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一．

事
実
の
概
要

被
告
人
は
、
被
害
者
で
あ
る
妹
を
窒
息
に
よ
り
死
亡
さ
せ
て
殺
害
し
、

さ
ら
に
被
害
者
の
首
・
腹
部
・
両
手
足
等
を
包
丁
等
で
切
断
し
て
、
死
体

を
損
壊
し
た
。
結
果
、
被
告
人
は
殺
人
罪
・
死
体
損
壊
罪
の
各
罪
責
に
問

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
弁
護
人
は
各
行
為
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
認

め
た
上
で
、
被
告
人
が
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
・
解
離
同
一
性
障
害
の
各
精

神
障
害
に
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
被
告
人
は
各
行
為
時
点

に
お
い
て
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
、
と
主
張
し
た
。

二．

判
示
内
容

裁
判
所
は
、
殺
害
行
為
時
点
に
つ
い
て
は
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
も

の
の
、
死
体
損
壊
時
点
に
つ
い
て
は
解
離
性
同
一
性
障
害
を
根
拠
と
す
る

心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
し
、
死
体
損
壊
行
為
に
関
し
て
は
無
罪

と
し
、
結
論
と
し
て
求
刑
懲
役
一
七
年
に
対
し
懲
役
七
年
を
言
い
渡
し

た
。（1）

精
神
鑑
定
の
信
用
性
に
つ
い
て

裁
判
所
は
ま
ず
、
鑑
定
人
で
あ
る
医
師
の
鑑
定
人
と
し
て
の
適
格
性
に

関
し
、「
そ
の
精
神
科
医
と
し
て
の
経
歴
、
専
門
分
野
、
臨
床
経
験
等
に

照
ら
し
…
被
告
人
の
精
神
鑑
定
に
適
任
の
専
門
家
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、

こ
れ
を
肯
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
検
察
側
が
、
当
鑑
定
が
捜
査
段
階
の
被

告
人
の
供
述
を
判
断
資
料
か
ら
除
外
し
独
自
の
問
診
結
果
を
資
料
と
し
て

い
る
が
故
に
そ
の
信
用
性
に
問
題
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
当

鑑
定
が
被
告
人
の
捜
査
段
階
の
供
述
内
容
を
前
提
と
せ
ず
、
被
告
人
の
公

判
供
述
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
問
診
結
果
を
踏
ま
え
て
鑑
定

を
行
っ
た
の
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
、
と
し
て
、
鑑
定
の
信
用
性
を
肯
定

し
た
。

（2）

本
件
各
行
為
時
の
被
告
人
の
精
神
疾
患
と
そ
の
病
態
に
つ
い
て

裁
判
所
は
被
告
人
に
関
し
、「
生
来
性
に
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
に
罹
患

し
、
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
は
強
迫
性
障
害
が
加
わ
り
、
さ
ら
に
本
件
の
一

か
月
以
上
前
か
ら
は
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
基
盤
と
す
る
解
離
性
障
害
に

罹
患
し
、
本
件
犯
行
に
至
っ
た
」
と
認
定
し
た
。
裁
判
所
は
ま
ず
、
被
告

判
例
研
究

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
お
よ
び

解
離
性
同
一
性
障
害
を
患
う

被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
判
断

―
―
東
京
地
裁
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成
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〇
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五
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損
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人
の
人
格
特
性
に
つ
き
、「
被
告
人
は
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
基
盤
に

し
て
、
激
し
い
攻
撃
性
を
秘
め
な
が
ら
そ
れ
を
徹
底
し
て
意
識
し
な
い
と

い
う
特
有
の
人
格
構
造
を
形
成
し
て
お
り
、
怒
り
の
感
情
を
徹
底
的
に
意

識
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
人
格
傾
向
が
強
く
、
激
し
い
怒
り
が
突
出
し

て
行
動
し
て
も
、
そ
れ
を
感
じ
た
と
認
識
す
る
過
程
を
持
っ
て
い
な
い
」

「
被
告
人
は
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
攻
撃
性
等

の
衝
動
を
制
御
す
る
機
能
が
弱
い
状
態
に
あ
っ
た
が
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障

害
を
基
盤
と
す
る
解
離
性
障
害
が
加
わ
り
、
外
界
の
刺
激
が
薄
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
機
能
が
さ
ら
に
弱
体
化
し
て
い
た
」
と
認
定
し
た
。
そ

の
上
で
、
本
件
各
行
為
時
の
被
告
人
の
精
神
の
状
態
に
つ
き
、
ま
ず
、
殺

害
行
為
時
に
関
し
て
は
、
こ
の
被
告
人
本
来
の
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
基

盤
と
す
る
精
神
状
態
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
認
定
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
死
体
損
壊
行
為
時
に
つ
い
て
は
、「
殺
害
に
及
ん
だ
こ
と
が

衝
撃
と
な
っ
て
解
離
性
同
一
性
障
害
に
よ
る
解
離
状
態
が
生
じ
、
死
体
損

壊
に
及
ん
だ
際
に
は
、
被
告
人
は
、
本
来
の
人
格
と
は
異
な
る
獰
猛
な
人

格
状
態
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
」
と
認
定
し
た
。

（3）

殺
害
時
の
被
告
人
の
責
任
能
力
に
つ
い
て

裁
判
所
は
本
件
殺
害
時
の
被
告
人
の
精
神
状
態
に
つ
き
、「
被
告
人
は
、

被
害
者
か
ら
の
挑
発
的
な
言
動
に
よ
り
、
怒
り
の
感
情
を
抱
き
、
こ
の
よ

う
な
感
情
を
抑
制
す
る
機
能
が
弱
体
化
し
て
い
た
た
め
、
内
奥
に
秘
め
ら

れ
た
激
し
い
攻
撃
性
が
突
出
し
、被
害
者
の
殺
害
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
」

と
認
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
ま
ず
被
告
人
の
本
件
殺
害
行
為
時
の
是
非
弁

別
能
力
に
つ
き
、「
被
告
人
は
、
本
件
各
犯
行
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
で

は
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
を
十
分
に
持
っ
て
（
い
る：

括
弧
内
筆
者
）」

と
し
て
こ
れ
を
肯
定
し
、
制
御
能
力
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
被
告
人

の
経
歴
お
よ
び
本
件
各
犯
行
前
後
に
お
け
る
被
告
人
の
生
活
態
様
に
照
ら

し
て
、「
被
告
人
は
、
衝
動
の
抑
制
力
が
弱
体
化
し
て
い
た
た
め
、
制
御

能
力
が
か
な
り
減
退
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
程

度
は
、責
任
能
力
が
限
定
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
」

と
判
断
し
、
結
論
と
し
て
、
殺
害
行
為
時
点
に
関
し
て
は
被
告
人
の
完
全

責
任
能
力
を
認
め
た
。

（4）

死
体
損
壊
時
の
被
告
人
の
責
任
能
力
に
つ
い
て

裁
判
所
は
本
件
死
体
損
壊
時
の
被
告
人
の
精
神
状
態
に
つ
き
、「
解
離

性
同
一
性
障
害
に
よ
り
本
来
の
人
格
と
は
別
の
獰
猛
な
人
格
状
態
に
あ
っ

た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
」
と
指
摘
す
る
。
殺
害
時
に
お
い
て
行
為
を
統

御
し
て
い
た
意
識
す
な
わ
ち
本
来
の
人
格
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
死
体
損
壊

時
に
は
及
ん
で
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
、

殺
害
時
の
被
告
人
の
責
任
能
力
と
は
別
個
に
死
体
損
壊
時
の
責
任
能
力
に

つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
判
断
を
行
っ

た
。裁

判
所
は
被
告
人
の
本
来
の
人
格
、
す
な
わ
ち
主
人
格
に
つ
き
、「
被

告
人
に
は
、
死
体
損
壊
時
の
記
憶
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
本
来
の
人
格
と
は

別
の
人
格
状
態
の
存
在
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
」
が
故
に
「
本
来
の
人
格
は
こ
の
別
の
人
格
状
態
と
関
わ
り
を
持
っ
て

い
な
か
っ
た
」
と
認
定
し
た
。
結
果
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
根
拠
と
し

て
、「
被
告
人
は
、
そ
の
人
格
状
態
に
支
配
さ
れ
て
自
己
の
行
為
を
制
御
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す
る
能
力
を
欠
き
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
可
能
性
も
ま
た
否
定
で

き
な
い
か
ら
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
」
と
認
定
し
た
。

三．

評
釈

（1）

精
神
鑑
定
の
信
用
性

責
任
能
力
の
有
無
に
関
す
る
判
断
は
法
律
判
断
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と

な
る
生
物
学
的
要
素
お
よ
び
心
理
学
的
要
素
に
関
す
る
評
価
も
、
究
極
的

に
は
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
従
来
の
判
例
で
あ
る

（
２
）

。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
究
極
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
、「
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
の
障
害
の
有
無
及
び
程
度
並

び
に
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て

は
、そ
の
診
断
が
臨
床
精
神
医
学
の
本
分
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、

専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
意
見
が
鑑
定
等
と
し
て
証
拠
に
な
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
鑑
定
人
の
公
正
さ
や
能
力
に
疑
い
が
生
じ
た
り
、
鑑
定
の
前

提
条
件
に
問
題
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
採
用
し
な
い
合
理
的
な

事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認

定
す
べ
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
指
針
が
最
判
平
成
二
〇
年
四
月
二

五
日（

３
）

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
学
説
も
、「
精
神
障
害
の
有
無
・
程
度

の
判
断
は
極
め
て
専
門
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
が
鑑
定
に

よ
ら
な
い
で
は
十
分
な
判
断
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
鑑
定

を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
」、
裁
判
所
は
基
本
的
に
は
精
神
障
害

の
有
無
・
程
度
お
よ
び
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
の
有
無
・

程
度
に
関
し
て
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
排
除
す
る
合

理
的
な
理
由
が
な
い
限
り
は
こ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
最
高

裁
の
こ
の
指
針
を
支
持
す
る

（
４
）

。
こ
の
観
点
か
ら
本
判
決
を
見
て
み
る
と
、

本
判
決
が
「（
鑑
定
人
は：

括
弧
内
筆
者
）、
そ
の
精
神
科
医
と
し
て
の
経

歴
、
専
門
分
野
、
臨
床
経
験
等
に
照
ら
し
、
上
記
鑑
定
事
項
に
関
す
る
被

告
人
の
精
神
鑑
定
に
適
任
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
鑑
定

の
手
法
や
判
断
方
法
に
も
不
合
理
な
と
こ
ろ
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
…
鑑

定
は
十
分
に
信
用
で
き
る
」
と
し
て
、
鑑
定
を
採
用
し
た
こ
と
は
、
最
判

平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
の
示
し
た
指
針
に
則
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
同
時
に
、
本
判
決
が
、
鑑
定
人
が
捜
査
段
階
の
被
告

人
の
供
述
を
判
断
資
料
か
ら
除
外
し
て
鑑
定
を
行
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、

以
下
に
示
す
よ
う
な
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
の
特
性
に
沿
っ
た
判
断
を
行

い
、
鑑
定
人
の
判
断
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。

（2）

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
と
刑
事
責
任
判
断

本
件
に
お
い
て
刑
事
責
任
判
断
の
た
め
の
資
料
と
さ
れ
た
精
神
障
害
は

ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
と
解
離
性
同
一
性
障
害
の
二
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、
殺

害
行
為
時
に
関
し
て
判
断
の
対
象
と
な
っ
た
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
に
関
し

て
検
討
す
る
。
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
と
は
、
広
汎
性
発
達
障
害
の
一
種
で

あ
る
。
こ
の
障
害
を
患
う
者
は
、
人
の
表
情
や
ボ
デ
ィ
ー
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
と

い
っ
た
言
葉
以
外
の
対
人
交
流
の
シ
グ
ナ
ル
を
読
み
取
れ
な
い
と
い
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
障
害
や
、
抽
象
的
な
思
考
が
苦
手
で
あ
る
と

い
っ
た
想
像
力
の
障
害
を
有
し
、
ま
た
、
特
定
の
興
味
・
関
心
・
行
動
等

に
極
度
に
固
執
・
執
着
す
る
、
と
い
う
特
徴
も
有
す
る

（
５
）

。
対
人
的
相
互
性
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お
よ
び
外
界
と
の
感
情
的
交
流
に
お
い
て
質
的
な
障
害
を
有
す
る
、
と
い

う
点
で
自
閉
症
と
共
通
性
を
有
し
、
言
語
発
達
に
お
い
て
は
一
見
正
常
で

あ
る
、
と
い
う
点
が
自
閉
症
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。
知
的
能
力
に

も
基
本
的
に
は
異
常
は
な
い
、
と
さ
れ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
障

害
と
刑
事
責
任
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
富
山
地
判
平
成

一
七
年
九
月
六
日

（
６
）

・
東
京
高
判
平
成
一
三
年
八
月
二
七
日

（
７
）

・
東
京
高
判

平
成
一
九
年
八
月
九
日

（
８
）

等
が
挙
げ
ら
れ
る

（
９
）

。
こ
れ
ら
の
判
例
は
い
ず
れ
も

被
告
人
が
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
患
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
こ

の
障
害
が
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
に
影
響
を
与
え
た
、
と
の
主
張
を
排

斥
し
、
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
定
し
た
。

我
が
国
に
お
い
て
、
刑
法
学
者
が
こ
の
障
害
と
刑
事
責
任
判
断
の
関
係

に
つ
い
て
直
接
に
論
じ
た
文
献
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
十
一
元
三
・
崎
濱
盛

三
が
精
神
科
医
の
立
場
か
ら
わ
ず
か
に
論
じ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
限

り
で
あ
る
が

（
10
）

、
こ
の
障
害
が
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
か
ら
精
神
医
学
界
に

お
い
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
障
害
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
に
、
今

後
こ
の
障
害
と
刑
事
責
任
の
関
係
に
つ
い
て
判
断
を
行
う
判
例
が
増
え
る

こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
障
害
と
刑
事
責
任
判
断
の
関
係
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。

一
般
に
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
有
す
る
場
合
で
も
、
知
的
能
力
に
障
害

は
な
く
、
ま
た
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
よ
う
な
意
識
障
害
も
有
し
な
い
、
と

さ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
責
任
能
力
の
う
ち
、
弁
識
能
力
は
問
題
な
く
認
め

ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
制
御
能
力
に
関
し
て
も
、
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
障
害
を
有
す
る
場
合
に
自
己
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
為
を
制
御
す
る

能
力
に
特
段
の
問
題
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
だ
け
を
取
り
上
げ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
ス
ペ
ル
ガ

ー
障
害
は
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
、
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
点
と
し
て
、
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
障
害
を
患
う
者
は
、
物
事
の
「
社
会
的
意
味
」
を
認
識
す
る
こ
と
に

困
難
を
抱
え
て
い
る
、
と
い
う
点
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
十
一
・
崎
濱
は

「
一
度
、
関
心
が
反
社
会
的
領
域
に
向
い
た
場
合
に
は
、
犯
行
促
進
的
な

刺
激
に
誘
導
さ
れ
や
す
く
、
社
会
的
感
覚
に
よ
る
抑
止
作
用
も
働
き
に
く

い
た
め
…
事
件
本
人
の
有
す
る
障
害
に
よ
り
、
犯
罪
実
現
化
が
促
さ
れ
易

い
状
態
に
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
汎
性
発
達
障
害
に
よ

る
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
よ
り
、
彼
ら
は
障
害
の
な
い
者
と
比
べ
、
犯
罪

行
為
の
抑
止
上
、
不
利
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
責
任
能
力
は
完
全
で
は

な
い
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
11
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
障
害
は
責
任
能
力
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
十

一
・
崎
濱
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
障
害
に
よ
っ
て
「
犯
罪
実
現
化
が
促

さ
れ
易
い
」
状
態
が
惹
起
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
障
害
が
特
に
制
御

能
力
に
関
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た

い
。本

判
例
に
お
い
て
裁
判
所
は
被
告
人
に
つ
き
「
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
に

よ
っ
て
…
衝
動
を
制
御
す
る
機
能
が
弱
い
状
態
に
あ
っ
た
」
と
認
定
し
つ

つ
も
、
事
件
前
後
の
被
告
人
の
言
動
等
を
総
合
考
慮
し
て
、「
被
告
人
は
、

衝
動
の
抑
制
力
が
弱
体
化
し
て
い
た
た
め
、
制
御
能
力
が
か
な
り
減
退
し
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て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
程
度
は
、
責
任
能
力
が
限

定
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。
こ

れ
は
、
被
告
人
が
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
患
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も

完
全
責
任
能
力
を
認
め
る
従
来
の
判
例
の
判
断
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る

と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
制
御
能
力
に
つ
き
「
減
退
は
し

て
い
た
が
、
責
任
能
力
が
限
定
さ
れ
る
ほ
ど
著
し
い
も
の
と
ま
で
は
言
え

な
い
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
の

態
様
に
よ
っ
て
は
責
任
能
力
に
影
響
を
与
え
る
場
合
も
あ
り
得
る
、
と
の

方
向
性
に
含
み
を
持
た
せ
た
も
の
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
判
例
の

動
向
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。

（3）

解
離
性
同
一
性
障
害
と
刑
事
責
任
判
断

続
い
て
、
死
体
損
壊
時
に
お
け
る
被
告
人
の
精
神
状
態
は
、
解
離
性
同

一
性
障
害
の
影
響
下
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
以
前
の
時
点
に

お
け
る
精
神
状
態
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
裁
判
所
は
、
死
体

損
壊
時
に
お
け
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
に
つ
き
、
殺
害
時
点
に
お
け
る
も

の
と
は
別
個
に
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
解
離
性
同
一
性
障
害

（D
issociative

Identity
D

isorder

）
と
は
、
以
前
は
多
重
人
格
障
害
と
呼

ば
れ
た
精
神
障
害
の
一
種
で
、
一
人
の
人
間
の
中
に
、
行
為
を
統
御
す
る

複
数
の
意
識
、
す
な
わ
ち
人
格
状
態
（personality

）
と
呼
ば
れ
る
複
数

の
意
識
が
存
在
す
る
障
害
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
は
、
そ
れ
ぞ

れ
が
別
個
の
記
憶
・
同
一
性
を
有
し
、交
互
に
患
者
の
行
為
を
統
御
す
る
。

そ
し
て
、
あ
る
人
格
状
態
下
に
あ
る
者
は
、
他
の
人
格
状
態
下
で
経
験
し

た
事
柄
に
つ
き
想
起
で
き
な
い

（
12
）

。
通
常
そ
の
人
の
行
為
を
統
御
し
て
い
る

人
格
状
態
の
こ
と
を
主
人
格
（host

personality

）、
そ
れ
以
外
の
人
格
状

態
の
こ
と
を
副
人
格
（alter

personality

）
と
い
う
。
裁
判
所
は
、
ア
ス

ペ
ル
ガ
ー
障
害
を
基
盤
と
す
る
被
告
人
本
来
の
人
格
を
主
人
格
と
認
定

し
、
殺
害
時
点
に
お
い
て
は
こ
の
人
格
状
態
が
行
為
を
統
御
し
て
い
た
の

に
対
し
、
死
体
損
壊
時
点
に
お
い
て
は
、
殺
害
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
契

機
と
し
て
副
人
格
が
出
現
し
、
こ
の
人
格
状
態
が
行
為
を
統
御
し
て
い
た

と
認
定
し
た
。

解
離
性
同
一
性
障
害
と
刑
事
責
任
判
断
の
関
係
が
問
題
と
な
る
主
要
な

点
は
、
本
件
死
体
損
壊
行
為
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
本
来
の
人
格
で
あ
る

と
こ
ろ
の
主
人
格
が
副
人
格
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
当
該
行
為
を

弁
識
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
何
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
有
し
て
い
な
い
場
合

に
、
主
人
格
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
被
告
人
に
対
し
て
全
体
と

し
て
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
行
為
を
行
っ
た
の
は
副
人
格
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

裁
判
を
受
け
、
刑
を
科
さ
れ
る
の
は
主
人
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告

人
が
解
離
性
同
一
性
障
害
を
患
っ
て
い
る
こ
と
自
体
で
免
責
が
問
題
と
さ

れ
得
る
の
で
は
な
く
、
障
害
が
具
体
的
に
発
症
し
て
い
る
時
点
、
す
な
わ

ち
主
人
格
が
行
為
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
い
、
副
人
格
が
行
為
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
る
時
点
に
お
い
て
行
わ
れ
た
行
為
に
関
し
て
初
め
て
、
免

責
が
問
題
と
さ
れ
得
る

（
13
）

。
筆
者
は
以
前
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る

被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
が

（
14
）

、
そ
の
中
で
筆
者

は
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
つ
き
、
（一）

無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
（innocent

alter
approach

）
と
呼
ば
れ
る
、
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行
為
時
に
行
為
を
統
御
し
て
い
た
の
が
主
人
格
で
あ
る
か
副
人
格
で
あ
る

か
に
関
わ
り
な
く
、
解
離
性
同
一
性
障
害
と
い
う
精
神
障
害
の
存
在
の
み

を
根
拠
と
し
て
被
告
人
に
刑
事
責
任
を
帰
責
す
る
こ
と
を
常
に
否
定
す
る

判
断
方
法

（
15
）

、
（二）

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
（host

approach

も
し
く
は

global
approach

）
と
呼
ば
れ
る
、
行
為
時
に
主
人
格
が
行
為
に
関
し
て

弁
識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
に
着
目
し
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ

る
場
合
に
は
被
告
人
に
刑
事
責
任
を
帰
責
す
る
こ
と
を
全
体
と
し
て
否
定

す
る
判
断
方
法
、
（三）

個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
（perpetrating

alter

approach

も
し
く
はspecific

alter
approach

）
と
呼
ば
れ
る
、
行
為
時

に
行
為
を
統
御
し
て
い
た
人
格
状
態
に
着
目
し
、
こ
の
人
格
状
態
が
行
為

に
関
す
る
弁
識
・
制
御
能
力
を
失
っ
て
い
た
場
合
に
の
み
被
告
人
に
刑
事

責
任
を
帰
責
す
る
こ
と
を
全
体
と
し
て
否
定
す
る
判
断
方
法
、
の
三
つ
が

あ
る
、
と
分
類
し
た
。
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
各
人
格
状
態
を
別

個
の
人
間
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
捉
え
、
身
体
は
一
つ
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
人
の
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
を
複
数
の
人
間
の

集
合
体
と
見
な
す
。
こ
れ
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
と
個
別
人

格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
身
体
が
一
つ
で
あ
る
が
故
に
一
人
の
解
離
性
同
一
性

障
害
患
者
は
一
人
の
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被

告
人
の
刑
事
責
任
に
関
す
る
判
断
が
示
さ
れ
た
判
例
と
し
て
は
、
本
件
事

案
の
他
、
神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
・
名
古
屋
地
判
平
成
一
七

年
三
月
二
四
日
・
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
二
月
六
日
が
あ
る

（
16
）

。
こ
の
う
ち
、

神
戸
地
判
お
よ
び
名
古
屋
地
判
は
、
副
人
格
が
行
為
を
行
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
行
為
を
行
っ
た
副
人
格
が
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
根

拠
と
し
て
、
被
告
人
に
対
し
て
全
体
と
し
て
責
任
能
力
を
認
め
た
。
こ
れ

は
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る

（
17
）

。
こ
れ
に
対
し
、
本
判
決
は
、
副
人
格
が
行
為
を
統
御
し
て
い

た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
行
為
時
に
行
為
を
支
配
し
て
い
た
副
人
格
が
弁

識
・
制
御
能
力
を
有
し
て
い
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
被
告
人

の
責
任
能
力
を
全
体
と
し
て
否
定
し
た
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー

チ
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

に
、
裁
判
所
の
判
断
も
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
本

来
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
は
ど
の
よ
う
に

判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
以
前
拙
稿
で
示
し
た
私
見

を
紹
介
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
本
判
例
を
評
釈
す
る
。

先
に
示
し
た
三
つ
の
判
断
方
法
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
も
そ
も
被
告

人
は
何
人
な
の
か
、
と
い
う
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

人
の
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
は
、
身
体
は
一
つ
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
複
数
の

人
間
の
集
合
体
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
述
べ

る
よ
う
に
、
身
体
が
一
つ
で
あ
る
以
上
、
一
人
の
解
離
性
同
一
性
障
害
患

者
た
る
被
告
人
、
と
見
な
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
身
体
と

精
神
の
個
数
の
関
係
に
関
し
て
は
、
人
格
同
一
性
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ

を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
18
）

。
人
格
同
一
性
の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
の
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二
つ
の
立
場
が
存
在
す
る
。
ま
ず
一
つ
に
は
、
人
格
同
一
性
の
問
題
を

「
あ
る
時
点
に
お
け
る
Ａ
１
と
別
の
時
点
に
お
け
る
Ａ
２
は
同
一
人
物
な

の
か
そ
れ
と
も
別
人
な
の
か
」と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
す
な
わ
ち
、
文
脈
に

先
立
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
基
準
は
何
時
如
何
な
る
場
面

に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
格
同
一
性
の
基

準
に
関
し
て
、「
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
い

（
19
）

」
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

人
格
同
一
性
と
は
、
あ
る
事
象
を
「
そ
の
人
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
帰

属
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
基
準
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
基
準
は
あ
ら
ゆ

る
場
面
に
お
い
て
適
用
可
能
な
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
文
脈
に
応
じ

て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
点
に
関
し
、
後
者
の
立

場
を
採
る
。
以
下
、
本
稿
と
の
関
連
に
お
い
て
、
刑
事
責
任
を
帰
責
す
る

た
め
に
、
行
為
時
の
行
為
者
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
が
有
し
て
い

る
べ
き
人
格
同
一
性
の
基
準
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら

考
察
を
進
め
る
。
人
格
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て
は
、
大
別
す
る
と
①
物

体
と
し
て
の
身
体
も
し
く
は
そ
の
一
部
の
器
官
を
基
準
と
す
る
身
体
的
基

準
説
、②
記
憶
・
性
格
等
の
心
理
的
要
素
を
基
準
と
す
る
心
理
的
基
準
説
、

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
先
に
述
べ
た
三
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
整
理
す
る
と
、
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
格
同
一
性

に
関
し
②
心
理
的
基
準
説
に
の
み
依
拠
し
、
身
体
が
一
つ
し
か
存
在
し
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
な
わ
ち
身
体
的
基
準
か
ら
見
れ
ば
一
人
の
人
し

か
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理
的
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る

同
一
性
を
有
す
る
存
在
が
複
数
存
在
す
る
が
故
に
、
解
離
性
同
一
性
障
害

患
者
た
る
被
告
人
を
複
数
人
の
集
合
体
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
・
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
共
に
、「
何

人
で
あ
る
か
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
け
る
人
格
同
一
性
の
基
準
に
関
し
て

は
①
身
体
的
基
準
説
に
依
拠
し
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人

を
、
身
体
が
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
が
故
に
、
あ
く
ま
で
一
人
の
人
、
と

捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
刑
事
帰
責
の
た
め
に

要
求
さ
れ
る
人
格
同
一
性
の
基
準
は
「
何
人
で
あ
る
か
」
と
い
う
レ
ベ
ル

の
基
準
と
同
じ
で
よ
く
、
行
為
時
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
人
格
状
態
に
心

理
的
同
一
性
が
な
く
と
も
、
行
為
時
の
人
格
状
態
（
副
人
格
）
が
責
任
能

力
を
有
し
て
い
れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
刑
事
帰
責
の
た
め
に
は
、「
何
人
で
あ
る
か
」
と
い
う
レ

ベ
ル
の
人
格
同
一
性
の
基
準
（
身
体
的
同
一
性
）
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

刑
事
帰
責
の
た
め
、
す
な
わ
ち
「
被
告
人
に
刑
罰
を
科
す
」
た
め
に
は
、

心
理
的
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
心
理
的
同
一
性
が
さ
ら
に
要
求
さ
れ

る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
た
上
で
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る

被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
の
た
め
に
は
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
切
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
、
筆
者
は
ま
ず
無
実
の

人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
、
こ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

考
え
る（

20
）

。
で
は
、
こ
の
前
提
の
上
で
、
残
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー

チ
・
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
の
内
、
よ
り
適
切
な
の
は
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
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て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
たR

obert
F.

Schopp

の
「
有
責
な

行
為
者
の
理
論
は
、
有
責
な
行
為
者
を
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

（
21
）

」
と
の
指

摘
は
傾
聴
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
、

「
有
責
な
行
為
者
を
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
」
刑
罰
の
正
当
化
根
拠
、
と
い
う
規
範
的
な
議
論
の
観
点

か
ら
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
問
題
意
識
の
下
、
拙
稿
・
前

掲
注
（
14
）「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
」
に
お
い
て
、
刑
罰
の
正
当

化
根
拠
の
観
点
か
ら
、
各
正
当
化
根
拠
に
お
い
て
、
行
為
時
と
裁
判
時
・

受
刑
時
の
被
告
人
の
間
に
は
い
か
な
る
同
一
性
が
要
求
さ
れ
る
か
、
と
い

う
問
題
に
関
し
て
考
察
を
行
っ
た
。
以
下
、
私
見
を
概
説
す
る
が
、
そ
の

前
に
ま
ず
、刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
議
論
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

刑
罰
の
正
当
化
根
拠
の
議
論
は
、
大
別
す
る
と
、
過
去
に
行
為
者
が
犯
し

た
犯
罪
行
為
に
対
す
る
道
義
的
非
難
と
し
て
刑
罰
を
正
当
化
す
る
応
報
刑

論
と
、
刑
罰
が
、
将
来
犯
罪
が
犯
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
を
有
す
る

が
ゆ
え
に
そ
れ
を
科
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
す
る
目
的
刑
論
に
大

別
す
る
こ
と
が
で
き
、
目
的
刑
論
は
そ
の
機
能
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
、
一

般
予
防
論
と
特
別
予
防
論
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
予
防
は
、

刑
罰
に
よ
る
一
般
人
に
対
す
る
威
嚇
を
そ
の
内
容
と
す
る
消
極
的
一
般
予

防
と
、
刑
罰
を
通
じ
た
一
般
人
の
規
範
意
識
の
覚
醒
・
強
化
を
内
容
と
す

る
積
極
的
一
般
予
防
に
分
類
さ
れ
る
。
さ
ら
に
消
極
的
一
般
予
防
は
、
刑

罰
法
規
に
お
け
る
刑
罰
の
予
告
に
よ
り
全
て
の
一
般
人
を
威
嚇
し
犯
罪
か

ら
遠
ざ
け
る
事
前
威
嚇
の
機
能
と
、
被
告
人
へ
の
刑
の
宣
告
お
よ
び
執
行

を
通
し
て
、
被
告
人
以
外
の
一
般
人
を
威
嚇
し
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
見
せ

し
め
の
機
能
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。最
後
に
特
別
予
防
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
刑
の
執
行
を
通
じ
て
受
刑
者
を
社
会
か
ら
隔
離
し
、
再
犯
の
機
会

を
失
わ
せ
る
隔
離
機
能
と
、
刑
の
宣
告
・
執
行
を
通
じ
て
被
告
人
＝
受
刑

者
の
規
範
意
識
を
覚
醒
さ
せ
、
再
び
犯
罪
に
陥
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
教

育
・
改
善
の
機
能
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
分
類
に
基

づ
い
て
、
私
見
を
紹
介
す
る
。

応
報
に
関
し
て
必
要
と
さ
れ
る
人
格
同
一
性
と
は
す
な
わ
ち
、
記
憶
の

可
能
性
を
基
準
と
す
る
心
理
的
同
一
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
の
行

為
に
対
し
て
被
告
人
に
道
義
的
非
難
を
加
え
る
た
め
に
は
、
被
告
人
が
過

去
の
行
為
を
「
自
分
の
も
の
」
と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
特
別
予
防
の
教
育
・
改
善
機
能
か
ら
も
要
求

さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
機
能
の
た
め
に
は
、
被
告
人
＝
受
刑
者
が
自

発
的
に
自
己
を
改
善
し
よ
う
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

が
、
過
去
の
行
為
を
「
自
分
の
行
為
」
と
し
て
把
握
で
き
な
け
れ
ば
、
こ

の
自
発
的
な
動
機
付
け
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
消
極
的
一
般

予
防
の
内
の
事
前
威
嚇
機
能
に
関
し
て
は
、
行
為
選
択
時
点
に
お
い
て
、

将
来
自
分
が
心
理
的
同
一
性
を
保
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
予
測
で
き

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
が
な
い
場
合
、
行
為
者
は
将

来
被
る
か
も
し
れ
な
い
刑
罰
を
快
・
不
快
計
算
の
資
料
と
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
22
）

。
続
い
て
消
極
的
一
般
予
防
の
う
ち
の
見
せ
し
め
の
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機
能
に
つ
い
て
は
、
こ
の
機
能
の
た
め
に
必
要
な
の
は
「
犯
罪
行
為
を
行

っ
た
者
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
一
般
人
が
被
告
人
の
処

罰
を
通
じ
て
外
形
的
に
見
て
取
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
身
体
的
同
一
性

の
み
が
要
求
さ
れ
る
。
続
い
て
、
積
極
的
一
般
予
防
論
に
つ
い
て
は
ど
う

か
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
行
為
者
の
負
担
に
お
い
て
社
会
の
規
範
の
動
揺

を
鎮
め
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
身
体
的
同
一
性
の
必
要
性
が
導
き
出
さ

れ
、
そ
れ
以
上
の
心
理
的
同
一
性
の
必
要
性
は
導
か
れ
得
な
い

（
23
）

。
最
後
に
、

特
別
予
防
の
内
の
隔
離
機
能
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
機
能

の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
の
は
、
犯
罪
的
傾
向
を
有
す
る
物
体
と
し
て
の
身

体
を
社
会
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
的
同
一
性
の

み
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
概
括
に
従
っ
て
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事

責
任
判
断
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
行
為
時
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人

が
身
体
的
同
一
性
の
み
を
有
し
て
い
れ
ば
良
い
と
す
る
個
別
人
格
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
副
人
格
が
行
っ
た
行
為
に
関
す
る
解
離
性
同
一
性
障
害
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
し
、
行
為
時
と
裁
判
時
・
受
刑
時
の
被
告
人
の
間
に
身
体
的
同

一
性
の
み
な
ら
ず
心
理
的
同
一
性
の
存
在
を
も
必
要
で
あ
る
と
す
る
グ
ロ

ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
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
、
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
を
全
体
と
し
て

処
罰
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
、
と
整
理
し
た

（
24
）

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
の
い
ず
れ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
す
な
わ
ち
刑
罰
の
正
当
化

根
拠
を
何
に
求
め
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
で
は
、
副
人
格
が
行
為
を
行
い
、
本
来
被
告
人
自
身
と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
の
主
人
格
は
当
該
行
為
に
全
く
関
与
し
て
い
な
い
場
合
、
い
か

な
る
根
拠
を
持
っ
て
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の
処
罰
を
正

当
化
し
、
も
し
く
は
否
定
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
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
機
能
、
積
極
的
一
般
予
防
的
機
能
お
よ
び
特
別
予
防
の
隔
離

的
機
能
の
い
ず
れ
も
が
、
社
会
の
利
益
の
み
を
そ
の
目
的
と
し
て
お
り
、

当
該
被
告
人
の
処
罰
が
そ
の
目
的
に
資
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
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
。
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
、倫
理
的
非
難
と
し
て
の
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
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

（
25
）

、
と
い
う
結
論
に
な
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
、
裁
判
主
体
・

受
刑
主
体
と
な
る
と
こ
ろ
の
主
人
格
が
当
該
犯
罪
行
為
を
自
己
の
行
為
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
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あ
る
、
と
い
う
刑
罰
の
本
質
に
適
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
私
見
の
立
場
か
ら
本
判
決
を
検
討
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に

評
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
判
決

は
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
れ
は
私
見
と
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
け

る
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
に
お
い
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
適
切
な
判
断
方
法
を
初
め
て
採
用
し
た

も
の
と
し
て
、
十
分
に
評
価
で
き
る
。
た
だ
し
、
本
判
決
に
は
な
お
解
決

す
べ
き
で
あ
っ
た
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
個

別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る

積
極
的
な
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
解
離
性
同
一
性
患
者
に
つ

き
、「
人
格
が
交
替
す
る
ご
と
に
別
個
の
個
人
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

く
、
一
個
の
個
人
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
個
人
の
犯
行
時

の
精
神
状
態
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
能
力
を
判
断
す
べ
き
で
あ

（
る：

括
弧
内
筆
者

（
26
）

）」
と
い
う
根
拠
を
示
し
て
個
別
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
を

採
用
し
て
き
た
我
が
国
の
判
例
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
し
、

グ
ロ
ー
バ
ル
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
単
に
主
人
格
が
当
該

行
為
時
の
記
憶
を
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
、
さ
ら

な
る
根
拠
付
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
本
件
事
案
は
控
訴
さ
れ
て
い
る
。
控

訴
審
の
判
断
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四．

結
語

こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
判
例
は
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
お

よ
び
解
離
性
同
一
性
障
害
と
刑
事
責
任
判
断
の
各
関
係
と
い
う
、
新
た
な

議
論
の
可
能
性
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
両
障
害
と
も
、
比
較
的
近
年
に

な
っ
て
そ
の
存
在
が
認
知
さ
れ
て
き
た
精
神
障
害
で
あ
り
、
今
後
こ
れ
ら

の
精
神
障
害
と
刑
事
責
任
判
断
の
関
係
を
扱
う
裁
判
例
が
増
え
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
各
問
題
点
に
つ
き
議
論
を
深

め
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
と

刑
事
責
任
判
断
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
患
者
に
お
い
て

問
題
と
な
る
、
物
事
の
「
社
会
的
意
味
」
の
認
識
が
、
弁
識
・
制
御
能
力

と
い
か
な
る
関
係
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
点
は
、
そ
も
そ
も
責
任
非
難
に

お
い
て
弁
識
・
制
御
能
力
が
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

（
１
）

判
時
二
〇
二
三
号
一
五
八
頁
以
下
。

（
２
）

最
決
昭
和
五
八
年
九
月
一
三
日
判
時
一
一
〇
〇
号
一
五
六
頁
以
下
。

（
３
）

刑
集
六
二
巻
五
号
一
五
五
九
頁
。
こ
の
判
決
を
評
釈
し
た
も
の
と
し
て
、

安
田
拓
人
「
責
任
能
力
の
法
的
判
断
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
号
（
二

〇
〇
九
）
九
三
頁
以
下
。
前
田
巌
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
七
号
（
二
〇
〇

八
）
一
一
四
頁
以
下
。
笹
倉
香
奈
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
四
四
号
（
二
〇
〇

八
）
一
三
六
頁
等
。

（
４
）

た
と
え
ば
、
安
田
・
前
掲
注
（
３
）
九
六
頁
。

（
５
）

ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
（
高
橋
三
郎
・
大
野
裕
・
染
谷
俊
幸
訳
）『
Ｄ

Ｓ
Ｍ-
4-
Ｔ
Ｒ
　
精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
新
訂
版
』（
二
〇
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〇
四
・
医
学
書
院
）
九
一
頁
以
下
（
原
書：

A
m

erican
P

sychiatric

A
ssociation,

D
iagnostic

and
Statistical

M
anual

of
M

ental
D

isorder-

Forth
E

dition-T
ext

R
evision

）。
こ
の
障
害
に
関
し
て
は
様
々
な
文
献
が

存
在
す
る
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
際
に
参
考
と
し
た
も
の
と
し
て
ト
ニ

ー
・
ア
ト
ウ
ッ
ド
（
富
田
真
紀
・
内
山
登
紀
夫
・
鈴
木
正
子
訳
）『
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
―
―
親
と
専
門
家
の
た
め
に
―
―
』（
一
九

九
九
・
東
京
書
籍
）（
原
書：

Tony
A

ttw
ood,

A
sperger's

Syndrom
e

―

―A
G

uide
for

Parents
and

Professionals

）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
６
）

こ
の
判
決
本
文
は
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
を

通
し
て
入
手
可
能
で
あ
る
。

（
７
）

東
京
高
判
時
五
二
巻
刑
四
二
頁
以
下
。

（
８
）

東
京
高
判
時
五
八
巻
刑
五
九
頁
以
下
。

（
９
）

ま
た
、
未
成
年
の
事
例
で
あ
り
、
成
人
の
刑
事
責
任
判
断
を
直
接
に
扱

っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
障
害
を
患
う
少
年
に
よ
る
司
法
事
例
を
報

告
し
た
も
の
と
し
て
、
十
一
元
三
・
崎
濱
盛
三
「
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
障
害
の

司
法
事
例
―
―
性
非
行
の
形
式
と
動
因
の
分
析
―
―
」
精
神
神
経
学
雑
誌

一
〇
四
巻
七
号
（
二
〇
〇
二
）
五
六
一
頁
以
下
が
あ
る
。

（
10
）

前
掲
注
（
９
）
五
七
九
〜
五
八
〇
頁
。

（
11
）

前
掲
注
（
９
）
五
八
〇
頁
。

（
12
）

前
掲
注
（
５
）『
Ｄ
Ｓ
Ｍ-

4-

Ｔ
Ｒ
』
五
〇
六
頁
以
下
。

（
13
）

た
だ
し
、
後
述
の
無
実
の
人
格
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
判
断
方
法
に

よ
れ
ば
、
行
為
を
行
っ
た
の
が
主
人
格
か
副
人
格
か
に
拘
ら
ず
、
解
離
性

同
一
性
障
害
の
存
在
そ
れ
自
体
が
免
責
の
根
拠
と
な
り
得
る
。

（
14
）

上
原
大
祐
「
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
一
考
察

―
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
―
―
」
広
島
法
学
二
七
巻

四
号
（
二
〇
〇
四
）
一
八
五
頁
以
下
、
同
「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性

―
―
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
―
―
（
一
）（
二
・
完
）」
広
島
法
学
三

二
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
）
九
七
頁
以
下
、
三
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
）
一

五
頁
以
下
。
そ
の
他
、
我
が
国
に
お
い
て
刑
法
学
者
が
こ
の
問
題
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
川
口
浩

一
「
多
重
人
格
と
責
任
能
力
」
犯
罪
と
刑
罰
一
一
号
（
一
九
九
五
）
九
九

頁
以
下
、
同
「
解
離
性
同
一
性
障
害
（
多
重
人
格
）
と
刑
事
責
任
―
―
わ

が
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
―
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
一
一
巻
二
号
（
一

九
九
八
）
一
頁
以
下
。
野
阪
滋
男
「
精
神
障
害
と
責
任
能
力
―
―
主
と
し

て
多
重
人
格
障
害
に
つ
い
て
―
―
」『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第

二
巻
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
』（
二
〇
〇
〇
・
成
文
堂
）
三
四
一
頁
以

下
。
佐
久
間
修
「
現
代
社
会
と
刑
法
（
一
六
）
補
論
（
一
）
責
任
能
力
の

判
定
基
準
を
め
ぐ
る
判
例
の
動
向
―
―
多
重
人
格
者
に
よ
る
連
続
幼
女
誘

拐
・
殺
人
事
件
を
素
材
と
し
て
―
―
」
季
刊
現
代
警
察
八
八
号
（
二
〇
〇

〇
）
七
〇
頁
以
下
等
。

（
15
）

た
だ
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
全
て
の
人
格
状
態
が
当
該
犯
罪
行
為

に
関
与
し
て
い
た
場
合
に
は
、
被
告
人
に
全
体
と
し
て
刑
事
責
任
を
帰
責

す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。

（
16
）

神
戸
地
判
・
名
古
屋
地
判
の
各
判
決
原
文
は
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
判
例
検
索
シ
ス
テ
ム
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る
。
東
京
地
判
平
成
二
〇
年

二
月
六
日
の
判
決
原
文
は
現
在
の
と
こ
ろ
公
刊
物
未
登
載
で
あ
る
。
ま
た
、

神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
に
関
し
て
は
、
筆
者
が
以
前
判
例
研

究
を
公
表
し
た
（「
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者
の
責
任
能
力
判
断
―
―
神
戸

地
裁
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
判
決
（
平
成
一
四
年
（
わ
）
九
一
六
号
強
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盗
致
傷
被
告
事
件
）
―
―
」
広
島
法
学
三
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
）
一
一

三
頁
以
下
）。

（
17
）

た
だ
し
、
名
古
屋
地
判
に
関
し
て
は
、
前
述
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に

含
ま
れ
な
い
、
別
種
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
は
拙
稿
に
て
以
前
指
摘
し
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
・
前
掲
注

（
14
）「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
一
）」
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
。

（
18
）

筆
者
は
以
前
拙
稿
の
中
で
、
こ
の
観
点
か
ら
解
離
性
同
一
性
障
害
患
者

た
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
判
断
の
問
題
を
整
理
し
た
。
特
に
、
拙
稿
・
前

掲
注
（
14
）「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）」
二
十
二
頁
以

下
。

（
19
）

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
。

（
20
）

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
14
）「
解
離
性
同
一

性
障
害
患
者
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
二
〇
〇
〜
二
〇
一
頁
、
同

「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）」
一
九
〜
二
〇
頁
。

（
21
）

R
obert

F
.

Schopp,
M

ultiple
P

ersonality
D

isorder,
A

ccountable

A
gency,and

C
rim

inal
A

cts,
Southern

C
alifornia

Interdiciplinary
L

aw

Journal
V

ol.
10 ,

Issue2 ,
S

pring
2001 ,

at
317 .

筆
者
は
拙
稿
の
中
で

S
chopp

の
議
論
の
要
約
を
行
っ
て
い
る
。
拙
稿
・
前
掲
注
（
14
）「
刑
事

責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）」
一
六
〜
一
九
頁
。

（
22
）

た
だ
し
、
筆
者
は
刑
罰
の
事
前
威
嚇
の
機
能
は
、
当
該
被
告
人
を
処
罰

す
る
直
接
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
、
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
・
前

掲
注
（
14
）「
刑
事
責
任
と
人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）」
三
一
頁
。

（
23
）

一
般
予
防
の
見
せ
し
め
機
能
お
よ
び
積
極
的
一
般
予
防
機
能
に
お
い
て

も
、
応
報
的
観
点
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
り
得
る

が
、
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
文
脈
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
人
格
同
一

性
の
基
準
は
あ
く
ま
で
第
三
者
的
見
地
か
ら
見
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
こ
の
見
地
か
ら
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
の
身
体
的
同
一
性
の
み
で
足
り

る
、
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
・
前
掲
注
（
14
）
三
〇
〜
三
二
頁
。

（
24
）

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
14
）「
刑
事
責
任
と

人
格
の
同
一
性
（
二
・
完
）」
三
四
〜
三
五
頁
。

（
25
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
・
第
三
版
』（
一
九
九
〇
・
創
文
社
）
四

六
八
〜
四
六
九
頁
。
ま
た
、
刑
罰
を
同
じ
く
倫
理
的
非
難
と
し
て
捉
え
る

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
も
、
同
様
の
見
解
を
示
す
（A

rth
u

r

K
a

u
fm

a
n

n
,

D
as

S
ch

u
ld

p
rin

zip
.

E
in

e
strafrech

tlich
-rech

ts

Philosophische
U

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

（
邦
訳：

ア
ル
ト

ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
甲
斐
克
則
訳
）『
責
任
原
理
―
―
刑
法
的
・
法
哲

学
的
研
究
―
―
』（
二
〇
〇
〇
・
九
州
大
学
出
版
会
）
二
八
四
頁
））。

（
26
）

神
戸
地
判
平
成
一
六
年
七
月
二
八
日
・
前
掲
注
（
16
）。


