
す
る
判
断
方
法
（S

chopp

は
こ
れ
を
分
子
的
ア
プ
ロ
ー
チ

（m
olecular

approach

）
と
呼
ぶ
）
を
否
定
し
、
被
告
人
の
全
体
像
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
判
断
方
法
（Schopp

は
こ
れ
を

全
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（m

olar
approach

）
と
呼
ぶ
）
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
当
該
行
為
者
が
行
為
時
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
、
自
身

の
中
の
、
自
己
の
行
為
を
法
に
従
わ
せ
る
よ
う
に
抑
制
的
に
機
能
す
る
よ
う
な
部
分
に
ア
ク
セ
ス
す
る
事
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
基

準
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
こ
れ
が
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
は
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
。
以
下
、

Schopp

の
議
論
を
よ
り
詳
細
に
見
て
い
く
。

Schopp

は
ま
ず
、
人
を
、
そ
の
信
念
・
欲
求
・
関
心
・
原
則
・
長
期
的
な
利
益
・
責
任
等
の
包
括
的
な
一
揃
い
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
同
一
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
。
こ
の
同
一
性
は
、
時
間
お
よ
び
状
況
を
超
え
て
拡
が
る
も
の
で
あ
る
。Schopp

は

こ
れ
を
通
時
的
・
通
事
的
同
一
性
（extended

identity

）
と
呼
ぶ

（
61
）

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
同
一
性
を
有
す
る
通
常
人
は
、
行
為
選
択
時

点
に
お
い
て
、
当
座
の
欲
求
に
従
っ
て
行
為
し
た
場
合
の
結
果
を
先
述
の
通
時
的
・
通
事
的
同
一
性
の
観
点
に
照
ら
し
て
検
討
し
、
自
己

の
行
為
を
、
よ
り
高
次
な
利
益
を
追
求
す
る
た
め
、
も
し
く
は
不
快
な
結
果
を
避
け
る
た
め
、
修
正
を
加
え
つ
つ
選
び
取
る
も
の
で
あ
る
、

と
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
事
をSchopp

は
実
践
的
理
性
的
判
断
（practicalreasoning

）
と
呼
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
措
定
さ
れ
た
人
間
像
を
前
提
と
し
て
、Schopp
は
、
刑
法
の
第
一
義
的
な
目
的
と
し
て
刑
罰
に
よ
る
事
前
威
嚇
を
措
定
す

る
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
科
さ
れ
る
刑
罰
に
関
し
て
は
こ
れ
を
応
報
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
、
実
践
的
理

性
的
判
断
を
行
う
能
力
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
刑
法
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
の
み
、
応
報
と
し
て
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
、

と
す
る
の
で
あ
る

（
62
）

。
こ
の
前
提
に
立
脚
し
つ
つ
、Schopp

は
次
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
実
践
的
理
性
的

判
断
を
行
う
能
力
を
持
つ
者
と
し
て
刑
事
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、
行
為
を
選
択
す
る
時
点
に
お
い
て
行
為
者
は
、
そ
の
行
為
を
選
択
す
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る
な
ら
ば
、
将
来
、
行
為
を
行
う
ま
さ
に
そ
の
自
分
が
応
報
と
し
て
の
刑
罰
を
被
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
。
そ
の
た
め
に
行
為
者
は
、
自
己
の
行
為
の
結
果
を
不
快
な
も
の
と
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
判
断
資
料
と
し
て
の
通
時
的
・
通
事
的

同
一
性
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る

（
63
）

。

そ
の
上
でS

chopp

は
、
ま
ず
夢
遊
病
や
低
血
糖
症
な
ど
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
意
識
の
支
配
が
行
為
に
及
ん
で
い
な
い
と
さ
れ
る
場

合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
彼
は
こ
れ
ら
を
「
傷
つ
い
た
意
識
（im
paired

consciousness

）」
の
場
合
、
と
呼
ぶ
。Schopp

は
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
行
為
者
が
免
責
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
、
行
為
者
が
「
通
時
的
・
通
事
的
同
一
性
…
に
ア
ク
セ
ス
無
し
に
行
為
す
る
」

故
に
、
非
自
発
性
の
抗
弁
に
よ
り
そ
の
刑
事
責
任
を
免
責
さ
れ
る
、
と
結
論
づ
け

（
64
）

る
（
65
）

。

次
い
でS

chopp

は
、
傷
つ
い
た
意
識
の
免
責
の
理
論
をD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
の
考
察
に
も
応
用
す
る
。
彼

は
各
人
格
状
態
を
、
そ
れ
ぞ
れ
人
の
意
識
の
中
の
あ
る
側
面
と
見
な
す
。
そ
し
て
彼
は
、
副
人
格
を
「
発
達
（
過
程
）
に
お
い
て
認
め
る

こ
と
が
非
常
に
危
険
な
、
怒
り
や
攻
撃
性
、
好
色
性
も
し
く
は
他
の
受
け
入
れ
る
事
の
で
き
な
い
側
面
」
を
体
現
す
る
も
の
と
定
義
し
、

個
人
の
中
の
そ
の
よ
う
な
側
面
を
カ
プ
セ
ル
詰
め
に
し
た
も
の
、
と
見
な
す
。
そ
し
て
主
人
格
は
、
あ
る
人
の
中
の
、
副
人
格
と
し
て
カ

プ
セ
ル
詰
め
に
さ
れ
て
い
な
い
比
較
的
安
全
で
従
順
で
抑
制
的
な
残
余
の
部
分
を
体
現
す
る
も
の
、
と
見
な
す

（
66
）

。Schopp

の
理
論
は
、
各

人
格
状
態
をD

ID

患
者
全
体
の
中
の
特
定
の
感
情
状
態
を
カ
プ
セ
ル
詰
め
に
し
た
も
の
と
見
な
す
、
と
い
う
点
で
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ

ー
チ
や
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
他
の
論
者
と
異
な
り
、
む
し
ろD

ID

患
者
の
各
人
格
状
態
を
通
常
の
人
間
も
有
す
る
と
こ

ろ
の
多
面
性
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
見
な
すS

axe

の
理
論
に
親
近
性
を
示
す
。
し
か
し
、S

axe

が
そ
こ
か
ら
即
座
に
副
人
格
が
行

っ
た
行
為
に
関
し
て
もD

ID

患
者
た
る
被
告
人
に
全
体
と
し
て
刑
事
責
任
を
問
う
事
が
で
き
る
と
い
う
結
論
を
導
く
の
に
対
し
、Schopp

の
議
論
は
そ
れ
ら
複
数
の
感
情
状
態
を
全
体
的
に
統
御
す
る
存
在
と
し
て
、
実
践
的
理
性
的
判
断
を
通
し
て
自
己
の
行
為
を
統
御
し
て
い

く
存
在
と
し
て
の
人
間
を
措
定
す
る
事
に
よ
り
、Saxe

の
議
論
と
は
異
な
る
展
開
を
示
す
。
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Schopp

は
、
規
範
が
そ
の
名
宛
人
に
服
従
を
求
め
る
事
が
で
き
る
の
は
意
識
の
中
の
ど
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
る
の

か
、
と
い
う
観
点
か
ら
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、Schopp

は
刑
法
の
第
一
義
的
な
目
的
を
刑
罰
予
告
に
よ
る
事
前
威

嚇
に
求
め
る
。
こ
の
事
前
威
嚇
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
将
来
、
刑
罰
と
い
う
不
快
を
自
己
が
被
る
、

と
い
う
こ
と
が
予
想
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
に
関
し
て
、
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
副
人

格
は
、
将
来
刑
罰
を
被
る
と
予
想
さ
れ
る
の
は
自
分
以
外
の
何
者
か
、
す
な
わ
ち
主
人
格
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
分
が

処
罰
さ
れ
る
と
は
予
想
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
副
人
格
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
のD

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
、
予
想
さ

れ
る
刑
罰
を
判
断
の
資
料
に
入
れ
た
実
践
的
理
性
的
判
断
に
基
づ
い
た
行
為
選
択
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え

副
人
格
が
自
身
の
行
為
が
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
行
為
時
点
に
お
い
て
副
人
格
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
のD

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
、
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
そ
も
そ
も
何
故
違
法
行
為
を
避
け
適
法
行
為
を
選
択
す
る

か
と
い
う
根
拠
、
す
な
わ
ち
刑
罰
と
い
う
不
快
を
避
け
る
と
い
う
動
機
づ
け
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
す
る
の
で
あ
る

（
67
）

。
こ
れ
に
対
し
主
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
関
し
て
は
、
実
践
的
理
性
的
判
断
の
資
料
と
な
る
と
こ
ろ
の
通
時
的
・
通
事

的
同
一
性
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
失
っ
て
は
お
ら
ず
、
将
来
自
身
が
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
行
為
時
点

に
お
い
て
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
が
故
に
、
完
全
な
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
は
実
践
的
理
性
的
判
断
を
経
た
上
で
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
行
為
者
に
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

る
、
と
す
る
の
で
あ
る

（
68
）

。

（四）

小
括

本
章
で
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
の
方
法
に
つ
き
、
三
つ
の
判
断
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ
を
支
持
す
る
見
解
の
根
拠
づ
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け
に
焦
点
を
当
て
て
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
概
括
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
（一）
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
言

え
ば
、
大
別
す
れ
ば
①
各
人
格
状
態
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
人
間
で
あ
る
②
各
人
格
状
態
は
全
て
一
人
の
人
の
中
の
一
部
分
で
あ
る
、
と
い

う
前
提
の
ど
ち
ら
か
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
筆
者
が
前
者
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者

の
前
提
に
立
脚
し
た
場
合
、
こ
の
見
解
は
、
各
人
格
状
態
を
一
人
の
人
の
中
の
一
部
分
と
捉
え
る
点
、
お
よ
び
た
と
え
行
為
時
点
に
行
為

を
統
御
し
て
い
た
人
格
状
態
が
狭
義
の
意
味
で
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
と
い
う
点
で
グ
ロ

ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
見
解
と
近
似
性
を
持
つ
も
の
と
な
り
、
主
人
格
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
被
告
人
の
刑

事
責
任
を
否
定
す
る
か
否
か
、
が
決
定
的
な
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
立
場
と
グ
ロ
ー
バ

ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
立
場
を
分
け
る
分
水
嶺
は
何
か
。
そ
れ
はS

aks

が
述
べ
る
よ
う
に
「
主
人
格
の
概
念
は
恣
意
的
な
も
の
で

あ
り
、
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
69
）

」
と
い
う
、
主
人
格
に
関
す
る
不
可
知
論
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の

問
題
に
関
し
て
は
何
よ
り
も
ま
ず
精
神
医
学
的
知
見
を
前
提
と
し
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
で
あ
れ
ば
、
主
人
格
・
副
人
格
と

い
う
概
念
が
未
だ
な
お
精
神
医
学
界
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
現
在
、
専
門
家
で
は
な
い
法
律
家
が
こ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
べ
き
で

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
個
別
事
例
に
お
い
て
主
人
格
・
副
人
格
の
別
を
区
別
で
き
る
か
否
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
概
念
お
よ
び
存
在
論

的
区
別
自
体
は
あ
る
も
の
と
し
て
議
論
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
ど
の
人
格
状
態
が
主
人
格
か
分
か
ら
な
い
か
ら
全
て
の
人
格
状

態
に
同
等
の
権
利
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
えD

ID
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見

解
は
、
結
局
の
と
こ
ろM

arm
er

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
一
人
の
分
か
た
れ
た
人
の
、
人
の
よ
う
で
は
な
い
一
部
分
を
、
な
お
、
個
別
の
、

人
の
よ
う
な
性
質
を
未
だ
十
分
に
保
持
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す

（
70
）

」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
各
人
格
状
態
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
人
の
中
の

一
部
分
と
見
な
す
と
い
う
前
提
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
筆
者
は
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
結
論
す
る
。
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次
い
で
、
（二）
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
と
（三）
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
の
検
討
に
移
る
。
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
個
別
人
格

ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
は
、
各
人
格
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
人
の
中
の
一
部
分
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
複
数
の
人
格
状
態
を
有

す
る
場
合
で
あ
っ
て
もD

ID

患
者
た
る
被
告
人
が
身
体
的
同
一
性
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
直
接
に
「
行
為
時
の
行
為
者
の
刑
事
責

任
を
判
断
す
る
」
と
い
う
原
則
に
よ
り
結
論
を
導
く
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告

人
が
身
体
的
同
一
性
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
副
人
格
の
統
御
し
た
行
為
を
被
告
人
自
身
の
有
責
な
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
点
に
疑
問
を
差
し
挟
み
、
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
後
に
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
が
、
人
格
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て
、
大
別
す
る

と
、
身
体
を
基
準
と
す
る
も
の
と
心
理
的
要
素
を
基
準
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
先
の
議
論
を
換
言
す
れ
ば
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

用
す
る
論
者
は
、
帰
責
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
人
格
同
一
性
は
身
体
を
基
準
と
す
る
身
体
的
同
一
性
で
足
り
る
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
は
、
身
体
的
同
一
性
を
当
然
の
前
提
と
し
つ
つ
、
帰
責
の
た
め
に
は
さ
ら
に
心
理
的
要
素
を

基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
心
理
的
同
一
性
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。

こ
の
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、Schopp

の
「
有
責
な
行
為
者
の
理
論
は
、
有
責
な
行
為
者
を
刑
事
有
罪
宣
告
お
よ
び
刑
罰
に
服
さ
せ

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
の
、
よ
り
包
括
的
な
規
範
的
理
論
の
構
成
要
素
と
し
て
の
行
為
者
の
概
念
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
71
）

」

と
の
指
摘
は
注
目
に
値
す
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
刑
事
責
任
判
断
と
い
う
規
範
的
な
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め

の
基
準
も
ま
た
、Schopp

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
有
責
な
行
為
者
を
刑
事
有
罪
宣
告
お
よ
び
刑
罰
に
服
さ
せ
る
と
こ
ろ
を
正
当
化
す
る
と

こ
ろ
の
、
よ
り
包
括
的
な
規
範
理
論
」、
す
な
わ
ち
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
理
論
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

当
該
被
告
人
を
処
罰
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
理
論
か
ら
こ
そ
、
刑
事
責
任
判
断
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
は
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
基
づ
い
て
、
次
章
で
は
応
報
・
一
般
予
防
・
特
別
予
防
と
い
う
刑
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罰
の
正
当
化
根
拠
に
基
づ
い
て
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
格
同
一
性
の
基
準
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
ゆ
く
。

四．

刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
人
格
の
同
一
性

（一）

人
格
同
一
性
の
基
準

被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
前
に
、
本
稿

に
お
い
て
扱
う
人
格
同
一
性
と
は
何
な
の
か
、
そ
の
議
論
の
範
囲
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
人
格
同
一
性
の
議
論
と
は
、
そ
も
そ

もJohn
L

ocke

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
哲
学
的
問
題
で
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
人
物
A1
と
別
の
時
点
に
お
け
る
人
格
A2
が
同
一
人
物
で
あ

る
、
と
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
判
断
基
準
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
72
）

。A
rm

strong

とB
ehnke

の
議
論
に
お
い
て

見
て
き
た
よ
う
に
、
人
格
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て
は
、
①
身
体
基
準
説
②
心
理
的
基
準
説
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
二

つ
の
分
類
の
下
に
、
様
々
な
説
が
存
在
す
る
。A

rm
strong

とB
ehnke

が
挙
げ
た
基
準
の
内
、
身
体
お
よ
び
脳
を
基
準
と
す
る
説
は
①
に
、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
②
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
の
分
野
で
は
、
様
々
な
仮
設
に
基
づ
く
思
考
実
験
が
行
わ
れ
て
お
り
、
精
神

と
身
体
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
別
個
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
同
一
の
あ
る
も
の
の
二
つ
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

心
身
問
題
と
も
関
連
し
て
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る

（
73
）

。
し
か
し
本
稿
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
現
時
点
に
お
い
て
現
実
に
生
じ
う
る

場
合
に
限
っ
て
考
察
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
前
提
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
人
格
同
一
性
が
問
題
と
な
る
場
合
と
は
、
少
な
く
と
も
身
体

的
同
一
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
だ
け
で
足
り
る
の
か
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に
別
の
基
準
、
す
な
わ
ち
心
理

的
要
素
が
基
準
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
は
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
身
体
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
基
準
の
み
で
帰
責
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
、
と
す
る

（
74
）

。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
行
為
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時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
の
間
に
三
人
称
的
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
帰
責
が
認
め
ら
れ
る
、
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
論
者
は
、
帰
責
の
た
め
に
は
身
体
的
同
一
性
の
み
な
ら
ず
、
心
理
的
基
準

に
基
づ
く
別
種
の
同
一
性
も
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
行
為
者
自
身
が
当
該
犯
罪
行
為
を
ま
さ

に
自
身
の
行
為
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い
限
り
、
し
た
が
っ
て
行
為
時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
の
間
に
一
人
称
的
同
一

性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
帰
責
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
三
人
称
的
同
一
性
と
一
人
称
的
同
一
性

（
75
）

の
う
ち
、

帰
責
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
は
い
ず
れ
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
解
答
す
る
前
に
、
人
格
同
一
性
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
う
点
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
格
同
一
性
と
は
存
在
論
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
格
同
一
性
の
基
準
は
、
文

脈
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
何
時
如
何
な
る
時
に
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
基
準
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合

上
、
人
格
同
一
性
の
存
在
論
的
意
義
に
立
ち
入
る
こ
と
は
避
け
、
現
実
世
界
に
お
い
て
人
格
の
同
一
性
が
何
故
必
要
と
さ
れ
る
の
か
、
と

い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
る
。
そ
の
場
合
、
人
格
の
同
一
性
と
は
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
人
物
A1
と
別
の
時
点
に
お
け
る
人
物
A2
が
同

一
人
物
で
あ
る
、
と
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
、
一
種
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
人
間
の
身
体
は
、
細

胞
が
入
れ
替
わ
り
新
陳
代
謝
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
常
に
変
化
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
理
的
な
意
味
に
お
い
て
は
A1
と
A2
は
同

一
性
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
人
間
の
心
も
刻
々
と
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
人
物
A1
の
精
神
と
別

の
時
点
に
お
け
る
人
物
A2
の
精
神
が
完
全
に
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
我
々
は
社
会
生
活
を
営

む
た
め
に
、
あ
る
時
点
に
お
け
る
人
物
A1
と
別
の
時
点
に
お
け
る
人
物
A2
が
同
一
人
物
で
あ
る
、
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
こ
そ
、
な
に
が
し
か
の
基
準
に
基
づ
い
た
「
人
格
同
一
性
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る

人
物
に
帰
属
す
る
対
象
は
、
刑
罰
や
財
産
、
道
徳
的
責
任
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
考
え
る
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に
あ
た
っ
て
は
、
何
時
如
何
な
る
時
に
も
適
用
可
能
な
普
遍
的
な
基
準
に
つ
い
て
問
う
よ
り
も
む
し
ろ
、「
使
用
さ
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て

目
的
相
対
的
に
規
定
さ
れ
る
方
が
ふ
さ
わ
し

（
76
）

い
（
77
）

」
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、

問
わ
れ
る
べ
き
は
存
在
論
的
意
味
に
お
け
る
人
格
同
一
性
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
帰
責
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
人
格
同
一
性
の
基

準
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、「
人
格
同
一
性
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
で
あ
る
。
筆
者
が

用
い
て
い
る
意
味
に
お
け
る
「
人
格
同
一
性
」
の
有
無
と
は
、「
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
人
格
同
一
性
を

存
在
論
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
基
準
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る
な
ら
ば
、
人
格
同
一
性
の

意
義
は
「
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
点
に
終
始
し
、
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
他
の
結
論
を
導
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ
う
に
人
格
同
一
性
を
合
目
的
的
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人
格
同
一
性
に

関
す
る
考
察
に
お
い
て
、「
同
一
人
物
で
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
こ
の
文
脈
に
お
け
る
帰
属
の
た

め
の
条
件
と
し
て
の
人
格
同
一
性
と
は
何
か
」
と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
心
身
一
元
論
も
し

く
は
心
身
二
元
論
の
ど
ち
ら
に
立
脚
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

（二）

帰
責
の
文
脈
に
お
け
る
人
格
の
同
一
性

人
格
同
一
性
の
基
準
は
目
的
相
対
的
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
、
と
い
う
前
項
で
確
認
さ
れ
た
前
提
に
立
脚
す
る
と
し
て
、
次
に
考
察
す
べ

き
は
、
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
の
基
準
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Schopp

の
議
論
に
よ
り
得
た
示

唆
に
基
づ
き
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
議
論
に
考
察
の
土
台
を
求
め
る
こ
と
と
す
る
。
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
議
論
に
は
、
大
別
す
る
と
、

刑
罰
を
応
報
刑
と
捉
え
る
見
解
と
目
的
刑
と
捉
え
る
見
解
が
存
在
す
る
。
応
報
刑
と
は
す
な
わ
ち
、
過
去
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
の
ゆ
え
に
被

告
人
に
回
顧
的
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
目
的
刑
と
は
、
将
来
的
な
利
益
の
ゆ
え
に
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
で
あ



25－刑事責任と人格の同一性（二・完）（上原）

る
。
そ
し
て
、
目
的
刑
と
捉
え
る
見
解
は
そ
の
内
容
に
応
じ
て
さ
ら
に
一
般
予
防
と
特
別
予
防
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
78
）

。
以
下
、
被

告
人
の
処
罰
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
に
と
っ
て
、
如
何
な
る
人
格
同
一
性
が
要
求
さ
れ
る
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

（¡）

応
報

応
報
と
は
す
な
わ
ち
、
過
去
の
犯
罪
に
対
す
る
報
い
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
藤
謙
は
応
報
刑
論
を
①
刑
罰
を
、
過
去
の
犯
罪

に
対
す
る
道
義
的
非
難
と
見
な
す
立
場
、
②
刑
罰
は
、
過
去
の
動
に
対
す
る
反
動
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
立
場
、
の
二
つ
に
分
類
す
る

（
79
）

。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
内
藤
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
80
）

、
②
の
立
場
の
応
報
刑
論
は
、
過
去
の
動
に
対
す
る
反
動
と
し
て

の
「
応
報
」
を
経
験
的
事
実
と
し
て
い
る
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
積
極
的
に
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
行
う
本
稿
の
立
場
か
ら
検
討
す
べ
き
は
、
①
の
立
場
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
意

味
に
お
け
る
応
報
刑
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
応
報
刑
論
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
細
に
見
て
ゆ
こ
う
。

刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
応
報
刑
を
主
張
す
る
論
者
、
た
と
え
ば
団
藤
重
光
は
、
法
を
「
内
容
的
に
は
「
最
小
限
度
の
倫
理
」
…
で

あ
（
る：

括
弧
内
筆
者
）」
と
定
義
し

（
81
）

、
刑
罰
は
「
犯
罪
の
ゆ
え
に
そ
の
行
為
者
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
国
家
的
非
難
で
あ
」
り
、「
非
難

の
意
味
を
持
つ
点
で
、
本
質
的
に
規
範
的
・
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る

（
82
）

」
と
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
内
藤
は
「（
こ
の
よ
う
な：

括
弧
内

筆
者
）
応
報
刑
論
の
核
心
は
、
道
義
的
（
倫
理
的
）
応
報
刑
論
で
あ
る

（
83
）

」
と
概
括
す
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
義
的
・
倫
理
的
非
難
と

し
て
の
応
報
刑
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
応
報
刑
と
し
て
の
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
に
と
っ
て
必
要

と
さ
れ
る
人
格
の
同
一
性
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
同
様
に
刑
罰
を
「
犯
さ
れ
た
責
任
に
対
す
る
倫

理
的
に
必
然
的
な
解
答
（A

ntw
ort

（
84
）

）」
と
定
義
す
るA

rthur
K

aufm
ann

の
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
理
論
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
有
益

（
85
）

で
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あ
る

（
85
）

。K
aufm

ann

は
、
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
す
る
。

K
aufm

ann

は
人
間
を
、
自
分
自
身
を
も
自
己
と
対
置
し
、
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
定
義
す
る
。
そ
の
上
で
、

人
間
は
本
来
的
に
他
者
と
の
結
合
を
必
要
と
す
る
社
会
的
存
在
で
あ
り

（
86
）

、
人
間
が
被
造
物
で
あ
る
以
上
、
人
間
に
は
他
律
が
必
要
で
あ
り
、

人
間
の
自
由
は
創
造
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
存
在
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
倫
理
法
則
の
秩
序
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

（
87
）

、
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
倫
理
法
則
の
客
観
性
か
ら
義
務
の
概
念
が
生
ま
れ
、
こ
の
義
務
の
概
念
が
答
責
と
責
任
の
基
礎
と
な
り
、
法
的
責
任
も
倫

理
的
責
任
と
し
て
存
在
す
る
、
と
す
る

（
88
）

。
す
な
わ
ち
、「
責
任
は
倫
理
的
責
任
と
し
て
し
か
、
す
な
わ
ち
、
周
知
の
倫
理
的
義
務
に
対
す

る
自
由
な
、
自
己
答
責
的
意
思
決
定
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い

（
89
）

」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
人
間
は
自
己
実
現
と
自
己
完
成
を
目

指
す
も
の
で
あ
り
、
自
己
の
行
為
の
目
的
に
関
し
て
自
由
に
決
定
を
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
の
決
定
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ

り
、
そ
の
決
定
が
倫
理
法
則
と
異
な
る
場
合
、
す
な
わ
ち
倫
理
法
則
の
具
現
化
と
し
て
の
刑
法
規
範
に
違
反
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
、

そ
の
意
欲
さ
れ
た
倫
理
的
過
誤
と
い
う
責
任
に
対
す
る
応
答
と
し
て
、
刑
罰
が
科
さ
れ
る
、
と
す
る

（
90
）

。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
応
報
刑
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
は
如
何
な
る
も
の
か
。
倫
理
的
非
難
と
し
て
把
握
さ
れ
る

刑
罰
に
関
し
、K

aufm
ann

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
己
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と

が
で
き
、
か
つ
刑
罰
の
意
味
を
有
責
な
悪
業
に
対
す
る
当
然
の
罪
悪
苦
と
し
て
精
神
的
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
本
質
存
在
だ
け
で
あ

る
（
91
）

」
と
。
こ
れ
は
本
来
的
に
は
、
刑
罰
が
人
間
だ
け
に
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
表
し
た
表
現
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
刑
罰
の
意
味
を
…
（
自
己
の
行
為
に
対
す
る：
括
弧
内
筆
者
）
…
当
然
の
罪
悪
苦
と
し
て
精
神
的
に
理
解
す
る

こ
と
の
で
き
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
刑
事
責
任
が
過
去
の
行
為
・
責
任
に
対
し
回
顧
的
に
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
本

質
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
刑
罰
を
科
す
た
め
に
は
、
被
告
人
が
、
当
該
行
為
が
自
己
の
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
お
い
て
自
分
が
そ
の
行
為
を

行
っ
た
が
故
に
当
然
の
反
作
用
と
し
て
刑
罰
を
科
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
限
り
、
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
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な
い
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
被
告
人
が
過
去
の
行
為
・
責
任
を
自
己
の
行
為
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
同
一
性
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
人
称
的
同
一
性
す
な
わ
ち
心
理
的
同
一
性
で
あ
る
。
行
為
時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告

人
の
間
に
心
理
的
同
一
性
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
被
告
人
は
過
去
の
行
為
・
責
任
を
自
分
の
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
刑
罰
を
自
己
の
行

為
に
対
す
る
当
然
の
結
果
と
し
て
一
人
称
的
に
、Shoem

aker

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
内
側
か
ら
（from

the
inside

）
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
逆
に
、
行
為
時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
が
心
理
的
同
一
性
を
有
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
裁
判
時
・
受
刑
時

の
被
告
人
は
当
該
刑
罰
を
自
己
の
行
為
・
責
任
に
対
す
る
当
然
の
結
果
と
し
て
、
内
側
か
ら
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
内
、
応
報
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
は
心
理
的
同

一
性
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
で
は
、
こ
の
心
理
的
同
一
性
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
応
報
と
し
て
の
刑
罰
の
正

当
化
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
被
告
人
が
過
去
の
行
為
・
責
任
を
自
己
の
行
為
・
責
任
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
な
ら
ば
、
記
憶
こ
そ
が
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
記
憶
が
無
い
な
ら
ば
、
当

該
行
為
・
責
任
を
ま
さ
に
「
自
己
の
行
為
・
責
任
」
と
し
て
把
握
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
記
憶
は
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

得
る
し
、
後
に
な
っ
て
再
度
想
起
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
、
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
正
確
に
は
、
記

憶
そ
の
も
の
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
記
憶
の
可
能
性
が
応
報
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
人
格
同
一
性
の
基
準
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
通
常
の
場
合
に
は
当
然
の
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
憶
の
可
能
性
を
基
準
と
す
る
人
格

の
同
一
性
は
、
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
た
め
に
常
に
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「（
記
憶
の
可
能
性
を
基

準
と
し
た：

括
弧
内
筆
者
）
人
格
同
一
性
は
帰
責
を
確
定
す
る
た
め
に
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
場
合
に
免
責
を
行
う
べ
き
「
言
い
訳
」
と
し
て
我
々
の
前
に
現
れ
る

（
92
）

」
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
り
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
内
、
応
報
に
と
っ
て
必
要
な
人
格
同
一
性
は
記
憶
の
可
能
性
を
基
準
と
す
る
心
理
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的
同
一
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
そ
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
免
責
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で

き
た
。
で
は
次
に
、
一
般
予
防
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
考
察
に
移

る
。（™）

消
極
的
一
般
予
防

一
般
予
防
と
は
、
社
会
に
お
け
る
一
般
人
を
将
来
の
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
を
そ

の
内
容
と
す
る
消
極
的
一
般
予
防
と
、
規
範
意
識
の
覚
醒
・
強
化
を
そ
の
内
容
と
す
る
積
極
的
一
般
予
防
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、

消
極
的
一
般
予
防
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

消
極
的
一
般
予
防
と
は
、
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
に
よ
り
一
般
人
を
将
来
の
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
、
刑
罰

法
規
に
お
い
て
刑
罰
を
予
告
す
る
こ
と
に
よ
り
全
て
の
一
般
人
を
威
嚇
し
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
機
能
、
す
な
わ
ち
事
前
威
嚇
の
機
能
と
、

被
告
人
に
対
し
刑
を
宣
告
し
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
＝
受
刑
者
以
外
の
一
般
人
を
威
嚇
し
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
機
能
、
す
な
わ

ち
見
せ
し
め
の
機
能
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
機
能
は
行
為
前
の
段
階
に
お
い
て
意
味
を
持
ち
、
そ
の
対
象
は
、
裁
判
時
に
は

犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
被
告
人
を
含
む
、
全
て
の
一
般
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
格
同
一
性
の
基
準
と
関
連
し

て
問
題
と
な
る
の
は
、
刑
罰
に
よ
る
事
前
威
嚇
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、S

chopp

の
議
論
の
中
で
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、S

chopp

はD
ID

患
者
た
る
被
告
人
の
中
の
副

人
格
が
、
将
来
自
分
が
刑
罰
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
な
い
が
故
に
、
行
為
選
択
時
に
お
い
て
刑
罰
予
告
に
よ
る
事
前
威
嚇

が
全
体
と
し
て
の
行
為
者
に
対
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
刑
罰
予
告
に
よ
る
事
前
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威
嚇
が
有
効
に
作
用
し
て
い
る
と
い
う
た
め
に
は
、
行
為
選
択
時
に
お
い
て
行
為
者
は
、
今
の
自
分
と
将
来
刑
罰
を
被
る
自
分
が
身
体
的

に
も
心
理
的
に
も
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
予
想
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
存
在
し
な

い
場
合
、
予
測
さ
れ
る
刑
罰
を
「
自
己
の
も
の
」
と
し
て
一
人
称
的
に
把
握
し
、
快
不
快
計
算
の
資
料
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
罰
に
よ
る
事
前
威
嚇
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
と
は
、
行

為
選
択
時
の
自
己
と
将
来
の
自
己
が
身
体
的
・
心
理
的
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
、
と
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
、
応
報
に
関
し
て
要
求
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
と
同
様
、
通
常
は
そ
の
存
在
が
当
然
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
免
責
の
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
一
般
予
防
の
内
、
見
せ
し
め
の
機
能
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
機
能
の

た
め
、
ま
ず
身
体
的
同
一
性
は
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
見
せ
し
め
の
名
宛
人
と
な
る
の
は
刑
の
被
宣
告
者
・
受
刑
者
を

除
く
一
般
国
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
刑
の
宣
告
・
執
行
を
第
三
者
的
に
観
察
し
、
違
法
行
為
を
行
う
な
ら
ば
そ
の
結
果
と
し
て
刑
罰
が
、

違
法
行
為
を
行
っ
た
ま
さ
に
そ
の
者
に
対
し
て
科
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
一

般
国
民
は
、
刑
罰
と
い
う
不
快
を
避
け
る
た
め
に
違
法
行
為
を
選
択
し
な
い
よ
う
条
件
付
け
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
心
理
的
同

一
性
は
ど
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
こ
れ
は
必
要
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
人
間
は
誰
で
他
人
の
心
を
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
誰
で
あ
れ
他
人
の
心
理
的
同
一
性
の
存
在
を
直
観
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
見
せ
し
め
の
名
宛
人
と
な
る

一
般
国
民
は
、
行
為
時
点
に
お
け
る
行
為
者
と
刑
の
宣
告
時
・
受
刑
時
に
お
け
る
被
告
人
・
受
刑
者
が
心
理
的
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
か

否
か
、
と
い
う
こ
と
を
第
三
者
的
に
直
接
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
国
民
は
た
だ
、

行
為
者
と
身
体
的
同
一
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
受
刑
者
の
処
罰
を
第
三
者
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
違
法
行
為
を
行
い
違
法
な
結
果
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を
惹
起
す
る
な
ら
ば
、
同
一
性
を
有
す
る
将
来
の
自
分
に
対
し
て
刑
罰
が
加
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。し

か
し
、
こ
の
結
論
に
対
し
て
は
、
心
理
的
同
一
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
非
難
の
可
能
性
が
な
い
行
為
の
結
果
を

被
告
人
＝
受
刑
者
に
対
し
て
帰
責
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
処
罰
は
不
当
で
あ
る
と
一
般
国
民
が
感
じ
て
、
刑
法
の
一
般
予
防
効
果
は
却
っ
て

失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
何
故
被
告
人
＝
受
刑
者
の
心
理
的
同
一
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な

い
結
果
の
帰
責
が
不
当
だ
と
一
般
国
民
が
感
じ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
国
民
が
そ
の
よ
う
に
感

じ
る
の
は
、
被
告
人
＝
受
刑
者
が
当
該
行
為
を
一
人
称
的
に
把
握
し
得
な
い
が
故
に
、
応
報
的
観
点
か
ら
帰
責
が
不
当
で
あ
る
、
と
被
告

人
＝
受
刑
者
が
主
張
す
る
の
を
第
三
者
的
に
認
識
す
る
が
故
に
、
不
当
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
予
防
的
観
点
を
超
え
た
応

報
的
観
点
か
ら
の
心
理
的
同
一
性
の
要
求
で
あ
り
、
刑
罰
の
見
せ
し
め
と
い
う
一
般
予
防
的
機
能
に
基
づ
く
限
り
に
お
い
て
は
、
心
理
的

同
一
性
の
必
要
性
を
直
接
に
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

で
は
、
刑
罰
の
見
せ
し
め
的
機
能
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
、
応
報
的
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
自
体
の
当
否
は
ど
う
か
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
一
般
国
民
が
被
告
人
＝
受
刑
者
の
心
理
的
同
一
性
を
一
人
称
的
に
直
観
し
、
帰
責
を
不
当
だ
と
一
人
称
的
に
感
じ
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
前
提
に
立
脚
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
一
般
国
民
が
被
告
人
＝
受
刑
者

に
対
す
る
帰
責
が
不
当
だ
と
感
じ
、
結
果
、
刑
罰
の
一
般
予
防
効
果
が
失
わ
れ
る
か
否
か
は
、
一
般
国
民
が
被
告
人
＝
受
刑
者
の
主
張
を

信
じ
る
か
否
か
、
と
い
う
甚
だ
し
く
不
安
定
な
土
台
の
上
に
立
脚
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
応
報

的
観
点
を
加
味
し
な
い
な
ら
ば
一
般
予
防
効
果
は
失
わ
れ
る
と
も
失
わ
れ
な
い
と
も
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
不
安
定
な
事
情
を
基
に
議
論
を
行
う
こ
と
は
不
適
当
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
、
刑
罰
の
見
せ
し
め
的
機
能
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
応

報
的
観
点
を
持
ち
出
す
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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以
上
の
考
察
に
よ
り
、
刑
罰
の
消
極
的
一
般
予
防
機
能
に
関
し
て
、
事
前
威
嚇
の
局
面
に
お
い
て
は
、
将
来
の
自
分
と
の
間
の
身
体

的
・
心
理
的
同
一
性
の
存
在
の
予
想
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
見
せ
し
め
の
局
面
に
お
い
て
は
、
身
体
的
同
一
性
の
存
在
の
み
で
よ
い
、

と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
刑
罰
の
事
前
威
嚇
の
機
能
は
本
当
に
当
該
行
為
者
を
処

罰
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
の
消
極
的
一
般
予
防
機
能
に
議
論
を
限
定
す
る
限
り
、
刑
罰
の
事
前
威
嚇

機
能
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
国
家
の
刑
罰
権
の
所
有
の
正
当
化
根
拠
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
当
該
行
為
者
の
処
罰
の
正
当
化
根
拠
と
い

う
問
題
と
は
次
元
を
異
に
す
る
の
で
は
な
い
か

（
93
）

。
当
該
行
為
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
刑
罰
の
見
せ
し
め
の
機
能
か
ら
し
か
正
当
化
さ
れ
得

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
、
事
前
威
嚇
は
当
該
行
為
者
の
処
罰
の
正
当
化
根
拠
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
刑
罰
の
消
極
的
一
般
予
防
機
能
に
関
し
、
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
、
当
該
行
為
者
を
処
罰
す
る
こ
と
が
正

当
化
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
、
す
な
わ
ち
刑
罰
の
見
せ
し
め
機
能
に
お
い
て
必
要

と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
は
す
な
わ
ち
身
体
的
同
一
性
の
存
在
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
積
極
的
一
般
予
防
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（£）

積
極
的
一
般
予
防

積
極
的
一
般
予
防
と
は
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
国
民
の
間
に
お
け
る
規
範
へ
の
信
頼
を
回
復
す
る
た
め
に
刑
罰
を
科

す
こ
と

（
94
）

で
あ
る
。
積
極
的
一
般
予
防
の
見
解
を
、
行
為
者
の
負
担
に
お
い
て
国
民
の
間
の
規
範
の
動
揺
を
鎮
め
る
、
と
捉
え
る
限
り
に
お

い
て
は
、
行
為
者
と
被
告
人
・
受
刑
者
の
間
に
、
少
な
く
と
も
身
体
的
同
一
性
は
要
求
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
れ
以
上
の
同
一
性
、
す
な
わ

ち
心
理
的
同
一
性
が
要
求
さ
れ
る
か
否
か
、
で
あ
る
。
積
極
的
一
般
予
防
論
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
有
責
で
あ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
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ば
、
行
為
者
に
刑
を
科
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
う
る
か
否
か
は
、
行
為
者
の
行
為
が
規
範
へ
の
信
頼
を
動
揺
さ
せ
た
か
否
か
、
換
言
す
れ

ば
、
他
者
が
当
該
行
為
を
模
倣
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
の
有
責
性
を
判
断

す
る
基
準
は
あ
く
ま
で
外
部
か
ら
の
第
三
者
的
視
点
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
行
為
者
の
心
理
的
事
情
は
直
接
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る

（
95
）

。
こ
う
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
積
極
的
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
は
、
第
三
者
的
観

点
か
ら
判
断
可
能
な
同
一
性
、
す
な
わ
ち
身
体
的
同
一
性
の
み
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
心
理
的
同
一
性
は
必
要
な
い
、
と
い
う
結

論
に
な
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
異
論
も
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理
的
同
一
性
が
な
い
、
つ
ま
り
非
難
可
能
性
が
な
い
の
に
刑
罰
を
科
す
な
ら

ば
、
社
会
の
側
か
ら
の
規
範
に
対
す
る
信
頼
は
失
わ
れ
よ
う
か
ら
、
積
極
的
一
般
予
防
論
に
お
い
て
も
応
報
的
視
点
を
入
れ
た
考
察
を
す

べ
き
で
あ
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
96
）

。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
消
極
的
一
般
予
防
で
行
っ
た
の
と
同
じ
考
察
が
当
て
嵌
ま
る
。
す

な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
心
理
的
事
情
を
考
慮
す
べ
き
、
と
い
う
主
張
自
体
が
応
報
的
観
点
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
積
極
的
一
般
予
防

論
自
体
か
ら
は
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
点
、
そ
の
上
で
、
応
報
的
観
点
を
採
り
入
れ
る
こ
と
の
可
否
に
つ
き
、
積
極
的
一
般
予
防
効
果
が

あ
る
か
ど
う
か
は
、
一
般
国
民
が
被
告
人
＝
受
刑
者
の
主
張
を
信
じ
る
か
否
か
、
と
い
う
不
安
定
な
事
情
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
直
接
的
な
必
要
性
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、M

ichael
Paw

lick

は
、
積
極
的
一
般

予
防
論
が
応
報
的
観
点
を
採
り
入
れ
る
こ
と
自
体
が
論
理
矛
盾
で
あ
る
、
と
指
摘

（
97
）

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
積
極
的
一
般
予
防
論
の
観
点
か
ら

要
求
さ
れ
る
同
一
性
は
身
体
的
同
一
性
の
み
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
でPaw

lik

が
積
極
的
一
般
予
防
論
を
、
刑
罰
の
法
社
会
学
的
分
析
と
し
て
は
と
も
か
く
、
刑
罰
の
正
当
化
理
論
と
し
て

は
不
十
分
で
あ
る
、
と
評
価
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

（
98
）

る
。
こ
の
見
解
を
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
理

論
か
ら
考
察
を
行
っ
て
い
る
本
稿
に
関
し
て
は
、
積
極
的
一
般
予
防
論
自
体
が
無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
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る
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
刑
罰
の
特
別
予
防
的
機
能
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（¢）

特
別
予
防

刑
罰
の
特
別
予
防
的
機
能
に
は
、
第
一
に
刑
の
執
行
を
通
じ
て
受
刑
者
を
社
会
か
ら
隔
離
し
、
一
時
的
な
い
し
永
久
的
に
再
犯
の
可
能

性
を
失
わ
せ
る
隔
離
の
機
能
、
お
よ
び
第
二
に
、
刑
の
宣
告
お
よ
び
執
行
を
通
じ
て
被
告
人
＝
受
刑
者
の
規
範
意
識
を
覚
醒
さ
せ
、
将
来

再
び
犯
行
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
教
育
・
改
善
の
機
能
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
に
関
連
し
て
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
の
基

準
に
つ
い
て
、
以
下
考
察
す
る
。

ま
ず
、
隔
離
の
機
能
に
関
し
て
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
れ
は
身
体
的
同
一
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
隔
離
機

能
の
目
的
と
は
、
危
険
な
犯
罪
者
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
段
は
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
中
に

犯
罪
的
傾
向
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
そ
の
者
を
社
会
か
ら
物
理
的
に
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
に
資
す
る
た

め
に
必
要
な
同
一
性
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
者
の
身
体
と
い
う
物
体
の
中
に
犯
罪
的
傾
向
が
存
在
す
る
、
と
い
う
だ
け
で
十
分
だ
か
ら
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
、
教
育
・
改
善
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て
は
異
な
っ
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
特
別
予
防
と
は
、

犯
罪
者
に
教
育
・
改
善
刑
と
し
て
の
刑
罰
を
加
え
る
事
に
よ
り
、
犯
罪
者
が
自
身
を
改
善
す
る
よ
う
し
向
け
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
受
刑
者
が
当
該
行
為
・
責
任
を
自
己
の
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
前
田
雅
英
は
刑
罰

の
特
別
予
防
的
側
面
の
た
め
に
も
非
難
の
観
点
が
必
要
で
あ
る
事
に
関
し
て
「
非
難
の
観
点
を
抜
き
に
処
罰
す
る
と
、
特
別
予
防
の
面
か

ら
見
て
も
効
果
に
問
題
が
生
ず
る
。
行
為
者
が
非
難
に
値
し
な
い
の
に
処
罰
さ
れ
た
場
合
、「
不
運
の
故
に
罰
せ
ら
れ
た
」
と
思
う
に
過

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る

（
99
）

」
と
述
べ
る
。
心
理
的
同
一
性
に
も
同
じ
事
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
主
体
と
受
刑
主
体
が
心
理
的
同
一
性
を
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有
し
て
い
な
い
場
合
、
受
刑
主
体
は
当
該
行
為
・
責
任
を
自
己
の
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
が
故
に
、
何
故
に
自
分
が
処
罰
さ
れ
て

い
る
の
か
理
解
で
き
ず
、「
不
運
の
故
に
罰
せ
ら
れ
た
」
と
思
う
の
み
で
あ
り
、
刑
罰
に
よ
っ
て
自
己
を
改
善
す
る
よ
う
動
機
づ
け
る
こ

と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る

（
100
）

。
で
は
、
こ
の
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
心
理
的
同
一
性
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
れ
に
は
応
報
に
関
す
る

考
察
に
お
い
て
な
さ
れ
た
議
論
が
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
。
応
報
に
お
い
て
も
、
非
難
の
た
め
に
は
、
被
告
人
＝
受
刑
者
に
お
け
る
記
憶

の
可
能
性
が
必
要
で
あ
っ
た
。
同
様
に
教
育
・
改
善
の
前
提
と
し
て
非
難
の
観
点
が
必
要
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
＝
受
刑
者
に
は
当
該
行

為
・
責
任
を
自
己
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
た
め
の
記
憶
の
可
能
性
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
応
報
に
関
す
る
議
論
で
明
ら

か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
記
憶
の
可
能
性
は
そ
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
免
責
の
根
拠
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（三）

小
括
―
―D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
―
―

以
上
の
考
察
か
ら
、
帰
責
の
文
脈
に
お
け
る
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
い
う
観
点
に
照
ら
し
て
、
以
下
の
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
予
防
の
見
せ
し
め
的
機
能
と
積
極
的
一
般
予
防
機
能
お
よ
び
特
別
予
防
の
隔
離
機
能

の
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
行
為
時
の
行
為
者
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
の
身
体
的
同
一
性
で
あ
る
こ
と
。
応
報
の
観
点
お

よ
び
特
別
予
防
の
う
ち
の
教
育
・
改
善
機
能
の
観
点
か
ら
は
、
行
為
時
の
行
為
者
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
＝
受
刑
者
の
身
体
的
同

一
性
に
加
え
て
心
理
的
同
一
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
心
理
的
同
一
性
の
基
準
と
な
る
の
は
記
憶
で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
に

証
明
さ
れ
る
べ
き
必
要
条
件
と
言
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
免
責
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
。
最
後
に
、
一
般
予
防
の
事
前
威
嚇
機
能
の
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
行
為
時
に
お
い
て
行
為
者
＝
被
告
人
が
、
将
来

の
自
分
と
現
在
の
自
分
が
身
体
的
お
よ
び
心
理
的
同
一
性
の
両
方
を
有
し
て
い
る
、
と
予
想
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
も
、
そ
の
不
存

在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
免
責
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、D

ID

患
者
た
る



35－刑事責任と人格の同一性（二・完）（上原）

被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
関
し
て
、
如
何
な
る
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー

チ
を
採
る
論
者
は
、
刑
事
帰
責
に
関
し
、
行
為
時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
の
間
に
身
体
的
同
一
性
の
み
が
存
在
し
て
い

れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
論
者
は
、
行
為
時
の
被
告
人
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の

被
告
人
の
間
に
は
身
体
的
・
心
理
的
同
一
性
の
両
方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
帰
責
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
先
の
分
析
に
従
え
ば
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
論
者
は
、
副
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
関
す
るD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
処

罰
を
、
刑
罰
の
一
般
予
防
の
見
せ
し
め
的
機
能
の
観
点
と
積
極
的
一
般
予
防
機
能
お
よ
び
特
別
予
防
の
隔
離
的
機
能
の
観
点
か
ら
の
み
、

正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
論
者
は
、
応
報
の
観
点
、
一
般
予
防
の
事
前
威
嚇
機

能
お
よ
び
特
別
予
防
の
改
善
・
教
育
の
機
能
の
観
点
か
ら
、
副
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
関
し
て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
を
全
体
と
し
て

処
罰
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
関
し
て
判
断
の

決
め
手
と
な
る
の
は
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
を
何
に
求
め
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
で
は
、
如
何
な
る
根

拠
を
持
っ
て
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
処
罰
を
正
当
化
し
、
ま
た
は
拒
否
す
べ
き
な
の
か
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
が
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
刑
罰
の
一
般
予
防
の
見
せ
し
め
的
機
能
と
積
極
的
一
般
予
防

機
能
お
よ
び
特
別
予
防
の
隔
離
機
能
が
共
に
社
会
の
利
益
の
み
を
そ
の
目
的
と
し
て
お
り
、
被
告
人
の
処
罰
は
そ
の
目
的
に
資
す
る
た
め

の
手
段
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
被
告
人
を
手
段
化
し
て
い
る
、
と
い
う
周
知
の
批
判
を
免
れ
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
だ
け
を
根
拠
と
し
て
、
当
該
被
告
人
を
処
罰
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
刑
罰
に
は
応
報
と
し
て
の
側
面
以
外
に
も
一
般
予
防
機
能
・
特
別
予
防
機
能
を
も
有
し
て
い

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
す
べ
か
ら
く
そ
れ
自
体
目
的
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
手
段
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
刑
罰
は
第
一
義
的
に
応
報
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
一
般
予
防
的
機
能
や
特
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別
予
防
的
機
能
は
そ
の
限
度
で
の
み
、
副
次
的
機
能
と
し
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

（
101
）

、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
で
あ
れ
ば
、
被

告
人
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
を
手
段
と
し
て
の
み
扱
う
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
通
常
被
告
人

と
見
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
人
格
が
裁
判
時
・
受
刑
時
に
お
い
て
当
該
行
為
・
責
任
を
自
己
の
も
の
と
し
て
把
握
し
う
る
か
、
と
い
う
観

点
か
ら
判
断
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
、
刑
罰
は
第
一
義
的
に
応
報
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
刑
罰

の
本
質
に
適
う
も
の
な
の
で
あ
る

（
102
）

。

五．

結
語

本
稿
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
つ
き
、
そ
の
根
拠
づ
け
に
焦
点
を
当
て
て
概
観
し
、
結
論
と
し
てD

ID

患
者
た

る
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
刑
事
責
任
判
断
の
規
範
的
な
根
拠
、
す
な
わ
ち
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
理
論
に
ま
で
遡

っ
て
考
察
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。A

rm
strong

とB
ehnke

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、D

ID

の
独
特
な
症
状
は
、
伝
統
的
な
責
任
能

力
の
判
断
方
法
の
外
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り

（
103
）

、
伝
統
的
に
刑
事
責
任
能
力
が
肯
定
さ
れ
て
き
た
、
も
し
く
は
否
定
さ
れ
て
き
た
事
例
と

の
比
較
の
み
に
よ
っ
て
答
え
の
出
る
問
題
で
は
な
い
。
刑
事
責
任
能
力
が
問
題
と
な
る
通
常
の
事
例
に
お
い
て
は
、
行
為
時
の
行
為
者
と

裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
・
受
刑
者
が
同
一
性
を
有
す
る
事
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑

事
責
任
判
断
の
場
合
に
は
、
こ
の
同
一
性
の
存
在
の
有
無
が
ま
さ
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
前
提
と
し
た
、
人
格
同
一
性
の
概
念
を
合
目
的
な
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
捉
え
、
人
格
同
一
性
を
文
脈
に
沿
っ
て
判

断
し
た
そ
の
考
察
方
法
自
体
が
そ
も
そ
も
正
当
な
も
の
か
、
と
い
う
問
題
が
な
お
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
扱
う
範
囲
を
超
え

る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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さ
ら
に
、
本
稿
で
はD

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、
典
型
的
事
例
の
み
を
主
眼
と
し
て
き
た
。D

ID
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
判
断
方
法
と
し
て
挙
げ
た
三
つ
の
方
法
は
、
基
本
的
に
は
典
型
的
な
事
例
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の

方
法
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
一．

は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、D

ID

に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
付
随
的

な
問
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
事
も
不
可
欠
で
あ
る
。
実
際
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
の
事
例
は
、

主
人
格
が
当
該
行
為
に
関
す
る
意
思
決
定
を
な
し
た
、
と
い
う
、
本
稿
で
主
と
し
て
扱
っ
て
き
た
典
型
的
事
例
の
枠
の
外
に
あ
る
事
例
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
も
、
そ
も
そ
も
の
根
本
問
題
に
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
し
、

逆
に
言
え
ば
、
先
述
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
解
答
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
応
用
と
し
て
、
付
随
的
問
題
に
つ
い
て
も
解
答
す
る
事
が
可
能
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
章
や
前
掲
注
（6）
で
見
た
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
関

係
す
る
裁
判
例
が
複
数
出
て
お
り
、
今
後
増
加
し
て
ゆ
く
事
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
問
題
に

関
す
る
議
論
を
さ
ら
に
深
め
て
ゆ
く
事
が
急
務
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
方
向
性
の
確
認
を
持
っ
て
今
後
の
問
題
意
識
お
よ
び
研
究
課
題
と

し
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
53
）

Stephen
S.M

arm
er,A

theory
of

com
m

and
and

control:A
reply

to
E

lyn
Saks,Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw
JournalV

ol.10 ,Issue2 ,

Spring
2001 ,at267 -275 .

（
54
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at268 .

（
55
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at272 .

（
56
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at269 .

（
57
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at270 .

（
58
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at273 .
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（
59
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at273 .
（
60
）

R
obertF

.Schopp,M
ultiple

Personality
D

isorder,A
ccountable

A
gency,and

C
rim

inalA
cts,Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw
JournalV

ol.

10 ,Issue2 ,Spring
2001 ,at297 -334 .

（
61
）

Schopp,supra
note

(60 ),at308 .

（
62
）

Schopp,supra
note

(60 ),at318 -320 .

（
63
）

Schopp,supra
note

(60 ),at320 -321 .

（
64
）

Schopp,supra
note

(60 ),at310 .322 -324 .

（
65
）

Schopp

の
議
論
は
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
精
神
異
常
の
抗
弁
（insanity

defense

）
で
は
な
く
非
自
発

性
（involuntary

act

）
を
免
責
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
英
米
法
に
お
け
る
非
自
発
性
の
議
論
を
日
本
に
お
け
る
議
論
の
ど
こ
に
位
置
づ
け

る
か
は
本
稿
で
扱
う
範
囲
を
超
え
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
は
責
任
能
力
の
問
題
で
あ
る
、
と
の
前
提
の
下
に
議
論
を
進
め
る
、
と
述
べ
る
に
留
め
る
。

（
66
）

Schopp,supra
note

(60 ),at315 -316 .

（
67
）

Schopp,supra
note

(60 ),at312 -313 .

（
68
）

Schopp,supra
note

(60 ),at315 .

（
69
）

Saks,supra
note

(14 ),at197 -198 .

（
70
）

M
arm

er,supra
note

(53 ),at272 .

（
71
）

Schopp,supra
note

(60 ),at317 .

（
72
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
な
文
献
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
議
論
を
概
括
的
に
解
説
し
た
も
の
と
し
て
北
村
実
「
人
格
の
同
一
性
と
は
？
」
フ
ィ
ロ

ソ
フ
ィ
ア
九
一
号
（
二
〇
〇
三
）
一
頁
以
下
を
挙
げ
て
お
く
。

（
73
）

本
稿
で
取
り
上
げ
た
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
う
ち
、A

rm
strong

とB
ehnke

お
よ
びM

arm
er

は
そ
れ
ぞ
れ
、
精
神
と
身
体
を
切
り
離
し
得
な
い
も
の
と
し
、

心
身
一
元
論
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
明
言
す
る
（A

rm
strong

&
B

ehnke,
supra

note
(41 ),

at
286 ,

M
arm

er,
supra

note
(53 ),

at
268

）。
他
方Saks

は
、

人
で
あ
る
こ
と
（personhood

）
を
判
断
す
る
上
で
心
理
的
基
準
に
立
脚
し
た
議
論
も
展
開
す
る
。
こ
れ
は
心
身
二
元
論
に
親
和
性
を
示
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
心
身
問
題
を
論
じ
た
文
献
と
し
て
、
市
川
浩
『
精
神
と
し
て
の
身
体
』（
一
九
七
五
・
勁
草
書
房
）
を
挙
げ
て
お
く
。

ま
た
、Sydney

Shoem
aker

&
R

ichard
Sw

inburn,
Personal

Identity,
G

reat
D

ebate
in

Philosophy,
B

asil
B

lackw
ell,1984

（
邦
訳：

Ｓ．

シ
ュ
ー
メ
ー
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カ
ー
・
Ｒ．

ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
（
寺
中
平
治
訳
）『
人
格
の
同
一
性
』（
一
九
八
六
・
産
業
図
書
））
で
は
、
心
身
一
元
論
を
支
持
す
るS

hoem
aker

お
よ
び

心
身
二
元
論
を
支
持
す
るSw

inburn

と
い
う
二
人
の
哲
学
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
考
察
し
、
紙
上
討
論
を
行
っ
て
い
る
。

（
74
）

た
し
か
に
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
るA

rm
strong

とB
ehnke

は
、
同
一
性
の
基
準
と
し
て
脳
の
他
に
記
憶
の
同
一
性
も
要
求
す
る
。
し
か

し
、
彼
ら
は
記
憶
の
数
的
同
一
性
は
同
一
性
の
十
分
条
件
で
あ
り
必
要
条
件
で
は
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
脳
を
同
一
性
判
断
の
基
準
と
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
75
）

「
三
人
称
的
同
一
性
」
お
よ
び
「
一
人
称
的
同
一
性
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
一
ノ
瀬
正
樹
『
人
格
知
識
論
の
生
成
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
瞬
間
』

（
一
九
九
七
・
東
京
大
学
出
版
会
）、
お
よ
び
佐
々
木
拓
「
帰
責
の
観
点
か
ら
眺
め
る
人
格
同
一
性
　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
人
格
同
一
性
論
を
巡
る
諸
問
題
」

倫
理
学
年
報
五
三
集
（
二
〇
〇
四
）
一
一
一
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
彼
ら
は
、
筆
者
の
用
語
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
一
人
称
的
同
一
性
」
に

関
し
て
は
「
自
分
で
自
ら
の
人
格
同
一
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
決
定
で
き
る
（
一
ノ
瀬
・
六
八
頁
）」
も
の
と
し
て
、「
三
人
称
的
同
一
性
」
に
関
し
て
は
、

「（
人
格
同
一
性
が：

括
弧
内
筆
者
）
裁
判
員
や
陪
審
員
な
ど
の
側
の
三
人
称
的
次
元
で
確
立
さ
れ
る
（
一
ノ
瀬
・
六
九
頁
）」
も
の
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

同
一
性
の
有
無
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
が
自
分
の
内
的
視
点
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
第
三
者
に
よ
る
外
的
視
点
か
ら
な
の
か
、
と
い
う
点
が
「
一
人
称
的
」

同
一
性
と
「
三
人
称
的
」
同
一
性
の
決
定
的
な
差
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
76
）

佐
々
木
・
前
掲
注
（
75
）
一
一
一
頁
。
哲
学
者
の
佐
々
木
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
人
格
お
よ
び
同
一
性
は
目
的
相
対
的
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
、
と
の
問

題
意
識
に
基
づ
き
、
帰
責
の
観
点
か
らL

ocke

の
人
格
同
一
性
論
を
把
握
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
77
）

川
口
浩
一
も
、
人
格
の
同
一
性
を
文
脈
に
従
っ
て
異
な
っ
た
基
準
に
基
づ
い
て
判
断
す
べ
き
、
と
の
問
題
意
識
の
下
に
議
論
を
展
開
す
る
（H

irokazu

K
aw

aguchi,
Z

ur
Problem

atik
der

personalen
Identität

im
Strafrecht-E

ine
E

inführung-,
M

enschengerechtes
Strafrecht

;
Festschrift

Für
A

lbin
E

ser

zum
70 .

G
eburtstag,

V
erlag

C
.

H
.

B
eck

M
ünchen

2005 ,
S.139 ff.

）。
川
口
は
、
刑
法
の
文
脈
に
お
い
て
、
行
為
者
・
犠
牲
者
・
同
意
主
体
の
三
つ
の
同

一
性
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
行
為
者
と
し
て
のD

ID

患
者
た
る
被
告
人
に
関
し
て
は
「
意
識
の
連
続
性
を
失

っ
て
い
る
場
合
、
も
は
や
帰
責
し
得
な
い
」
と
す
る
。

（
78
）

大
谷
實
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
』（
二
〇
〇
〇
・
成
文
堂
）
四
一
頁
以
下
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
・
第
三
版
』（
一
九
九
八
・
東
京
大
学
出
版
会
）

二
九
頁
以
下
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
六
・
弘
文
堂
）
一
四
頁
以
下
、
等
。

（
79
）

内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
上
）』（
一
九
八
三
・
有
斐
閣
）
一
二
〇
―
一
二
三
頁
。

（
80
）

内
藤
・
前
掲
注
（
79
）
一
二
二
頁
。



広島法学　33 巻１号（2009 年）－40

（
81
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
・
第
三
版
』（
一
九
九
〇
・
創
文
社
）
三
八
頁
。

（
82
）

団
藤
・
前
掲
注
（
81
）
四
六
八
頁
。

（
83
）

内
藤
・
前
掲
注
（
79
）
一
二
一
頁
。

（
84
）

A
rthur

K
aufm

ann,D
as

Schuldprinzip.E
ine

strafrechtlich-rechtphilosophische
U

ntersuchung.2 .A
ufl.1976 ,S.206 .

（
邦
訳：

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ

ウ
フ
マ
ン
（
甲
斐
克
典
訳
）『
責
任
原
理
　
刑
法
的
・
哲
学
的
研
究
』（
二
〇
〇
〇
・
九
州
大
学
出
版
会
）
二
八
四
頁
）。
以
下
、K

aufm
ann

の
主
張
を
、
本

書
に
則
っ
て
紹
介
す
る
。K

aufm
ann

の
理
論
を
要
約
し
た
も
の
と
し
て
、
甲
斐
克
典
「
責
任
原
理
の
基
礎
づ
け
と
意
義
　
　
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ

ン
『
責
任
原
理
』
を
中
心
と
し
て
」
内
田
博
文
・
鯰
越
溢
弘
編
『
市
民
社
会
と
刑
事
法
の
交
錯
　
横
山
晃
一
郎
先
生
追
悼
論
文
集
』（
一
九
九
七
・
成
文
堂
）

七
九
頁
以
下
〔
同
著
『
責
任
原
理
と
過
失
犯
論
』（
二
〇
〇
五
・
成
文
堂
）
一
頁
以
下
〕
を
参
照
。

（
85
）

こ
こ
で
、K

aufm
ann

自
身
は
、
自
身
の
刑
罰
理
論
を
、
単
な
る
応
報
刑
と
は
異
な
る
、
責
任
刑
と
呼
称
す
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。K

aufm
ann

は
応
報
は
行
為
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
刑
罰
理
論
に
お
け
る
刑
罰
は
責
任
に
対
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
定

義
す
る
（K

aufm
ann,

a.
a.

O
.

(A
nm

.84 ),
SS.271 -276 .

邦
訳
・
四
二
八
ー
四
三
五
頁
）。
そ
し
て
こ
の
責
任
刑
と
し
て
定
義
さ
れ
る
刑
罰
は
「
そ
の
本
質

存
在
上
、
有
責
行
為
に
対
す
る
当
然
の
応
答
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
自
体
、
有
責
者
が
罪
を
清
め
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
」（K

aufm
ann,

a.
a.

O
.

(A
nm

.
84 ),

S.
207 .

邦
訳
・
二
八
六
頁
）
と
し
、
そ
れ
が
贖
罪
お
よ
び
再
社
会
化
に
役
立
つ
、
と
い
う
意
味
で
、
刑
事
政
策
的
機
能
も
有
し
て
い
る
、
と
す

る
の
で
あ
る
（K

aufm
ann,

a.
a.

O
.

(A
nm

.84 ),
SS.271 -276 .

邦
訳
・
四
二
八
―
四
三
五
頁
）。
し
か
し
、
刑
罰
を
過
去
の
犯
罪
に
対
す
る
道
義
的
非
難
と

見
な
す
応
報
刑
論
も
、
刑
罰
を
道
義
的
責
任
に
対
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
点
で
、
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
単
な
る
行
為
に
対
す
る
反

動
を
超
え
た
責
任
概
念
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
刑
罰
が
特
別
予
防
的
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
は
し
な
い
の
で
あ
る
（
内
藤
は
、
刑

罰
を
贖
罪
刑
と
す
る
応
報
刑
論
に
つ
い
て
指
摘
す
る
（
内
藤
・
前
掲
注
（
79
）
一
二
二
頁
））。
筆
者
は
、K

aufm
ann

の
刑
罰
理
論
も
、
本
人
自
身
の
呼
称

に
関
わ
ら
ず
、
過
去
の
行
為
・
責
任
を
根
拠
と
し
て
刑
罰
を
正
当
化
す
る
、
と
い
う
意
味
で
応
報
刑
の
一
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。

（
86
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.102 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
一
四
二
頁
。

（
87
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.122 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
一
八
三
頁
。

（
88
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.128 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
一
九
〇
頁
。

（
89
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.129 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
一
九
一
頁
。
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（
90
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.208 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
二
八
七
頁
。

（
91
）

K
aufm

ann,a.a.O
.(A

nm
.84 ),S.116 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
一
七
五
頁
。

（
92
）

佐
々
木
・
前
掲
注
（
75
）
一
二
一
頁
。

（
93
）

S
chopp

が
、
実
際
に
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
科
さ
れ
る
刑
罰
に
関
し
て
応
報
的
な
も
の
と
す
る
の
も
、
こ
の
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（Schopp,
supra

note
(60 ),

at
319 -320 .

）。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
国
家
制
度
と
し
て
の
刑
罰
制
度
の
正
当
化
と
特
定
の
個
人
の
処
罰
の
正
当
化
を
区
別

す
る
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
佐
伯
仁
志
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
佐
伯
仁
志

「
刑
法
の
基
礎
理
論
」
法
学
教
室
二
八
三
号
（
二
〇
〇
四
）
四
五
―
四
六
頁
）。

（
94
）

安
田
拓
人
『
刑
事
責
任
能
力
の
本
質
と
そ
の
判
断
』（
二
〇
〇
六
・
弘
文
堂
）
九
頁
。
安
田
は
こ
の
著
書
に
お
い
て
、
積
極
的
一
般
予
防
論
と
責
任
（
能

力
）
の
関
係
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
刑
事
責
任
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
筆
者
の
問
題
意
識
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
著
書

に
お
け
る
見
解
に
立
脚
し
て
、
積
極
的
一
般
予
防
と
人
格
同
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
95
）

こ
れ
に
関
し
て
、
安
田
は
「
積
極
的
一
般
予
防
論
に
基
づ
く
責
任
（
能
力
）
論
は
、
行
為
者
の
心
理
的
事
実
と
し
て
の
他
行
為
可
能
性
と
い
う
概
念
は
不

要
だ
と
（
す
る：

括
弧
内
筆
者
）」
と
概
括
す
る
（
安
田
・
前
掲
注
（
94
）
一
一
頁
）。

（
96
）

安
田
は
積
極
的
一
般
予
防
論
と
非
難
の
関
係
に
関
し
て
、「
積
極
的
一
般
予
防
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
社
会
一
般
の
側
か
ら
み
て
、（
心
理
的
事
実
と
し

て
の：

括
弧
内
筆
者
）
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
者
に
対
し
て
責
任
を
帰
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
は
な
い
か
…
当
該
行
為
が
回
避
で
き
な
い
の
に
刑
罰

を
科
す
な
ら
ば
、
社
会
の
側
か
ら
す
る
規
範
に
対
す
る
信
頼
は
失
わ
れ
よ
う
か
ら
、
積
極
的
一
般
予
防
論
に
よ
っ
て
も
、（
心
理
的
事
実
と
し
て
の：

括
弧

内
筆
者
）
他
行
為
可
能
性
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
」
と
の
疑
問
を
呈
す
る
（
安
田
・
前
掲
注
（
94
）
一
二
頁
）
が
、
こ
れ
は
心
理

的
同
一
性
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
議
論
で
あ
る
。
た
だ
し
、
安
田
自
身
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
、
応
報
的
観
点
を
入
れ
た
積
極
的
一
般
予
防
論
を
積

極
的
に
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
97
）

M
ichael

P
aw

lik,
Person,

Subjekt,
B

ürger,
S.35

f.
:

Paw
lik

は
ま
ず
積
極
的
一
般
予
防
を
、
刑
法
に
よ
り
市
民
を
し
て
毎
日
の
生
活
に
お
け
る
習
慣
を

通
じ
て
規
範
服
従
的
な
態
度
を
学
び
取
る
こ
と
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
定
義
づ
け
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
一
般
予
防
論
者
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
刑

罰
は
刑
法
の
こ
の
目
的
に
寄
与
し
、
社
会
の
統
合
に
役
立
つ
が
故
に
正
当
化
さ
れ
る
、
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
刑
罰
お
よ
び
そ
の
前

提
が
一
般
市
民
の
持
つ
規
範
意
識
と
一
致
す
る
場
合
に
最
も
よ
く
効
果
を
発
揮
す
る
。
そ
の
た
め
、
市
民
が
刑
罰
の
応
報
的
根
拠
づ
け
を
強
く
好
む
が
故
に
、

積
極
的
一
般
予
防
に
お
い
て
も
、
応
報
原
理
に
基
づ
い
た
刑
罰
こ
そ
が
、
社
会
に
対
す
る
最
善
の
統
合
効
果
を
発
揮
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
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し
、
そ
も
そ
も
応
報
は
、
一
般
予
防
論
者
の
理
論
的
出
発
点
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
非
合
理
な
も
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
てP

aw
lik

は
、

積
極
的
一
般
予
防
を
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
と
見
な
す
論
者
が
応
報
的
観
点
を
採
り
入
れ
る
こ
と
は
、
効
率
の
た
め
に
自
分
が
非
理
性
的
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
概
念
を
採
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
非
難
す
る
。

（
98
）

P
aw

lik,a.a.O
.(A

nm
.97 ),S.43 .

（
99
）

前
田
・
前
掲
注
（
78
）
三
六
頁
。

（
100
）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
刑
罰
の
一
般
予
防
的
機
能
の
と
こ
ろ
で
行
っ
た
議
論
と
の
比
較
に
お
い
て
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
の

一
般
予
防
的
機
能
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
応
報
的
観
点
を
考
慮
し
な
く
て
良
い
の
に
、
教
育
・
改
善
機
能
に
関
し
て
は
そ
れ
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
は

何
故
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
く
べ
き
前
提
は
、
刑
罰
の
見
せ
し
め
機
能
や
積
極
的
一
般
予
防
機
能
に
お
け
る
名
宛
人
は
被
告
人

を
除
く
一
般
市
民
で
あ
り
、
彼
ら
は
非
難
の
前
提
と
な
る
被
告
人
＝
受
刑
者
の
心
理
的
同
一
性
の
有
無
を
一
人
称
的
に
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
間
接
的

に
判
断
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
果
、
積
極
的
に
せ
よ
消
極
的
に
せ
よ
、
刑
罰
の
一
般
予
防
的
機
能
自
体
か
ら
心
理
的
同
一
性

の
必
要
性
を
直
接
に
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
刑
罰
の
教
育
・
改
善
機
能
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
宛
人
は
被
告
人
＝
受
刑
者
で
あ
り
、
名
宛

人
は
自
身
が
心
理
的
同
一
性
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
ま
さ
に
一
人
称
的
に
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
的
同
一
性
の
み
な
ら
ず
心
理

的
同
一
性
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
101
）

団
藤
・
前
掲
注
（
81
）
三
九
頁
。K

aufm
ann,a.a.O

.(A
nm

.84 ),S.206 .

邦
訳
・
前
掲
注
（
84
）
二
八
四
頁
。

（
102
）

何
度
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
の
結
論
は
「
被
告
人
が
当
該
犯
罪
行
為
を
覚
え
て
い
な
い
な
ら
ば
処
罰
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
必
ず
し
も
同
義
で
は

な
い
。
記
憶
は
再
度
想
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
記
憶
そ
の
も
の
で
は
な
く
記
憶
の
可
能
性
を
帰
責
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
同
一
性
の
基
準
と
す
る
本

稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
が
本
質
的
に
当
該
行
為
・
責
任
に
関
す
る
記
憶
を
有
し
得
な
い
場
合
に
の
み
帰
責
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、D

ID

患
者

た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
の
場
合
、
主
人
格
が
副
人
格
の
行
為
を
本
来
的
に
想
起
し
得
な
い
が
故
に
、D

ID

患
者
た
る
被
告
人
は
全
体
と
し
て
刑
事
責

任
を
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
103
）

A
rm

strong
&

B
ehnke,supra

note
(41 ),at277 .


