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Ｃ

日
本
に
お
け
る
意
思
自
由
に
関
す
る
学
説

ａ

木
村
亀
二

日
本
で
は
、
牧
野
英
一
と
並
ぶ
、
近
代
学
派
の
領
袖
の
一
人
で
あ
る
木
村
亀
二
（
一
八
九
七
｜
一
九
七
二
）
が
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
の
刑
法
理
論
の
集
大
成
で
あ
る
『
刑
法
総
論
』（
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
意
思
自
由
の
問
題
を
論
じ
た
。
自
由
意

思
と
は
、「
具
体
的
事
情
の
下
に
お
い
て
一
つ
の
行
為
を
意
欲
す
る
代
り
に
他
の
行
為
を
意
欲
す
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
、

選
択
の
自
由
（W

a
h
lfreih

eit
）
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
意
思
は
、「
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
ず
、
自
己
自
ら
、
自

己
自
身
に
お
い
て
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
自
発
的
意
思
で

65
）

あ
る
」。
責
任
と
い
う
の
は
、「
意
思
が
無
原
因
で
あ
り
、
選
択
の
自
由
を
有
し
他

の
決
意
が
可
能
（K

o
n
n
en

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
他
の
決
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
し
な
い
こ
と
、
換
言
す
る
と
、
当

為
（S

o
llen

）
に
反
し
、
義
務
に
違
反
す
る
（p

flich
tw
id
rig

）
と
い
う
こ
と
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
意
思
が
無
原
因
で
あ
り
、
他

の
も
の
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
な
く
、
…
…
自
由
意
思
を
認
め
な
け
れ
ば
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
る

非
決
定
論
は
、
自
由
意
思
の
概
念
に
お
け
る
他
の
決
意
可
能
性
と
い
う
場
合
の
『
可
能
性
』
に
含
ま
れ
た
事
実
的
可
能
性
（K

o
n
n
en

）
と

規
範
的
可
能
性
（S

o
llen

）
を
混
同
し
た
も
の
」
で

66
）

あ
る
。
自
由
意
思
が
決
定
さ
れ
な
い
意
思
だ
と
す
る
と
、
刑
罰
を
加
え
る
こ
と
に
よ
る

特
別
予
防
の
効
果
も
、
刑
罰
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
る
一
般
予
防
効
果
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、「
刑
罰
に
よ
っ
て
、
応

報
で
あ
れ
、
改
善
・
教
育
で
あ
れ
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
り
、
…
…
こ
れ
に
対
し
て
、
科
学
的
決
定
論
の
見
地
か

ら
は
意
思
が
因
果
的
に
決
定
さ
れ
る
と
解
す
る
が
故
に
刑
罰
に
よ
っ
て
こ
れ
に
影
響
を
与
え
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
わ

ね
ば
な
ら

67
）

な
い
」。

論 説

⑴

ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
概
念
の
変
遷

Ａ

歴
史
的
経
緯

（
以
上
本
号
）
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木
村
は
、
科
学
的
決
定
論
は
自
然
科
学
的
決
定
論
だ
け
で
な
く
歴
史
的
決
定
論
を
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
自
然
科
学
的

決
定
論
で
は
、「
事
物
の
個
性
が
抽
象
せ
ら
れ
人
間
意
思
も
亦
因
果
関
係
の
通
過
点
と
し
て
の
自
然
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
環
た
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
歴
史
的
決
定
論
で
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
持
っ
た
事
物
の
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
一
回
的
な
因
果
関
係
が
支
配
し
、
そ
の
因
果

関
係
に
お
い
て
原
因
と
結
果
は
同
一
で
な
く
異
る
が
故
に
、
結
果
は
原
因
に
対
し
て
常
に
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
と
解
せ
ら
れ
、
従
っ

て
、
人
間
的
意
思
も
亦
歴
史
的
に
決
定
せ
ら
れ
な
が
ら
常
に
創
造
的
に
作
用
す
る
も
の
と
理
解
さ

68
）

れ
る
」。
そ
し
て
、「
決
定
論
の
意
思
は

経
験
的
世
界
に
お
い
て
遺
伝
と
環
境
、
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
の
下
に
決
定
せ
ら
れ
な
が
ら
、
自
然
法
則
に
常
に
支
配
せ
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
自
由
に
、
従
っ
て
、
因
果
関
係
を
支
配
・
統
制
し
な
が
ら
、
歴
史
的
・
創
造
的
に
作
用
し
得
る
と
こ
ろ
の

69
）

意
思
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
然
科
学
的
決
定
論
に
従
っ
て
常
に
自
然
法
則
に
従
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
と
す
る
と
規
範
と
し
て
の
刑
法
を
設
定
す

る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
歴
史
的
決
定
論
に
従
っ
て
、
意
思
が
そ
の
個
性
に
よ
っ
て
自
然
法
則
の
下
に
全

面
的
に
決
定
せ
ら
れ
ず
、
常
に
あ
る
程
度
の
法
則
か
ら
の
自
由
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
思
は
因
果
的
に
決
定
せ
ら
れ
な
が
ら
も
規

範
に
従
っ
て
決
定
す
る
可
能
性

70
）

を
有
」
す
る
。

ｂ

團
藤
重
光

次
い
で
、
尾
高
朝
雄
教
授
追
悼
論
文
集
『
自
由
の
法
理
』（
一
九
六
三
年
）
掲
載
の
團
藤
重
光
の
論
文
と
平
野
龍
一
の

論
文
が
そ
れ
ら
の
対
照
性
の
故
に
学
界
の
注
目
を
惹
い
た
。
團
藤
重
光
（
一
九
一
三
｜
二
〇
一
二
）
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
人
間
の
欲

望
・
努
力
・
選
択
が
素
質
・
環
境
に
よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
自
由
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
、
真
の
意
味
で
の
道
徳
的
責
任
は
あ
り
え
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
、
わ
れ
わ
れ
の
人
格
の
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
格
の
現

実
化
に
あ
た
っ
て
は
、
人
格
と
外
界
｜

環
境
｜

と
の
相
互
作
用
が
み
と
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
格
は
素
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

先
天
的
・
後
天
的
な
素
質
を
基
底
と
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
、
集
積
さ
れ
た
体
験
が
沈
殿
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
…
…
き
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わ
め
て
図
式
的
に
い
え
ば
、
素
質
と
人
格
環
境
と
か
ら
人
格
が
形
成
さ
れ
、
か
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
現
在
の
人
格
と
現
在
の
環
境
す
な
わ

ち
行
為
環
境
と
か
ら
行
為
が
形
成
さ
れ
る
と
い
っ
て
も

71
）

よ
い
」。「
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
す
べ
て
が
生
物
学
的
な
因
果
の
過
程
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
主
体
的
・
実
践
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
実
証
し
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
主
体
的
な
条
件
設
定
に
よ
っ
て
因
果
の
系
列
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
主
体
的
・
実

践
的
な
も
の
と
い
え
ど
も
、
素
質
・
環
境
の
大
き
な
わ
く
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
が
素
質
・
環
境
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
と
い
う
証
明
は
な
い
の
で

72
）

あ
る
」。「
わ
れ
わ
れ
は
実
践
的
な
人
間
で
あ
る
。
実
践
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
要
素

と
す
る
。
そ
う
し
て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
こ
と
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
も
の
の
面
に
お
け
る
因
果
的
必
然
性
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
面
に
お
け
る
自
由
と
の
二
つ
の
契
機
か
ら
成
り
立
つ
。
因
果
的
必
然
性
に
支
配
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

加
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
因
果
的
必
然
性
に
支
配
さ
れ
な
い
も
の
に
対
し
て
は
原
因
の
設
定
に
よ
っ
て
変
更
を
加
え
る
こ
と

は
不
可
能
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
当
然
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
主
体
を
前
提
と
す
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
主

体
が
完
全
に
因
果
的
必
然
性
に
支
配
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
因
果
関
係
の
過
程
そ
の
も
の
の
単
純
な
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
因
果
関
係
を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

主
体
は
、
そ
の
限
度
で
は
因
果
関
係
を
こ
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

73
）

な
い
」。

こ
の
立
論
は
、
意
思
自
由
を
存
在
論
的
・
経
験
的
に
捉
え
、
素
質
と
環
境
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
の
制
約
の
範
囲
内
に
お

い
て
人
間
の
主
体
性
を
認
め
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
制
約
の
範
囲
内
に
お
い
て
意
思
に
よ
る
選
択
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
も
の
で
、
一
般

に
、
相
対
的
非
決
定
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
に
、
團
藤
は
、
責
任
に
つ
い
て
、「
人
格
の
主
体
性
を
み
と
め
る
こ
と
に
よ
り
道

徳
的
責
任
を
み
と
め
、
ま
た
、
ひ
い
て
は
刑
法
に
お
け
る
道
義
的
責
任
論
を
支
持
し
た
い
と
お

74
）

も
う
」
と
論
じ
、
人
格
責
任
論
を
展
開
す
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る
。「
人
格
形
成
が
本
人
の
主
体
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
影
響
さ
れ
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
格
形
成

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
｜

問
題
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
行
為
の
背
景
を
な
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
｜

責
任
を
み
と
め
る
べ
き

75
）

も
の
」
で
あ

る
。ｃ

平
野
龍
一

こ
れ
に
対
し
て
、
平
野
龍
一
（
一
九
二
〇
｜
二
〇
〇
四
）
は
、
非
決
定
論
的
な
意
思
の
自
由
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、

宿
命
論
的
決
定
論
（
か
た
い
決
定
論
）
も
採
用
せ
ず
、
そ
の
云
う
と
こ
ろ
の
「
や
わ
ら
か
な
決
定
論
」
を
展
開
す
る
。
平
野
は
、
人
間
の

意
欲
が
「
法
則
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
自
由
と
い
う
の
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
云
い
、

法
則
性
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
し
て
、
人
間
の
意
思
が
法
則
に
従
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
人
間
の
意
思
に
自
由
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
、
責
任
と
い
う
こ
と
も
、
法
則
性
を
認
め
た
と
き
に
意
味
を
も
つ
と
い
う
思
考
が
基
本
的
に
妥
当
で

76
）

あ
る
と
し
た
上
で
、
精
神
な

い
し
心
理
に
も
法
則
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
出
立
し
て
、
意
思
自
由
の
問
題
を
論
ず
る
。「
人
間
が
自
由
で
あ
る
か
、
自
由

で
な
い
か
は
、
決
定
さ
れ
て
い
る
か
決
定
さ
れ
て
い
な
い
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
決
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
自
由
だ
と
す
る
の
は
自

由
と
偶
然
と
の
混
同
で
あ
る
。
自
由
で
あ
る
か
い
な
か
は
、『
な
に
に
よ
っ
て
』決
定
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
る
の
で

77
）

あ
る
」。「
わ
た
く
し
自

身
」
の
な
か
に
「
生
理
的
な
層
」
と
「
意
味
の
層
・
規
範
心
理
の
層
」
が
存
在
し
、
後
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
き
、「
わ
た
く
し

自
身
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
自
由
で

78
）

あ
る
。
平
野
は
、
人
間
の
意
思
や
行
為
が
決
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
行
為
者
に
つ
き
、
ま
っ
た
く
同
じ
事
態
の
下
で
は
、
他
行
為
可

能
性
は
な
い
が
、
た
だ
、「
も
し『
条
件
が
ち
が
っ
て
い
た
な
ら
ば
』他
の
行
為
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
、
と
は
い
え
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
ち
が
っ
た
動
因
を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
よ
り
強
い
合
法
的
な
規
範
意
識
を
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
、
ち
が
っ
た
人
格
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ち
が
っ
た
環
境
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
他
の
行
為
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
は
い

79
）

え
る
」。
こ
の
よ
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う
な
仮
言
的
判
断
を
下
す
の
は
、
誰
を
非
難
す
べ
き
か
、
誰
を
処
罰
す
べ
き
か
と
い
う
実
践
的
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
難
や
処
罰
は
、

「
同
じ
よ
う
な
事
態
が
ふ
た
た
び
お
こ
っ
た
と
き
に
、『
か
つ
て
非
難
が
加
え
ら
れ
、
今
度
も
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
新
た
な
条

件
が
つ
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
非
難
や
刑
罰
は
、
こ
の
意
味
で
、

将
来
に
向
か
っ
て
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
過
去
に
向
か
っ
て
加
え
ら
れ
る
も
の
で
は

80
）

な
い
」。
行
為
が
人
格
相
当
で
あ
る
ほ
ど
、
責

任
が
重
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
性
格
論
的
責
任
理
論
を
唱
導
す
る
。「
行
為
が
人
格
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の
必
然
的
な
結
果
と
し
て
生

ま
れ
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
環
境
が
異
常
の
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
者
ま
た
は
同
じ
よ
う
な
人
格
を
も
つ
者
は
、
そ
れ
だ
け
犯
罪
を

行
な
う
危
険
性
が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
よ
り
強
く
人
格
に
は
た
ら
き
か
け
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
人
格
相
当
で
あ
る
ほ
ど
、
い
い
か
え
る
と
規
範
的
な
人
格
の
層
の
『
特
質
』
に
相
当
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
責
任
は
重
く
な
る
。
こ
れ
が
性
格
論
的
責
任
の
理
論
な
い
し
実
質
的
行
為
責
任
の
理
論
で

81
）

あ
る
」。

ｄ

福
田
平

團
藤
論
文
、
平
野
論
文
に
触
発
さ
れ
て
、
福
田
平
（
＊
一
九
二
三
）
は
、「
意
味
（
価
値
）
に
決
定
さ
れ
た
意
思
決
定
論
」

を
主
張
す
る
。
そ
の
基
本
的
思
考
は
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
（
一
九
〇
四
｜
一
九
七
七
）
の
理
論
を
出
立
点
と
す
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

に
よ
る
と
、
従
来
の
非
決
定
論
は
、
人
間
の
意
思
活
動
が
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後

の
意
思
活
動
が
、
直
接
に
も
、
ま
た
同
一
の
主
体
を
通
じ
て
も
、
前
の
意
思
活
動
と
結
び
つ
く
こ
と
を
で
き
な
く
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、

責
任
の
あ
る
主
体
を
破
壊
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
た
だ
、
多
く
の
決
定
形
式
が
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
在
来
の
決
定
論
の
欠
陥
は
、
決
定
形
式
は
た
だ
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

｜

こ
れ
は
、
近
代
の
初
め
か
ら
、
因
果
性
に
お
い
て
、
つ
ね
に
み
と
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
｜

を
み
と
め
た
こ
と
、
因
果
的

一
元
論
に

82
）

あ
る
」。「
意
思
の
自
由
と
は
、
合
理
的
に
自
己
決
定
を
な
し
う
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
盲
目
的
な
、
意
味
に
関
係
の
な
い
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因
果
的
強
制
か
ら
、
意
味
に
適
合
し
た
自
己
決
定
へ
の
自
由
で
あ
る
。
意
思
の
自
由
は
、
｜

非
決
定
論
の
考
え
る
よ
う
に
｜

他
の（
す

な
わ
ち
、
ま
た
、
よ
り
悪
い
、
な
い
し
は
背
理
の
）
行
為
を
な
し
う
る
自
由
で
は
な
く
て
、
意
味
に
適
っ
た
行
為
を
す
る
自
由
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
と
は
、
意
味
の
あ
る
も
の
と
無
意
味
な
も
の
と
、
価
値
の
あ
る
も
の
と
無
価
値
な
も
の
と
を
、
任
意
に
選
択
し
う
る

可
能
性
で
は
な
い
（
…
…
）
｜

こ
の
よ
う
な
根
拠
の
な
い
選
択
の
自
由
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
、
ふ
た
た
び
非
決
定
論
の
迷

路
に
み
ち
び
き
、
責
任
の
主
体
を
破
壊
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
価
値
に
反
す
る
も
の
に
よ
っ
て
人
間
が
規
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
、

因
果
的
な
衝
動
（
怒
り
、
嫉
妬
、
利
欲
、
猜
忌
、
所
有
欲
、
性
欲
等
の
よ
う
な
）
の
形
態
に
お
い
て
決
定
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
か
ぎ
り

で
は
、
自
由
の
活
動
も
、
入
り
こ
む
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
悪
し
き
意
思
は
、
価
値
に
反
す
る
衝
動
に
因
果
的
に
依
存
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
不
自
由
な
意
思
で
あ
る
。
自
由
と
は
、
状
態
で
は
な
く
、
活
動
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
味
に

適
っ
た
自
己
決
定
を
、
衝
動
の
因
果
的
強
制
か
ら
解
放
す
る
活
動
で
あ
る
。
責
任
現
象
は
、
そ
の
活
動
が
欠
け
て
い
る
点
に
も
と
づ
く
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
と
は
、
な
に
が
意
味
に
適
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
し
う
る
主
体
が
、
意
味
に
適
っ
た
自
己
決
定
を
し

な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
は
、
悪
事
の
た
め
の
意
味
に
適
っ
た
決
意
で
は
な
く
、
価
値
に
反
し
た
衝
動
に
か
か
ず
ら
い
、

駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
で

83
）

あ
る
」。

福
田
は
、
因
果
的
決
定
と
意
味
的
決
定
（
価
値
的
決
定
）
と
い
う
二
つ
の
層
の
決
定
形
式
を
認
め
、
人
間
の
行
為
が
因
果
的
決
定
に
服

す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
こ
の
因
果
の
法
則
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
因
果
的
決
定
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
こ
の
盲

目
的
な
意
味
と
無
関
係
な
因
果
の
法
則
を
意
味
に
適
っ
た
方
向
に
統
制
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
能
力
を
意
思
の
自
由
と
い
う
な
ら
ば
、

意
思
は
自
由
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
、
意
思
が
無
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
な
く
、
意
思
は
意
味
（
価
値
）
に
決
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
意
思
は
決
定
さ
れ
て
い
る
と
論

84
）

ず
る
。
但
し
、
福
田
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
と
、
悪
し
き
意
思
、
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つ
ま
り
、
有
責
な
意
思
は
不
自
由
な
意
思
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
行
為
は
不
自
由
な
意
思
に
よ
る
行
為
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
対
す

る
カ
ー
ル
・
エ
ン
ギ
シ
ュ
の

85
）

批
判
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
も
ま
た
何
ら
か
の
意
味
に
し
た
が
っ
た
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は

良
い
意
思
も
悪
い
意
思
も
違
い
が
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
入
れ
、
犯
罪
も
ま
た
統
制
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
悪
し

き
意
思
も
そ
の
い
わ
ゆ
る
良
き
意
思
も
意
味
に
適
っ
た
統
制
を
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
意
味
（
価
値
）
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
こ
の
意
味
的
決
定
の
層
に
非
難
と
し
て
の
責
任
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
と
論

86
）

ず
る
。

ｅ

中
山
研
一

こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
法
学
の
見
地
か
ら
、
責
任
の
基
礎
に
意
思
自
由
を
お
く
の
が
中
山
研
一

（
一
九
二
七
｜
二
〇
一
一
）
で
あ
る
。
中
山
は
、
エ
フ
ゲ
ニ
ー
・
ブ
ロ
ニ
ス
ラ
ヴ
オ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
（
一
八
九
一
｜
一
九
三

七
）の
理
論
に
依
拠

87
）

す
る
。
中
山
は
、
パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
の
言
説
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
犯
罪
、
責
任
、
刑
罰
等
の
概
念
を
含
む「
刑

法
」
が
実
は
商
品
生
産
社
会
に
典
型
的
に
現
れ
る
等
価
交
換
の
形
態
を
そ
の
物
質
的
基
礎
と
し
て
、
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
の
物
質
的
諸
関
係
を
現
実
に
克
服
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
こ
れ
ら
の
概
念
を
放
棄
す
る
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い
。
資
本

制
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
の
労
働
力
が
商
品
化
さ
れ
等
価
交
換
の
過
程
に
組
み
込
ま
れ
る
中
で
、
人
格
が
物
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

『
自
己
疎
外
』を
う
け
、
商
品
物
神
性
に
反
映
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
個
人
の
自
由
と
責
任
と
の
等
価
的
生
産
と
い
う
刑
法
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
反
駁
の
余
地
な
く
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。そ
し
て
こ
れ
が
虚
構
と
し
て
の
意
思
自
由
論
の
基
本
的
前
提
で
あ
る
。

こ
れ
を
基
に
、
中
山
は
、「
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
た
と
え
独
占
段
階
に
お
い
て
、
典
型
的
な
等
価
交
換
経
済
が
変
容
を
う
け
科
学
的
合

理
化
と
近
代
化
が
進
ん
で
も
、
商
品
物
神
性
と
法
的
物
神
性
に
も
と
づ
く
自
己
疎
外
が
つ
づ
く
限
り
、
上
述
の
虚
構
論
を
完
全
に
克
服
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

88
）

ろ
う
」
と
論
ず
る
。
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中
山
は
、
責
任
非
難
の
積
極
的
根
拠
づ
け
に
当
っ
て
は
、
行
為
者
自
身
の
意
思
自
由
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
と
無
関
係
に
、

ま
た
こ
れ
を
回
避
し
て
は
解
明
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
立

89
）

す
る
。
単
に
論
理
的
関
係
か
ら
は
、
犯
人
の
意
思
自
由
を
み
と
め
る

こ
と
は
非
決
定
論
へ
と
導
か
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
論
理
的
平
面
に
お
い
て
は
、
必
然
性
の
認
識
と
利
用
の
中
に
自
由
を

見
出
す
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
考
え
方
も
行
為
主
体
の
「
自
由
」
を
否
認
し
て
い
な
い
。「
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
行
為
主
体
の
『
選
択

能
力
』
を
い
か
に
し
て
責
任
非
難
に
結
び
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
論
理
的
考
察
で
は
な
く
し
て
、
社
会
的
な
考

察
、
つ
ま
り
当
該
の
社
会
お
よ
び
国
家
が
法
違
反
者
に
対
し
て
道
義
的
責
任
を
追
及
し
う
る
根
拠
お
よ
び
そ
の
程
度
、
余
地
の
問
題
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
よ
り
も
社
会
的
な
実
践
の
問
題
で
あ
る
刑
事
責
任
と
そ
の
根
拠
の
問
題
を
論
理
的
平
面
の
み
で
解
明
し
う
る
と
す

る
こ
と
は
あ
や
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
犯
罪
行
為
に
対
し
て
責
任
が
問
わ
れ
る
と
い
う
現
実
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
い
わ

ば
『
責
任
関
係
』
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
社
会
的
内
容
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
意
思
自
由
論
は
そ
の
論
理
的
基
礎
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」。
そ
れ
で
は
、
道
義
的
責
任
と
は
何
か
。
道
義
的
責
任
と
い
う
概
念
は
「
魔
術
的
」
で
あ
り
、
こ
れ
に

経
験
的
な
光
を
あ
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
責
任
か
ら
道
義
的
内
容
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
責
任
そ
の
も
の
の
否
定
に

繫
が
る
。
道
義
的
責
任
と
い
う
概
念
自
体
は
歴
史
的
な
概
念
で
あ
り
、
近
代
刑
法
の
責
任
原
則
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
「
主

体
的
能
力
を
前
提
と
し
て
彼
自
ら
が
社
会
の
期
待
に
こ
た
え
て
正
し
い
決
心
を
選
択
す
べ
き
で
あ
り
ま
た
そ
の
可
能
性
を
有
し
て
い
た
と

み
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
中
に
責
任
の
真
実
の
基
礎
が
存
在
す
る
。
主
体
的
人
格
は
、
単
に
将
来
犯
罪
行
為
を
反
復
し
な
い
た
め
の
合
目
的

的
措
置
を
う
け
と
め
る
べ
き
担
い
手
で
も
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
な
さ
れ
た
行
為
に
対
す
る
非
難
、
し
た
が
っ
て
反
省
を
う
け
と
め
る
べ

き
担
い
手
で
も
あ
る
。
個
人
標
準
説
に
よ
っ
て
、
単
に
当
該
行
為
者
の
中
に
無
原
因
な
自
由
な
部
分
を
さ
が
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国

家
・
社
会
が
当
該
行
為
者
に
対
し
て
、
犯
罪
行
為
に
お
ち
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
適
法
な
途
に
と
ど
ま
り
え
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
ど
の

程
度
説
得
的
に
論
証
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
の
中
に
『
実
質
的
責
任
関
係
』
が
存
在
す
る
」。
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ｆ

評
価

以
上
、
五
つ
の
学
説
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
木
村
説
は
、
人
間
の
意
思
を
歴
史
的
「
決
定
論
」
か
ら
説
明
す
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
相
対
的
非
決
定
論
」
と
ど
こ
が
違
う
の
か
が
明
瞭
で

90
）

な
い
。
制
約
さ
れ
た
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
人
間
の
主
体
性

を
認
め
、
そ
こ
か
ら
人
格
責
任
論
を
展
開
す
る
團
藤
説
に
対
し
て
は
、
違
法
行
為
を
離
れ
て
行
為
者
の
人
格
形
成
過
程
に
ま
で
責
任
を
及

ぼ
す
の
は
行
為
責
任
主
義
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
も
、
刑
事
法
廷
で
、
複
雑
な
人
格
形
成
過
程
に
つ
い
て
行
為
者
の
責
め
に
帰

せ
ら
れ
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
を
区
別
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
決
定
的

に
問
題
な
の
は
、
意
思
自
由
が
決
定
さ
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
無
原
因
の
意
思
だ
と
す
る
と
、
人
格
と
犯
罪
意
思
の
結
び
つ
き
が
不
可
能
に

な
る
と
い
う
こ
と
で

91
）

あ
る
。
平
野
説
は
、「
や
わ
ら
か
な
決
定
論
」は
、
人
間
の
意
欲
は
結
果
の
発
生
の
有
無
に
影
響
が
な
い
と
解
す
る「
か

た
い
決
定
論
」
と
は
違
い
、
人
間
の
意
欲
も
、
一
方
で
は
法
則
に
従
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
結
果
を
左
右
す
る
一
つ
の
要
素
だ
と
解
す
る

と
主
張

92
）

す
る
。
し
か
し
、
意
欲
も
法
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
が
、
意
欲
が
意
味
や
価
値
（
意
味
の
層
・
規
範
心
理
の
層
）
に
よ
っ
て
拘
束

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
意
欲
の
有
無
は
因
果
経
路
の
通
過
点
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
結
局
、「
や
わ
ら
か
な
決
定

論
」
は
「
か
た
い
決
定
論
」
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

93
）

ず
る
。
平
野
説
は
、
自
由
と
い
う
の
は
強
制
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
を
い
い
、「
決
定
論
と
自
由
意
思
と
は
矛
盾
し

94
）

な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
従
来
、
論
争
の
的
と
な
っ
た
の
は
、「
内
部

か
ら
の
自
由
」
と
し
て
の
自
由
意
思
で
あ
っ
て
、「
外
部
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
の
自
由
意
思
で
は
な
か
っ
た
。
前
者
の
意
味
で
の
自
由
意

思
は
決
定
論
と
矛
盾
す
る
の
で

95
）

あ
る
。
平
野
説
は
、「
刑
罰
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
こ
と
」
が
刑
法
の
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
と
し
て
、

責
任
を
展
望
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
と
予
防
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
規
範
的
責
任
論
の
意
味
で
の
非
難
と
い
う

の
は
過
去
の
行
為
に
向
け
ら
れ
、
回
顧
的
な
も
の
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で

96
）

き
る
。
福
田
説
は
、
相
対
的
非
決
定
論
と

具
体
的
に
ど
う
違
う
の
か
不
明
で
あ
る
。
相
対
的
非
決
定
論
と
い
え
ど
も
、
意
思
が
ま
っ
た
く
無
原
因
だ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
素
質
と
環
境
の
制
約
の
下
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で

97
）

あ
る
。
中
山
説
は
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
イ
リ
イ
チ
・
レ
ー
ニ
ン
（
一
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八
七
〇
｜
一
九
二
四
）
の
「
人
間
の
行
為
の
必
然
性
を
確
定
し
、
意
志
の
自
由
に
か
ん
す
る
く
だ
ら
な
い
作
り
話
を
排
斥
す
る
決
定
論
の

思
想
は
、
理
性
を
も
、
人
間
の
良
心
を
も
、
人
間
の
活
動
の
評
価
を
も
、
い
さ
さ
か
も
抹
殺
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
で

あ
る
。
決
定
論
的
見
解
の
も
と
で
は
じ
め
て
厳
密
な
正
し
い
評
価
が
可
能
と
な
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
由
意
志
の
せ
い
に
帰
着

さ
せ
る
こ
と
が
な
く

98
）

な
る
」
と
い
う
言
説
を
引
い
て
決
定
論
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
人
権
保
障
と
い
う
実
践
的
要
請
か
ら
責
任
の
根
拠

づ
け
に
非
決
定
論
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
論
理
的
矛
盾
が
あ
る
と
云
え
る
。
さ
ら
に
、
中
山
説
は
、
刑
事
責
任
の
根
拠
に
関
す
る
問
題
が
単

に
人
間
の
意
思
自
由
に
関
す
る
論
理
的
検
討
の
平
面
で
は
片
づ
か
な
い
こ
と
、
何
よ
り
も
、
一
定
の
発
展
段
階
の
社
会
に
お
い
て
犯
罪
を

行
っ
た
者
に
対
す
る
国
家
・
社
会
の
側
か
ら
の
非
難
が
い
か
に
し
て
ま
た
ど
の
程
度
道
義
的
説
得
性
を
も
っ
て
正
当
化
さ
れ
う
る
か
と
い

う
歴
史
的
な
実
践
的
問
題
で
あ
る
こ
と
が
出
発
点
に
あ
る
こ
と
、「
犯
罪
は
多
か
れ
少
な
か
れ
社
会
の
矛
盾
の
反
映
で
あ
る
が
、
国
家
権
力

が
こ
の
矛
盾
（
犯
罪
原
因
）
を
除
去
す
る
能
力
と
姿
勢
を
有
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
犯
罪
に
対
す
る
市
民
の
『
責
任
』
は
い
ち
じ
る
し
く

擬
制
的
性
質
を
お
び
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
い
う
な
ら
ば
、
責
任
非
難
が
説
得
性
を
も
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
当
該
の
国
家
・

社
会
が
犯
罪
の
社
会
的
原
因
の
除
去
と
予
防
に
ど
の
程
度
と
り
く
ん
で
い
る
か
、
つ
ま
り
市
民
に
対
し
て
、
犯
罪
行
為
に
い
た
ら
な
い『
自

由
』
を
ど
の
程
度
保
障
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て

99
）

い
る
」
と
論
ず
る
と
き
、
そ
れ
は
実
際
に
は
法
規
範
の
妥
当
性
を
問
題
と
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
責
任
を
基
礎
づ
け
る
意
思
自
由
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
云

100
）

え
る
。

⑷

意
思
形
成
に
お
け
る
心
理
学
的
事
象

意
思
自
由
の
問
題
に
関
連
し
て
、
意
思
形
成
に
際
し
て
の
内
的
、
心
理
学
的
事
象
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
心
理
学
は
、
人
の
感
情
、
思

考
、
評
価
、
意
欲
及
び
行
為
に
か
か
わ
る
身
体
的
、
精
神
的
力
の
共
同
作
用
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
人
格
の
成
層
構
造
の
理
論

を
開
発
し
た
。
そ
の
一
人
で
あ
る
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ロ
ー
タ
ッ
カ
ー
（
一
八
八
八
｜
一
九
六
五
）
に
よ
る
と
、
そ
の
説
明
は
な
る
ほ
ど
一
つ
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の
イ
メ
ー
ジ
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
人
の
「
自
然
的
存
在
」
と
「
精
神
的
存
在
」
の
正
面
衝
突
す
る
様
を
分
か
り
や
す
い
も
の
に

し
て

101
）

い
る
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
本
思
想
に
は
、
エ
ス
層
（E

ssch
ich
t

）
と
人
間
層
（P

erso
n
sch

ich
t

）
の
階
層
的
機
能
領
域
、
つ
ま
り
、
無
意
識

の
深
部
層
（u

n
b
ew
u
sste T

iefen
sch

ich
t

）
と
意
識
の
人
格
層
（b

ew
u
sste P

erso
n
lich

k
eit

）
の
間
の
区
別
が
あ
る
。
無
意
識
の
深

部
層
の
中
で
、
生
命
層
（V

ita
lsch

ich
t

）
と
深
部
心
層
（tiefen

seelisch
e S

ch
ich
t

）
が
区
別
さ
れ
る
。

生
命
層
に
、
呼
吸
、
循
環
、
物
質
代
謝
、
運
動
、
知
覚
、
反
射
と
い
っ
た
、
身
体
の
存
在
に
か
か
わ
る
生
物
的
・
生
理
学
的
な
諸
機
能

が
あ
る
。
生
命
層
は
、
一
方
で
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
継
続
的
に
よ
り
高
次
の
層
に
供
給
す
る
が
、
他
方
で
、
強
い
感
銘
を
受
け
た
と
き

の
動
悸
、
血
圧
の
ゆ
れ
、
呼
吸
障
害
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
高
次
の
層
か
ら
常
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
深
部
心
層
に
、
自
己
保
存

欲
、
食
欲
、
性
欲
、
獲
得
欲
、
先
天
的
又
は
後
天
的
な
心
の
基
本
態
度
（
気
質
）、
才
能
（
例
え
ば
、
音
楽
的
才
能
）、
よ
り
高
次
の
努
力
、

傾
向
、
関
心
に
至
る
感
情
の
ス
カ
ラ
（
例
え
ば
、
動
物
愛
、
思
い
や
り
、
正
直
、
信
仰
心
）
と
い
っ
た
よ
う
な
、
本
能
被
制
約
性
か
ら
解

放
さ
れ
た
欲
求
が
あ
る
。
深
部
心
層
は
動
機
の
中
心
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
は
捕
ら
え
ら
れ
、
一
定
の
方
向
へ
と
せ
き
た
て
ら
れ
、

目
的
に
向
か
っ
て
統
制
さ
れ
、
思
い
つ
き
と
衝
動
が
供
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

意
識
の
人
格
層
の
最
上
位
に
、
意
識
的
精
神
的
機
能
が
そ
の
場
を
占
め
る
自
我
中
心
（Ich

zen
tru
m

）
が
あ
る
。
意
識
の
人
格
層
に
は
、

深
部
層
と
人
格
層
を
結
び
つ
け
る
人
の
層
（p

erso
n
a
le S

ch
ich
t

）
が
あ
り
、
こ
こ
で
人
の
性
格
が
形
成
さ
れ
る
。
自
我
中
心
は
、
深
部

層
か
ら
生
ず
る
衝
動
に
対
す
る
統
制
審
級
（K

o
n
tro
llin

sta
n
z

）
で
あ
る
。
衝
動
は
、
人
の
層
で
自
動
的
に
実
行
に
移
さ
れ
る
か
退
け
ら
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れ
な
い
か
ぎ
り
、
自
我
中
心
で
そ
の
意
味
内
容
、
順
位
価
値
を
検
証
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
る
か
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
に
、

人
の
法
良
心
（R

ech
tsg
ew
issen

）
と
い
う
も
の
も
定
着
さ
れ
う
る
。
こ
れ
は
、
幼
児
期
か
ら
次
第
に
発
達
し
、
成
熟
し
た
人
で
は
、
通

常
、「
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
不
法
を
避
け
る
」
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

無
意
識
と
意
識
の
層
の
共
同
作
用
と
い
う
点
か
ら
責
任
概
念
を
捉
え
る
と
、
責
任
非
難
は
、
意
識
の
層
に
根
ざ
し
て
い
る
統
制
審
級
が

失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
で
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
深
部
層
の
出
来
事
は
、
与
件
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
深
部
層

の
出
来
事
を
も
っ
て
行
為
者
を
非
難
す
る
べ
き
で
な
い（
例
え
ば
、
性
欲
犯
罪
者
に
性
欲
が
極
め
て
強
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
）。
責
任
非

難
は
、
常
に
、
あ
ら
ゆ
る
作
為
、
不
作
為
の
最
終
決
定
を
下
す
場
で
あ
る
統
制
審
級
の
失
敗
に
の
み
か
か
わ
る
、
つ
ま
り
、
深
部
層
か
ら

来
る
衝
動
が
法
良
心
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
故
、
抑
制
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
る
。

も
と
よ
り
、
反
射
作
用
と
い
っ
た
よ
う
な
深
部
層
の
生
物
学
的
・
生
理
学
的
現
象
は
統
制
審
級
を
回
避
し
た
事
象
で
あ
る
か
ら
、
刑
法

上
の
意
味
で
の
行
為
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２

責
任
概
念
の
歴
史
的
・
理
論
的
発
展
｜

心
理
的
責
任
概
念
か
ら
規
範
的
責
任
概
念
へ

責
任
概
念
の
内
容
を
明
確
に
す
る
上
で
、
そ
の
過
去
の
軌
跡
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
先
ず
、
責
任
概
念
の
歴
史
的
・

理
論
的
発
展
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴
ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
概
念
の
変
遷

責
任
刑
法
と
い
う
の
は
、
一
方
で
、
中
世
に
上
部
イ
タ
リ
ア
で
継
受
さ
れ
た
ロ
ー
マ
法
に
、

他
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
淵
源
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
に
対
す
る
答
責
を
基
礎
づ
け
、
限
定
す
る
の
は
人
間
の
意
思
で
あ
り
、
こ
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れ
に
よ
っ
て
そ
の
責
任
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
意
思
刑
法
の
発
展
は
欧
州
文
化
の
遺
産
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
七
世
紀
、
一
八
世
紀
の
啓

蒙
期
の
自
然
法
の
帰
責
論
（d

ie n
a
tu
rrech

tlich
e Im

p
u
ta
tio
n
sleh

re

）
は
責
任
概
念
を
自
由
意
思
の
法
的
帰
責
（im

p
u
ta
tio ju

ris
 

o
d
er m

o
ra
lis

）
の
た
め
に
使
用
し
た
。
こ
れ
は
、
特
に
、
ド
イ
ツ
の
ザ
ム
エ
ル
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（S

am
u
el P

u
fen
d
orf

.

一
六

三
四
年
｜
一
六
九
四
年
）
に
よ
っ
て
哲
学
的
に
展
開
さ
れ
た
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
行
為
を
存
在
世
界
（en

tia p
h
y
sica

）
と
価
値

世
界
（en

tia m
o
ra
lia

）
に
分
け
た
。
価
値
世
界
が
悟
性
と
自
由
意
思
と
い
う
規
準
に
よ
っ
て
行
為
者
の
答
責
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

責
任
は
社
会
に
対
し
て
道
徳
的
に
非
難
さ
れ
る
も
の
と
し
て
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
た
の
で

102
）

あ
る
。
行
為
を
外
的
現
象
像
と
こ
の
法
的
評
価

に
分
離
す
る
と
い
う
方
法
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
カ
ー
ル
・
ア
ン
ト
ン
・
フ
ォ
ン
・
マ
ル
チ
ー
ニ
（K

arl A
n
ton von

 
M
artin

i.

一
七

二
六
年
｜
一
八
〇
〇
年
）
以
後
、
法
的
帰
責
（im
p
u
ta
tio ju

ris

）
と
事
実
的
帰
責
（im

p
u
ta
tio fa

cti

）
を
区
別
す
る
こ
と
に
繫
が
っ

た
。
事
実
的
帰
責
は
、
外
的
な
客
観
的
事
象
お
よ
び
主
観
的
事
象
と
価
値
自
由
な
存
在
次
元
に
関
係
す
る
、
す
な
わ
ち
、
結
果
犯
で
は
、

行
為
者
が
あ
る
結
果
を
故
意
に
惹
起
し
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
法
的
帰
責
は
道
義
的
答
責
を
法
的
答
責
と
し
て
扱
う
。
法
的
帰
責
は

行
為
者
の
自
由
意
思
を
前
提
と
し
、
行
為
者
に
悪
し
き
故
意
（d

o
lu
s m

a
lu
s

）
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
、
行
為
と
行
為
者
に
関
す
る
す
べ

て
の
評
価
問
題
を
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
法
的
帰
責
を
消
滅
・
減
少
さ
せ
る
事
由
は
意
思
自
由
の
消
滅
・
減
少
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
的
帰
責
は
、
当
時
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
今
日
の
違
法
性
の
概
念
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
テ

レ
ジ
ア
ナ
刑
法
典
（C
C
T
h 1768

）
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
責
任
概
念
は
、
犯
罪
概
念
全
体
を
支
配
す
る
、
自
由
な
意
思
の
法
的
帰
責
と
し

て
世
俗
化
さ
れ
た
の
で

103
）

あ
る
。

テ
レ
ジ
ア
ナ
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
犯
罪
は
、「
行
為
者
の
悪
意
（d

ie B
o
sh
eit d

es T
h
a
ters

）」
か
ら
生
ず
る
の
で
、
こ
の
帰
結
と

し
て
、「
理
性
と
自
由
な
意
思
」
を
有
す
る
「
悪
意
を
抱
く
者
」
が
「
人
に
不
法
、
侮
辱
、
あ
る
い
は
、
損
害
を
加
え
る
」「
悪
し
き
故
意
」
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を
有
し
た
こ
と
、
こ
の
計
画
を
「
外
的
悪
し
き
行
為
」
に
お
い
て
実
現
に
移
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
過
失
も
、「
単
な
る
責

任
を
担
う
も
の
」
と
し
て
な
る
ほ
ど
悪
し
き
意
思
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
「
自
由
意
思
の
行
い
」
と
理
解
さ
れ
た
。
悪
し
き
こ
と

は
、「
公
共
の
福
祉
を
攪
乱
す
る
」「
法
律
違
反
の
作
為
、
ま
た
は
、
不
作
為
に
関
係
し
た
」。
責
任
な
し
に
は
、「
犯
罪
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
、
刑
罰
も
な
い
」、「
単
な
る
偶
然
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
自
由
概
念
の
段
階
付
け
か
ら
、
行
為
の
帰
責
を
低
下
し
た
道
徳
的
非
難
可

能
性
の
故
に
軽
減
さ
せ
る
か
、
排
除
す
る
理
由
が
生
じ
た
。
自
然
法
の
責
任
概
念
は
続
く
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
諸
刑
法
典
に
よ
っ
て
引
き
継

が
れ
、
旧
刑
法
の
失
効
し
た
一
九
七
四
年
末
ま
で
続
い
た
。
も
っ
と
も
学
説
は
既
に
こ
の
帰
責
論
か
ら
は
離
れ
て
い
た
の
で

104
）

あ
る
。

一
九
世
紀
後
半
に
、
刑
法
学
は
、
特
に
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
然
主
義
と
実
証
主
義
の
影
響
の

下
に
、
意
思
自
由
の
濫
用
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
法
の
責
任
概
念
は
維
持
で
き
な
く
な
り
、
普
通
法
の
全
体
的
且
つ
道
徳
的
考
察
か
ら

解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
犯
罪
構
造
を
担
う
骨
格
と
し
て
の
行
為
の
価
値
自
由
な
、
自
然
主
義
的
概
念
か
ら
出
立
し
た
い
わ
ゆ
る
古
典
的

犯
罪
概
念
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
の
、
違
法
の
且
つ
有
責
の
行
為
と
い
う
ふ
う
に
体
系
的
細
分
化
が
な
さ
れ
た
。
構
成
要
件
該
当

性
と
違
法
性
は
純
粋
に
客
観
的
範
疇
と
し
て
理
解
さ
れ
、
主
観
的
な
も
の
は
す
べ
て
責
任
に
配
分
さ
れ
た
。
責
任
は
行
為
者
の
主
観
的
事

実
で
あ
る
。
そ
の
際
、
責
任
の
内
実
の
探
求
は
放
棄
さ
れ
た
。「
責
任
と
は
、
法
的
答
責
の
結
び
つ
く
、
発
生
し
た
違
法
な
結
果
へ
の
行
為

者
の
主
観
的
関
係
で
あ
る
」。
こ
れ
が
心
理
学
的
責
任
概
念
（P

sy
ch
o
lo
g
isch

er S
ch
u
ld
b
eg
riff

）
で
あ
る
。
故
意
（
禁
止
の
認
識
を
含

め
て
）、
過
失
は
責
任
種
類
で
あ
る
が
、
責
任
能
力
は
、
故
意
と
過
失
の
前
提
、
つ
ま
り
、「
責
任
前
提
」
と
さ
れ
た
の
で

105
）

あ
る
。

こ
れ
に
歩
み
寄
っ
た
の
が
一
九
七
五
年
ま
で
効
力
を
有
し
た
一
八
五
二
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条
、
第
二
条
に

お
い
て
、
責
任
に
「
悪
し
き
故
意
」
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
故
意
と
責
任
が
同
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
不
法
の
意
識
が
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故
意
の
中
の
悪
し
き
も
の
を
構
成
す
る
。
不
法
の
意
識
は
故
意
の
中
に
埋
没
し
、
証
明
を
要
し
な
か
っ
た（
旧
法
第
三
条
）。
責
任
判
断
は

な
る
ほ
ど
行
為
者
に
関
す
る
価
値
判
断
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
、「
悪
意
」の
こ
の
非
難
は
独
自
の
、
故
意
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
概
念
要

素
で
は
な
か
っ
た
。
旧
法
第
二
条
が
定
め
る
よ
う
に
、
法
律
上
の
「
免
責
事
由
」
は
悪
意
を
排
除
す
る
理
由
だ
っ
た
。
こ
れ
に
属
す
る
の

が
、
責
任
無
能
力
（
第
二
条lit.

a
-d

）、
抵
抗
し
が
た
い
強
制
（
第
二
条lit.

g

）
で
あ
り
、
一
八
五
二
年
か
ら
は
正
当
防
衛
（
第
二
条lit.

g

）が
付
け
加
わ
っ
た
。
過
失
も
責
任
の
心
理
学
的
要
素
と
し
て
現
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
過
失
は
危
険
な
行
為
の
結
果
の
主
観
的
予
見
可
能

性
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
ら
で

106
）

あ
る
。

し
か
し
、
心
理
学
的
責
任
概
念
も
間
も
無
く
徹
底
的
に
改
造
さ
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
頃
に
始
ま
る
科

学
的
実
証
主
義
か
ら
新
カ
ン
ト
主
義
へ
の
動
き
を
背
景
に
、
刑
法
に
お
い
て
も
、
観
察
と
記
述
と
い
う
自
然
科
学
的
方
法
の
処
に
、
理
解

と
評
価
と
い
う
独
自
の
精
神
科
学
的
方
法
が
現
れ
た
。
新
カ
ン
ト
学
派
の
西
南
ド
イ
ツ
学
派
に
属
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ

ア
ー
（
一
八
七
五
｜
一
九
二
三
）
に
よ
れ
ば
、
価
値
判
断
は
、
外
部
世
界
の
現
象
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
行
為
者
の
動
機
、
し
た
が
っ
て
、

人
倫
的
行
為
者
心
情
に
関
係
す
る
と
論
じ
、
こ
こ
に
責
任
主
義
の
構
成
原
理
を
見
つ
け
た
の
で

107
）

あ
る
。
マ
イ
ア
ー
の
云
う
人
倫
と
は
、
主

観
主
義
的
個
人
倫
理
で
は
な
く
、
国
が
承
認
し
た
文
化
に
従
う
行
為
者
か
ら
期
待
さ
れ
る
内
的
態
度
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
、
ゲ
オ
ル

ク
・
イ
エ
リ
ネ
ー
ク
（
一
八
五
一
｜
一
九
一
一
）
を
引
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
で

108
）

あ
る
。
こ
う
い
っ
た
展
開
の
中
で
、
責
任
は

心
理
学
的
要
素
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
評
価
を
含
む
と
い
う
認
識
が
支
配
的
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
規
範
的
責
任
概
念

（N
o
rm
a
tiv
er S

ch
u
ld
b
eg
riff

）で
あ
る
。
心
理
的
責
任
概
念
に
は
、
い
か
な
る
心
理
的
関
係
が
刑
法
上
重
要
な
の
か
、
な
ぜ
心
理
的
関

係
が
責
任
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
不
存
在
が
責
任
を
阻
却
す
る
の
か
の
説
明
が
な
い
。
責
任
無
能
力
者
の
故
意
行
為
が
責
任
阻
却
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
純
粋
に
心
理
学
的
観
点
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
。
免
責
緊
急
避
難
で
も
、
行
為
者
は
故
意
に
行
為
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
免
責
さ
れ
る
。
こ
れ
も
純
粋
に
心
理
学
的
観
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
認
識
の
な
い
過
失
で
も
、
行
為
者
の
結
果
へ
の
心
理
的
関
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係
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
心
理
的
責
任
概
念
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。
重
要
な
の
は
、
行
為
者
の
そ
の
所
為
へ
の
内
的
関
係
の
評
価
で

109
）

あ
る
。

こ
の
方
向
を
踏
み
出
し
た
、
規
範
的
責
任
概
念
の
先
駆
者
と
目
さ
れ
る
の
が
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
フ
ラ
ン
ク
（
一
八
六
〇
｜
一
九
三
四
）

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
一
九
〇
七
年
に
、
責
任
と
い
う
の
は
心
理
学
的
事
態
に
関
す
る
価
値
判
断
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
責
任
と
は
所

為
の
「
非
難
可
能
性
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
フ
ラ
ン
ク
は
当
時
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
免
責
緊
急
避
難
が
心
理
的
責

任
概
念
を
も
っ
て
し
て
は
説
明
が
で
き
な
い
と
い
う
考
察
か
ら
出
立
し
た
。
と
い
う
の
は
、
責
任
概
念
は
故
意
と
過
失
の
総
体
以
上
の
も

の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
し
て
、
故
意
と
過
失
が
認
識
の
あ
る
又
は
不
注
意
の
結
果
招
来
に
あ
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
緊
急

避
難
に
よ
っ
て
責
任
が
阻
却
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
緊
急
避
難
行
為
者
も
自
分
の
す

る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
緊
急
避
難
者
に
は
故
意
が
無
い
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
非
論
理
的
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
フ
ラ
ン
ク
は
、
責
任
能
力
が
「
責
任
前
提
」、
つ
ま
り
、
故
意
、
過
失
の
前
提
と
す
る
見
解
に
も
異
論
を
唱
え
た
。
と
い
う
の
は
、

精
神
病
者
も
行
為
を
意
欲
し
、
行
為
を
犯
罪
と
特
徴
づ
け
る
要
素
を
認
識
で
き
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と

を
知
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
責
任
能
力
は
責
任
前
提
で
は
な
く
、
責
任
の
一
部
で
あ
る
と
。
結
局
、
フ
ラ
ン
ク
に
よ
る
と
、
責
任
と
は
、

行
為
者
の
責
任
能
力（
正
常
な
精
神
状
態
）、
故
意
又
は
過
失
の
形
を
と
る
所
為
時
の
心
理
的
関
係
、
付
随
事
情
の
正
常
性
が
あ
る
場
合
に

認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
要
素
が
非
難
可
能
性
の
概
念
で
一
括
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
心
理
学
的
要
素
が
規
範
化
さ
れ
た
責
任

概
念
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
、
異
常
な
随
伴
事
情
が
あ
る
場
合
、
非
難
が
脱
落
し
う
る
の

110
）

だ
と
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
一
八
七
四
｜
一
九
四
〇
）
は
、
一
九
一
三
年
の
ヴ
ィ
ー
ン
法
曹
協
会
で
の
有
名
な
講
演
で
更
に
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こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
。
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
正
当
化
事
由
と
し
て
の
緊
急
権
を
責
任
問
題
と
し
て
の
免
責
緊
急
避
難
か
ら
分
離
し
た
。

耐
え
難
い
強
制
と
い
う
免
責
事
由
を
故
意
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
違
法
の
作
為
に
強
制
さ

れ
た
者
は
、
不
法
の
意
識
を
含
め
た
認
識
と
意
欲
を
も
っ
て
行
為
し
た
か
ら
で
あ
る
。
故
意
が
脱
落
す
る
の
で
な
く
、
行
為
者
に
対
し
て
、

故
意
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
動
機
設
定
過
程
の
故
に
非
難
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
責
任
に
は
、
責
任
能
力
、
故
意
と
い
っ
た
心
理
的
責
任
要
素
に
加
え
て
、
動
機
の
可
能
性
と
い
う
独
自
の
規
範
的
要
素
が
属
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
要
素
は
、
通
常
は
存
在
す
る
が
、
外
的
状
況
が
行
為
者
に
、
法
遵
守
義
務
に
従
っ
た
動
機
づ
け
（
義
務
規
範
）
を

正
当
に
も
も
は
や
課
さ
な
い
特
別
の
と
き
、
な
く
な
る
と
。
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
過
失
犯
に
つ
い
て
も
、
義
務
規
範
の
不
遵
守
が
責

任
を
根
拠
づ
け
る
と
主
張

111
）

し
た
。
そ
の
後
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
動
機
づ
け
へ
の
要
求
に
よ
る
期
待
可
能
性
の
原
理
を
い
っ
そ
う
強

調
し
た
。
そ
れ
は
平
均
人
の
可
能
性
と
い
う
客
観
的
尺
度
か
ら
判
断
さ
れ
、
他
人
の
可
能
性
が
行
為
者
の
当
為
に
な
る
と
い
う
も
の
で

112
）

あ
る
。

刑
法
の
緊
急
避
難
規
定
を
拡
大
す
る
努
力
は
、
ベ
ル
ト
ル
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
（
一
八
七
二
｜
一
九
二
九
）
の
一
九
二
二
年
に
公

刊
さ
れ
た
作
品
で
そ
の
頂
点
に
達
し
た
。
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
は
責
任
の
支
柱
と
な
る
の
は
法
に
誠
実
な
意
思
形
成
の
期
待
可
能
性
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
異
常
な
外
的
付
随
事
情
が
あ
る
と
き
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
の
故
に
非
難
可
能
性
が
な
く
な
り
、
刑
事

罰
を
科
す
る
に
値
し
な
い
。
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
は
、
期
待
不
可
能
性
を
一
般
的
免
責
事
由
に
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
尺
度
を

主
観
的
可
能
性
、
個
人
倫
理
の
意
味
で
理
解
し
た
の
で
あ
る（
主
観
的
期
待
不
可

113
）

能
性
）。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
、
考
え
ら
れ
う
る
責
任
の
個

別
化
・
自
由
化
の
限
度
を
超
え
た
こ
と
、
刑
法
の
「
軟
弱
化
」
を
招
く
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

114
）

あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
責
任
で
は
、
方
法
論
的
に
は
、
構
成
要
件
と
違
法
性
の
関
係
に
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
と
責
任
を
基
礎
づ
け
る

事
態
は
そ
れ
ぞ
れ
違
法
性
と
責
任
の
価
値
判
断
を
徴
表
す
る
。
こ
れ
ら
の
非
難
は
、
不
法
で
は
価
値
関
係
的
正
当
化
事
由
に
よ
っ
て
、
責

任
に
あ
っ
て
は
価
値
関
係
的
免
責
事
由
に
よ
っ
て
脱
落
し
う
る
。こ
れ
ら
の
事
由
は
積
極
的
事
態
に
消
極
的
事
態
を
対
置
す
る
の
で

115
）

あ
る
。

責
任
が
心
理
学
的
要
素
と
同
置
で
き
な
い
こ
と
、
一
般
的
当
為
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
行
為
者
の
心
理
に
関
す
る
価
値
判
断
の
帰
属
に
基

礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
洞
察
は
、
一
九
三
二
年
ま
で
、
学
説
で
支
配
的
に
な
り
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
（
一
八
七
八
｜
一
九
四
九
）

の
手
に
な
る
刑
法
改
正
案
に
も
反
映
さ
れ
て

116
）

い
た
。
と
り
わ
け
、
エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
一
八
九
一
｜
一
九
七
七
）
は
、
リ

ス
ト
の
指
導
的
刑
法
教
科
書
の
改
訂
（
一
九
二
七
年
）
に
当
っ
て
、
心
理
学
的
責
任
概
念
を
放
棄
し
て
、
客
観
化
さ
れ
た
形
で
期
待
可
能

性
を
受
け
入
れ
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
期
待
可
能
性
の
尺
度
に
、「
忠
実
な
平
均
・
国
民
類
型
」
な
い
し
「
一
般
化
考
察
」
を
お
き
、
社
会

倫
理
的
評
価
の
意
味
で
理
解
し
た
の
で

117
）

あ
る
。
期
待
可
能
性
は
過
失
犯
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
軽
率
に
も
あ
る
い
は
あ

り
う
る
と
予
見
し
な
が
ら
危
険
に
赴
く
が
、
避
け
ら
れ
な
い
緊
急
状
態
の
た
め
に
、
こ
の
者
を
非
難
で
き
な
い
と
い
う
場
合
が
あ
り
う
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
心
理
的
要
素
に
、
非
難
可
能
性
と
い
う
独
自
の
規
範
的
要
素
が
付
け
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

118
）

な
い
。

エ
ド
ム
ン
ト
・
メ
ツ
ガ
ー
は
、
責
任
と
は
、
違
法
行
為
の
人
格
的
非
難
可
能
性
を
根
拠
づ
け
る
前
提
要
件
の
全
体
で
あ
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
責
任
は
心
理
学
的
「
責
任
事
態
」
で
あ
り
、
同
時
に
又
、「
責
任
事
態
に
関
す
る
価
値
判
断
（
い
わ
ゆ
る
規
範
的
責
任
観
）」
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
。
刑
法
の
責
任
は
意
思
自
由
の
論
争
と
は
関
係
が
無
い
。
責
任
は
、
違
法
行
為
が
「
行
為
が
行
為
者
の
人
格
と
の
関

係
で
法
的
に
是
認
さ
れ
な
い
形
を
と
っ
て
現
れ
た
」こ
と
を
意
味
す
る
。「
こ
の
人
格
と
い
う
の
は
、
経
験
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
人
格

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
行
為
と
人
格
の
必
要
と
さ
れ
る
関
係
を
認
定
す
る
こ
と
で
法
的
に
は
責
任
を
肯
定
す
る
の
に
足
り
る
」。
責
任
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は
個
別
行
為
責
任
（E

in
zel-T

a
t-S
ch
u
ld

）
で
あ
る
。
責
任
判
断
の
対
象
は
所
為
で
あ
る
が
、
こ
の
所
為
と
い
う
の
は
行
為
者
の
性
格
と

の
関
係
に
お
け
る
所
為
で
あ
り
、
行
為
者
の
人
格
の
現
れ
と
し
て
の
所
為
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
の
基
礎
に
は「
性
格
学
的
責
任
観（C

h
a
r-

a
k
tero

lo
g
isch

e S
ch
u
ld
a
u
ffa
ssu

n
g

）」が

119
）

あ
る
。
メ
ツ
ガ
ー
の
性
格
学
的
責
任
論
は
、
後
に
、
期
待
可
能
性
論
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
現
行
刑
法
へ
の
橋
渡
し
と
な
っ
た
の
で

120
）

あ
る
。

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
一
九
二
七
年
に
超
法
規
的
正
当
化
緊
急
避
難
を
認

121
）

め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
待
不
可
能
性
と
い
う
超
法
規
的
免
責
事

由
の
道
も
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
二
年
に
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
こ
の
道
を
遮
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
は
免
責
事
由
と
し
て
の
期
待
不
可
能
性
を
認
め
た
も
の
の
、
こ
れ
を
緊
急
避
難
の
法
文
に
限
定
し
、
故
意
犯
の
過
失
犯
へ
の
類
推
を

禁
止
し
た
の
で

122
）

あ
る
。
学
説
の
雰
囲
気
は
激
変
し
た
。
こ
れ
は
、
自
由
法
運
動
、
自
然
法
信
奉
、
人
道
理
想
主
義
の
後
、
確
固
た
る
軌
道

へ
の
理
性
的
回
帰
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
般
的
基
調
は
、「
故
意
犯
に
お
け
る
期
待
不
可
能
性
理
論
の
妖
怪
」
は
消
え
ね
ば
な
ら

123
）

な
い
、
わ
れ
わ
れ
は
国
の
秩
序
を
危
う
く
す
る
「
蝋
の
よ
う
に
や
わ
ら
か
い
法
」、「
弱
弱
し
い
あ
き
ら
め
」
を
望
ま
な
い
、
わ
れ
わ
れ
が

緊
急
に
必
要
と
す
る
要
求
は
、
厳
し
さ
で
あ
り
、
法
文
へ
の
回
帰
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
平
均
人
と
い
う
尺
度
は
、「
規
準
と
し
て

の
人
造
小
人
（h

o
m
u
n
cu
lu
s n
o
rm
a
lis

）」
と
し
て
嘲
笑
さ
れ
た
の
で

124
）

あ
る
。
ゲ
オ
ル
ク
・
ダ
ー
ム
（
一
九
〇
四
｜
一
九
六
三
）
や
ユ
ス

ト
ウ
ス
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ー
デ
マ
ン
（
一
八
七
八
｜
一
九
六
三
）
が
「
一
般
条
項
へ
の
逃
避
」
と
か
、
立
法
者
自
身
に
よ
っ
て
ゆ
だ

ね
ら
れ
た
裁
判
官
が
自
ら
の
判
断
を
導
く
た
め
の
「
価
値
粥
」
の
な
か
で
法
形
式
が
軟
弱
化
す
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
し
た
の
は
偶
然
で

は

125
）

な
い
。

一
九
三
三
年
に
は
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
九
〇
五
｜
二
〇
〇
一
）
が
、
一
九
三
五
年
に
は
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
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マ
オ
ラ
ッ
ハ
（
一
九
〇
二
｜
一
九
七
六
）
が
絶
対
的
国
家
観
と
い
う
新
し
い
武
器
を
振
り
か
ざ
し
て
期
待
不
可
能
性
理
論
に
死
の
一
撃
を

加
え
た
。
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
と
、
蔓
延
す
る
自
由
主
義
に
鑑
み
期
待
不
可
能
性
理
論
を
改
め
て
批
判
す
る
と
き
で
あ
る
。
国
の

独
自
の
価
値
が
「
絶
対
的
優
先
性
」
を
享
受
す
る
。
概
念
解
釈
の
目
的
論
的
方
法
は
法
的
安
定
性
の
と
こ
ろ
で
終
わ
ら
ね
ば
な
ら

126
）

な
い
。

マ
オ
ラ
ッ
ハ
は
、「
国
家
理
念
を
否
定
」す
る
も
の
だ
と
し
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
ラ
イ
ヒ
憲
法
に
非
難
の
矛
先
を
向
け
、
超
法
規
的

免
責
事
由
と
い
う
の
は
国
に
対
す
る
個
人
の
堪
え
が
た
き
勝
利
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
断
固
と
し
て
否
定
し
た
の
で

127
）

あ
る
。
そ
の
後
、
期

待
不
可
能
性
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
完
全
に
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

128
）

あ
る
。

一
九
四
五
年
の
国
家
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊
後
、
一
般
的
に
自
然
法
ル
ネ
サ
ー
ン
ス
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
時
代
へ
の
追

憶
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
期
待
可
能
性
思
想
へ
の
追
い
風
が
吹
く
と
見
ら
れ
た
。
一
九
五
二
年
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
刑
事
部
連
合
部
は
、

人
の
自
由
で
、
自
己
答
責
な
、
道
徳
的
自
己
決
定
に
根
ざ
す
「
責
任
と
い
う
無
価
値
判
断
」
へ
の
信
奉
を
表
明
し
て
い

129
）

た
し
、
学
説
で
は
、

エ
ー
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
安
楽
死
の
事
例
で
、
期
待
不
可
能
の
故
の
典
型
的
責
任
阻
却
を
見
て
い
た
。
医
師
は
道
徳
的
窮
境

か
ら
行
為
を
し
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
責
任
無
し
に
は
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で

130
）

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
般
的
超
法
規
的
免
責
事
由
と
し
て
の
期
待
不
可
能
性
の
理
論
が
広
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
後
の
困
窮
と
復
興
の
時

代
に
あ
っ
て
は
、
個
人
の
弱
さ
を
慮
り
、
法
的
安
定
性
と
威
嚇
を
放
棄
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
期
待
可

能
性
が
法
に
誠
実
な
平
均
人
と
い
う
比
較
人
の
行
動
に
よ
っ
て
客
観
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
有
用
な
規
準
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
不
運
に
終
わ
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
時
代
か
ら
距
離
を
お
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
倫
理

に
見
方
す
る
よ
う
な
規
範
的
責
任
概
念
の
古
い
グ
レ
ー
ト
ヒ
エ
ン
の
問
い
か
け
を
嫌
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
終
わ
り
の
な
い
、
結
果
的
に

実
り
な
く
終
わ
っ
た
戦
前
の
議
論
に
飽
き
て
い
た
。
結
局
、
一
九
三
二
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
見
ら
れ
た
議
論
が
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
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れ
た
の
で

131
）

あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
規
範
的
責
任
概
念
の
発
展
を
牽
引
し
た
の
が
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
責
任
理
論
で
あ
る
。
規
範
的
責
任
概
念
に

お
い
て
は
、
責
任
能
力
は
、
法
に
対
応
す
る
行
為
意
思
を
形
成
す
る
前
提
条
件
と
し
て
責
任
前
提
要
件
で
あ
り
、
有
責
の
行
為
意
思
そ
れ

自
体
は
、
故
意
（
所
為
の
認
識
と
意
欲
）、
過
失
（
認
識
可
能
性
が
あ
る
の
に
認
識
し
な
い
）
の
形
で
現
れ
る
。
責
任
阻
却
事
由
（
例
え
ば
、

緊
急
避
難
、
過
剰
防
衛
）は
付
随
事
情
の
異
常
性
か
ら
説
明
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
に
含
ま
れ
る
の
が
通
説
だ
っ

た
。
行
為
意
思
は
避
け
が
た
い
禁
止
の
錯
誤
の
場
合
、
非
難
に
値
し
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

は
犯
罪
概
念
を
存
在
論
的
に
基
礎
づ
け
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
構
成
要
件
的
故
意
と
過
失
に
お
け
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
を
責
任
概
念

か
ら
除
外
し
た
の
で

132
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ク
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
等
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
「
複
雑
な
責
任

133
）

概
念
」
と
対
比
し
て
、

純
粋
規
範
的
責
任
概
念
（rein n

o
rm
a
tiv
er S

ch
u
ld
b
eg
riff

）
と
呼
ば
れ
る
の
で

134
）

あ
る
。
す
で
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
グ
ラ
ー
フ
・

ツ
ウ
・
ド
ー
ナ
（
一
八
七
六
｜
一
九
四
四
）
は
、
エ
ー
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
一
九
〇
二
｜
一
九
七
七
）
の
責

135
）

任
論
に
基
づ
い
て
、
主
観

的
構
成
要
件
に
属
す
る
「
評
価
の
客
体
」
と
し
て
の
行
為
意
思
と
行
為
者
の
動
機
づ
け
の
判
断
に
か
か
わ
る
「
客
体
の
評
価
」
を
峻
別
し

て
い
た
の
で

136
）

あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
故
意
を
行
為
の
構
成
要
素
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
不
法
構
成
要
件
の
構
成
要
素
と
す
る
こ
と
で
、

ド
ー
ナ
の
結
論
を
不
法
理
論
か
ら
理
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
責
任
概
念
に
は
、
違
法
性
の
意
識
と
規
範
に
誠
実
な
行
為
の
期
待
可
能
性
と

い
う
純
粋
に
規
範
的
な
要
素
し
か
残
ら
な
い
。
責
任
は
、
行
為
者
が
違
法
行
為
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
は
し

な
か
っ
た
と
い
う
行
為
者
に
対
す
る
人
格
的
非
難
を
基
礎
づ
け
る
。
行
為
者
の
行
為
は
、
行
為
者
が
法
の
要
請
に
従
う
こ
と
が
で
き
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
法
が
要
求
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。
行
為
者
は
規
範
に
従
っ
て
動
機
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
い
え
る
。
日

常
語
的
に
云
う
と
、
行
為
者
が
違
法
な
意
思
形
成
に
「
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る＝
責
任
が
あ
る
（D

a
fu
r-K

o
n
n
en

）」
と
い
う
と
こ
ろ
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に
責
任
の
本
質
が
あ
る
。
し
か
し
、
有
責
の
人
が
自
己
の
所
為
決
定
に
対
す
る
答
責
が
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
論
ず
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
ど
の
よ
う
に
犯
行
が
避
け
ら
れ
る
の
か
、
適
法
な
行
為
の
目
的
を
も
つ
「
自
己
｜
制
御
」
の

投
入
と
い
う
の
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
認
識
で
き
な
い
し
、
依
然
と
し
て
「
意
思
自
由
」
の
「
秘
密
」
で

137
）

あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
責
任
能
力
と
不
法
の
意
識
の
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
、
責
任
が
実
体
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、

規
範
に
従
っ
た
動
機
づ
け
の
可
能
性
を
著
し
く
毀
損
し
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
、
つ
ま
り
、「
手
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
」を
減
少
さ
せ
る

異
常
な
動
機
付
け
状
況
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
免
責
事
由
と
な
る
。（
改
正
前
）
刑
法
第
五
二
条
（
強
要
緊
急
避
難
）、
第
五
四
条
（
緊
急

避
難
）
は
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
を
理
由
と
し
て
免
責
さ
れ
る
。
責
任
無
能
力
や
回
避
で
き
な
い
禁
止
の
錯
誤
は
責
任
阻
却
事
由
で

あ
る
が
、
免
責
事
由
は
責
任
非
難
を
免
れ
さ

138
）

せ
る
。

注65
）

木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』﹇
増
補
版
﹈
一
九
七
八
年
・
五
八
頁
以
下
。

66
）

木
村
（
注
65
）
六
五
頁
以
下
。

67
）

木
村
（
注
65
）
六
四
頁
。

68
）

木
村
（
注
65
）
六
一
頁
。

69
）

木
村
（
注
65
）
六
二
頁
。

70
）

木
村
（
注
65
）
六
三
頁
以
下
。

71
）

團
藤
重
光
「
刑
法
に
お
け
る
自
由
意
思
の
問
題
」（
尾
高
朝
雄
教
授
追
悼
論
文
編
集
委
員
会
編
『
自
由
の
法
理
』
所
収
・
一
九
六
三
年
・
二
〇
七
頁
以
下
、

二
一
八
頁
。

72
）

團
藤
（
注
71
）
二
二
四
頁
。

73
）

團
藤
（
注
71
）
二
二
七
頁
以
下
。
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74
）

團
藤
（
注
71
）
二
二
三
頁
。

75
）

團
藤
（
注
71
）
二
二
四
頁
。
な
お
、
中
義
勝
『
講
述
犯
罪
総
論
』
一
九
八
〇
年
・
一
五
八
頁
以
下
は
、
出
立
点
は
異
な
る
が
、
そ
の
帰
結
は
團
藤
理
論
と

ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
。
中
は
、
あ
る
誘
因
と
価
値
的
決
断
力
（
善
・
悪
、
合
法
・
非
合
法
を
弁
識
す
る
価
値
意
識
と
こ
れ
の
指
向
す
る
ま
ま
に
決
意
す
る
意

思
力
）
と
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
自
分
が
そ
の
さ
い
そ
う
し
た
と
い
う
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
決
定
さ
れ
て
い
た
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の

で
は
な
い
か
、
そ
う
す
る
と
、
決
定
さ
れ
た
行
為
意
思
を
非
難
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
人
格
に
行
為
時
と

そ
の
後
に
変
化
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
同
一
の
個
性
の
発
展
と
み
る
人
格
の
持
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
例
え
ば
、
犯
罪
者
が
行
為
後
こ
れ
を
後
悔

し
、
犯
罪
を
繰
り
返
さ
な
い
決
意
を
す
る
）
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
行
為
者
に
は
、
行
為
当
時
、
他
行
為
可
能
性
の
因
子
、『
他
行
為
可
能
性
の
可
能
性
』
が

あ
っ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
唐
突
な
現
実
ば
な
れ
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
事
実
と
し
て
是
認
さ
れ
て
も
よ
い
」
の

で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、「
行
為
者
に
他
行
為
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
推
定
な
い
し
擬
制
す
る
こ
と
は
、
よ
り
現
実
に
密
接
し
た
考
察
と
し
て
首
肯
さ
れ

て
よ
い
と
」
信
ず
る
。
同
「
刑
事
責
任
と
意
思
の
自
由
論
」
刑
法
雑
誌
一
四
巻
三＝

四
（
一
九
六
七
）・
七
三
頁
以
下
。

76
）

平
野
龍
一
「
意
思
の
自
由
と
刑
事
責
任
」（『
刑
法
の
基
礎
』
一
九
六
六
年
・
七
頁
。
初
出：

尾
高
朝
雄
教
授
追
悼
論
文
編
集
委
員
会
編
『
自
由
の
法
理
』

所
収
・
一
九
六
三
年
・
二
三
三
頁
以
下
）。

77
）

平
野
（
注
76
）
一
九
頁
。

78
）

平
野
（
注
76
）
一
九
頁
。

79
）

平
野
（
注
76
）
二
四
頁
。

80
）

平
野
（
注
76
）
二
五
頁
。

81
）

平
野
（
注
76
）
二
八
頁
以
下
。

82
）

H
.
W
elzel,

D
a
s n
eu
e B

ild d
es S

tra
frech

tssy
stem

s,
4.
A
u
fl.,

1961,
49

（
邦
訳
、
福
田
平
／
大
塚
仁
『
目
的
的
行
為
論
序
説
｜

刑
法
体
系
の

新
様
相
』
一
九
六
二
年
・
六
八
頁
）；

d
ers
.,
D
a
s D

eu
tsch

e S
tra
frech

t,
11.

A
u
fl.,

1969,
147.

83
）

W
elzel,

(F
n
.
82.

B
ild
),
51

（
邦
訳
、
七
〇
頁
以
下
）。d

ers
.,
(F
n
.
82.

S
tra
frech

t),
148.

84
）

福
田
平
『
刑
法
解
釈
学
の
基
本
問
題
』
一
九
七
五
年
・
八
七
頁
。

85
）

K
.
E
n
gish

,
D
ie L

eh
re v

o
n W

illen
sfreih

eit in d
er stra

frech
tsp
h
ilo
so
p
h
isch

en D
o
k
trin d

er G
eg
en
w
a
rt,

1963,
36.

86
）

福
田
（
注
83
）
八
七
頁
以
下
。

87
）

パ
シ
ュ
カ
ー
ニ
ス
（
稲
子
恒
夫
訳
）『
法
の
一
般
理
論
と
マ
ル
ク
ス
主
義
』
一
九
五
八
年
・
一
九
〇
頁
以
下
。
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88
）

中
山
研
一
『
現
代
刑
法
学
の
課
題
』
一
九
七
〇
年
・
二
三
七
頁
以
下
。
瀧
川
春
雄
、
宮
内
裕
、
平
場
安
治
『
刑
法
理
論
学
総
論
』
一
九
五
〇
年
・
一
六
一

頁
「
罪
刑
法
定
主
義
あ
る
い
は
犯
罪
主
義
と
い
う
刑
法
的
諸
原
則
は
、
近
代
民
主
主
義
国
家
の
基
本
的
理
論
構
成
と
『
孤
立
し
た
個
人
』
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
刑
法
的
諸
原
則
に
対
す
る
矛
盾
と
否
定
は
、
近
代
刑
法
の
自
己
自
ら
の
根
拠
の
否
定
で
あ
り
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
個
々
の
行
為
責

任
の
原
則
は
、
仮
令
個
人
の
自
由
意
思
と
い
う
虚
構
を
前
提
と
す
る
も
、
こ
の
論
理
的
前
提
の
論
理
的
帰
結
な
の
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
井
上
裕
司「
決

定
論
と
責
任
の
基
礎
」
法
政
研
究
三
三
・
一
（
一
九
六
六
）
三
頁
「
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
理
論
｜
虚
偽
と
し
て
の
自
由
の
理
論
。
こ
こ
で
は
パ
シ
ュ
カ
ー

ニ
ス
、
ピ
オ
ン
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
理
論
の
影
響
が
強
い
。
決
定
論
の
立
場
に
立
ち
、
意
思
も
ま
た
法
則
に
従
う
こ
と
を
認
め
、
選
択
の
自
由
を
否
定
す
る
。

し
か
し
、
近
代
市
民
社
会
の
法
構
造
は
自
由
な
個
人
を
構
成
原
理
と
し
て
の
み
成
り
立
ち
う
る
の
で
、
法
律
上
は
自
由
な
主
体
と
擬
制
さ
れ
る
。
こ
の
立
場

は
、
自
ら
の
理
論
と
し
て
、
行
為
主
義
、
非
難
と
し
て
の
責
任
、
応
報
刑
を
説
く
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
擬
制
さ
れ
た
自
由
の
上
に
立
つ
こ
れ
ら
の
理
論

は
裸
の
ポ
リ
シ
イ
の
上
に
の
み
築
か
れ
、
そ
の
理
論
的
な
根
拠
づ
け
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
」。

89
）

中
山
（
注
88
）
二
二
二
頁
以
下
。

90
）

参
照
、
平
野
（
注
76
）
六
頁
以
下
、
團
藤
（
注
71
）
二
二
七
頁
。

91
）

参
照
、
大
谷
實
『
刑
事
責
任
の
基
礎
』
一
九
六
八
年
・
二
三
頁
以
下
。

92
）

平
野
（
注
76
）
二
二
頁
。

93
）

西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』﹇
改
訂
準
備
版
下
巻
﹈
一
九
九
三
年
・
四
四
三
頁
、
中
山
（
注
88
）
二
四
五
頁
、
内
藤
（
注
７
）
七
八
二
頁
。

94
）

平
野
（
注
76
）
三
〇
頁
。

95
）

内
藤
（
注
７
）
七
八
三
頁
。

96
）

参
照
、
内
藤
（
注
７
）
七
八
三
頁
以
下
、
西
原
（
注
93
）
四
四
三
頁
、
中
山
（
注
88
）
二
二
〇
頁
。

97
）

参
照
、
西
原
（
注
93
）
四
四
五
頁
。

98
）

ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス＝

エ
ン
ゲ
ル
ス＝

レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
（
マ
ル
ク
ス＝

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
『
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
１
巻
』

一
九
五
三
年
・
一
五
五
頁
。

99
）

中
山
（
注
88
）
二
二
六
頁
。

100
）

大
谷
（
注
91
）
一
八
頁
以
下
。

101
）

E
.
R
oth
acker

,
D
ie S

ch
ich
ten d

er P
erso

n
lich

k
eit,

6.
A
u
fl.,

1964

（
監
訳
、
北
村
晴
朗
、
訳
、
大
久
保
幸
郎
、
石
川
信
一
、
羽
生
亨
『
人
格
の
成

層
論
』
一
九
九
五
年
）。V

g
l.
Jesch

eck
/
W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

37 III;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

12.
K
a
p R

n 9.
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102
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

10 R
n 93;

Jesch
eck

/
W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

38 II 1;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

12.
K
a
p R

n 15.
103
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

6.
K
a
p R

n 6.

104
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

10 R
n 93.

105
）

F
.
von

 
L
iszt,

L
eh
rb
u
ch
 
d
es d

eu
tsch

en
 
S
tra
frech

ts,
4.
A
u
fl.,

1891,
37;

A
.
L
offler

,
D
ie
 S
ch
u
ld
fo
rm
en
 
d
es S

tra
frech

ts in
 

v
erg

leich
en
d
-h
isto

risch
er u

n
d d

o
g
m
a
tisch

er D
a
rstellu

n
g
,
1895;

E
.
K
oh
lrau

sch
,
Irrtu

m
 
u
n
d S

ch
u
ld
b
eg
riff im

 
S
tra
frech

t,1903.V
g
l.

M
oos

,
(F
n
.
1) ,

10 R
n 95;

R
oxin

,
(F
n
.
8),

19 R
n 10.

106
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

10 R
n 95.

107
）

M
.
E
.
M
ayer

,
D
ie sch

u
ld
h
a
fte H

a
n
d
lu
n
g u

n
d ih

re A
rten im

 
S
tra
frech

t,
1901,

3 ff.;
d
ers
.,
R
ech

tsn
o
rm
en u

n
d K

u
ltu
rn
o
rm
en
,

1903,
19 ff.,

89 ff.,
92 f.

V
g
l.
R
.
M
oos

,
D
er a

llg
em
ein
e u
b
erg

esetzlich
e E

n
tsch

u
ld
ig
u
n
g
sg
ru
n
d d

er U
n
zu
m
u
tb
a
rk
eit in D

eu
tsch

la
n
d

 
u
n
d Ö

sterreich
,
Z
S
tW
 
116

(2004),
891 ff.,

892.

108
）

G
.
Jellin

ek
,
D
ie so

cia
leth

isch
e B

ed
eu
tu
n
g v

o
n R

ech
t,
U
n
rech

t u
n
d S

tra
fe,

1878,
15 ff.,

22,
24,

26,
33.

V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
107),

892.

109
）

W
elzel,

(F
n
.
82.

S
tra
frech

t),
139;

Jesch
eck

/
W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

38 II 2.

な
お
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
も
心
理
学
的
責
任
概
念
の
意
味
で
は
故
意

し
か
責
任
種
類
で
あ
り
え
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
た
。G

.
R
ad
bru

ch
,
Ü
b
er d

en S
ch
u
ld
b
eg
riff,

Z
S
tW
 
24
(1904),

333 ff.,
348.

110
）

R
.
F
ran

k
,
Ü
b
er d

en A
u
fb
a
u d

es S
ch
u
ld
b
eg
riffs,

in
:
G
ieß

en
er U

n
i-F
S
,
1907,

3 ff.
V
g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
8),

19 R
n 11;

M
oos

,
(F
n
.
1),

R
n 96.

参
照
、
佐
伯
千

『
刑
法
に
お
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
』
一
九
四
七
年
・
一
七
頁
以
下
。

111
）

J.
G
old
sch
m
id
t,
D
er N

o
tsta

n
d
,
ein S

ch
u
ld
p
ro
b
lem

,
Ö
stZ

S
tR
 
1913,

129 ff.
V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
1),

4 R
n 96;

R
oxin

,
(F
n
.
8),

19 R
n

 
13.

参
照
、
佐
伯
（
注

）
四
四
頁
以
下
。

112
）

J.
G
old
sch
m
itd
t,
N
o
rm
a
tiv
er S

ch
u
ld
b
eg
riff,

F
ra
n
k
-F
estg

a
b
e I,

1930,
428,

442,
447 ff.,

453,
456.

V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
107),

893 F
N
 
15.

113
）

B
.
F
reu

d
en
th
al,

S
ch
u
ld u

n
d V

o
rw
u
rf im

 
g
elten

d
en S

tra
frech

t,
1922,

7.
V
g
l.
R
.
M
oos

,
(F
n
.
107),

893 f.

参
照
、
佐
伯
（
注

）
七
五

頁
以
下
。

114
）

M
.
L
iepm

an
n
,
L
itera

tu
rb
erich

t
(S
tra
frech

t:
A
llg
em
ein
er T

eil),
Z
S
tW
 
43

(1922),
706 ff.,

710 ff.;
K
itzin

ger
,
Ü
b
erg

esetzlich
er

 
N
o
tsta

n
d
 
u
n
d
 
k
ein

 
E
n
d
e,

JW
 
1933,

405
 
ff.;

F
.
S
ch
affstein

,
D
ie
 
N
ich
tzu

m
u
tb
a
rk
eit
 
a
ls
 
a
llg
em
ein
er
 
u
b
erg

esetzlich
er

 
S
ch
u
ld
a
u
ssch

liß
u
n
g
sg
ru
n
d
,
1933,

25 ff.,
48,

78.

115
）

M
oos

,
(F
n
.
1),

10 R
n 97;

R
oxin

,
(F
n
.
8),

19 R
n 16;

J.
B
au
m
an
n
,
U
.
W
eber,

W
.
M
itsch

,
S
tra
frech

t A
T
,
11.

A
u
fl.,

2003,
18

北研 50(3-4・ )26 572

論 説



R
n 24.

116
）

25 d
es d

eu
tsch

-o
sterreich

sch
en S

tra
fg
esetzen

tw
u
rfs 1927

(A
u
sg
a
b
e K

a
d
eck

a
,
2.
A
u
fl,
1931).

117
）

F
.
v.
L
iszt,

E
b.
S
ch
m
id
t,
L
eh
rb
u
ch d

es D
eu
tsch

en S
tra
frech

ts,
25.

A
u
fl.,

1927,
210 ff.,

266 ff.,
267.

参
照
、
佐
伯
（
注

）
九
五
頁

以
下
。
そ
の
他
、
節
度
の
あ
る
客
観
説
に
、E

.
K
oh
lrau

sch
,
in
:
A
sch
rott,

K
oh
lrau

sch
(H
rsg

.),
R
efo

rm
 
d
es S

tra
frech

ts,
1926,

1 ff.;
E
.

M
ezger

,
S
tra
frech

t.
E
in
 
L
eh
rb
u
ch
,
1931,

248 
ff.,

370 ff.,
374

（
後
に
改
説：

D
eu
tsch

es S
tra
frech

t,
1941,

117

）；
H
.
H
en
kel,

D
er

 
N
o
tsta

n
d n

a
ch g

eg
en
w
a
rtig

em
 
u
n
d k

u
n
ftig

em
 
R
ech

t,
1932,

55 ff.,
71 ff.,

77

（
後
に
、
限
定：

Z
u
m
u
tb
a
rk
eit u

n
d U

n
zu
m
u
tb
a
rk
eit a

ls
 

reg
u
la
tiv
es R

ech
tsp
rin
zip
,
in
:
M
ezg

er-F
S
,
1954,

249 ff.

）。

118
）

G
old
sch
m
itt,

(F
n
.
111),

141,
149 ff.;

F
reu

d
en
th
al,

(F
n
.
113),

7,
10 ff.;

R
G
S
t 30,

25

﹇
暴
れ
馬
事
件
﹈。V

g
l.
M
oos

,
(F
n
.
1),

R
n 98.

119
）

E
.
M
ezger

,
(F
n
.
117),

247 ff.

120
）

H
.-H

.
Jesch

eck
,
W
a
n
d
lu
n
g
en
 
d
es stra

frech
tlich

en
 
S
ch
u
ld
b
eg
riffs in

 
D
eu
tsch

la
n
d
 
u
n
d
 
Ö
sterreich

,
in
:
H
.
F
.
K
ock,

R
,
M
oos

(H
rsg

.),
D
ien
st a

m
 
S
tra
frech

t
｜D

ien
st a

m
 
M
en
sch

en
,
1998,

57 ff.,
60.

121
）

R
G
S
t.
61 242.

122
）

R
G
S
t.
66,

397.

123
）

R
.
M
au
rach

,
K
ritik d

er N
o
tsta

n
d
sleh

re,
1935,

132 ff.,
139.

124
）

K
itzin

ger
,
(F
n
.
114),

407.

125
）

G
.
D
ah
m
,
D
ie Z

u
n
a
h
m
e d

er R
ich
term

a
ch
t im

 
m
o
d
ern

en S
tra
frech

t,
1931,

16;
J.
W
.
H
ed
em
an
n
,
D
ie F

lu
ch
t in d

ie G
en
era

l-

k
la
u
sel.

E
in
e G

efa
h
r fu

r R
ech

t u
n
d S

ta
a
t,
1933,

32,
34 ff.

V
g
l.
M
oos

,
(F
n
.
107),

895.

126
）

S
ch
affstein

,
(F
n
.
114),

V
I,
28,

54,
60 ff.,

79 ff.;
G
.
D
ah
m
,
F
.
S
ch
affstein

,
L
ib
era

les o
d
er a

u
to
rita

res S
tra
frech

t?,
1933,

30.

127
）

M
au
rach

,
(F
n
.
118),

107 f.,
129 ff.,

147 ff.

128
）

H
.
Jobst,

D
er S

treit u
m
 
d
ie Z

u
m
u
tb
a
rk
eit im

 
S
tra
frech

t,
1935,

83 ff.,
85

「
ア
ー
リ
ア
人
に
期
待
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
可
能

で
あ
る
」。K

.
S
iegert,

G
ru
n
d
zu
g
e d

es S
tra
frech

ts im
 
n
eu
en S

ta
a
te,

1934,
54

（「
意
思
の
強
い
民
族
共
同
体
の
成
員
（V

o
lk
sg
en
o
sse

）」
は

法
律
が
大
目
に
見
る
よ
り
も
そ
れ
以
上
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き
る
）。V

g
l.
M
oos

,
(F
n
.
107),

896.

参
照
、
佐
伯
（
注
111
）
一
一
二
頁
以
下
、
下
村
康
正

『
犯
罪
論
の
基
本
思
想
』﹇
第
一
三
版
﹈
一
九
七
〇
年
・
一
三
八
頁
。

129
）

B
G
H
S
t.
2,
194.
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130
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E
b.
S
ch
m
id
t,
A
n
m
erk

u
n
g zu

m
 
U
rteil d

es O
G
H
 
f.
d
.
B
rit.

Z
o
n
e v

.
5.
3.
49 S

JZ 1949,
568 f.
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）

M
oos

,
(F
n
.
107),

896 f.;
d
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.,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2005,

10 R
n 45.

参
照
、
木
村
亀
ニ
『
刑
法
雑
筆
』
一
九

五
五
年
・
一
二
六
頁
以
下
。

132
）

W
elzel,

(F
n
.
82.

S
tra
frech

t),
138.

133
）

V
g
l.
R
.
M
au
rach

,
H
.
Z
ipf

,
S
tra
frech

t A
T
,
T
b 1,

6.
A
u
fl.,

1983
30 R

n 22 f.

134
）

Jesch
eck

/
W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

38 II 4.

135
）

E
.
W
olf

,
S
tra
frech

tlich
e S

ch
u
ld
leh
re,

1928,
126.

136
）

A
.
G
raf zu

 
D
oh
n
a
,
D
er A

u
fb
a
u d

er V
erb

rech
en
sleh

re,
1936,

4.
A
u
fl.,

1950.

137
）

H
.
W
elzel,

P
erso

n
lich

k
eit u

n
d S

ch
u
ld
,
Z
S
tW
 
60
(1941),

456.

138
）

目
的
的
行
為
論
の
も
う
一
人
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
マ
オ
ラ
ッ
ハ
（
一
九
〇
二
｜
一
九
七
六
）
は
違
法
性
と
責
任
の
間
に
独
自
の
犯
罪

理
論
体
系
概
念
と
し
て
「
行
為
答
責
（T

a
tv
era

n
tw
o
rtu
n
g

）」
を
要
求
す
る
。
正
当
化
事
由
、
責
任
阻
却
事
由
と
並
ん
で
行
為
答
責
の
阻
却
が
考
え
ら
れ

る
。「
法
秩
序
は
、
な
る
ほ
ど
行
為
者
に
そ
の
行
為
の
適
法
性
を
証
明
し
な
い
が
、
し
か
し
、
最
初
か
ら
個
人
の
能
力
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
の
な
い
」場
合

が
あ
る
。
そ
の
最
も
重
要
な
例
が
免
責
緊
急
避
難
（
第
三
五
条
）
で
あ
り
過
剰
防
衛
（
第
三
三
条
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、「
個
々
の
行
為
者
が
免
責
さ

れ
る
の
で
な
く
、
誰
も
が
特
定
の
事
情
の
た
め
に
答
責
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
行
為
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
な
る
ほ
ど
正
し
く
な
い
が（
行
為
不
法
は
存
在
す
る
）、

し
か
し
、
｜
一
般
的
な
人
間
の
性
質
に
鑑
み
｜
一
般
的
に
無
理
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
に
個
別
的
に
免
責
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」。
正
犯
に
行
為

答
責
阻
却
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
実
践
的
帰
結
は
、
第
一
に
、
共
犯
も
不
処
罰
で
あ
り
、
第
二
に
、
正
犯
者
が
責
任
無
能
力
で
あ
っ
て
も
、
改
善
・
保
安
処

分
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。R

.
M
au
rach

,
S
ch
u
ld u

n
d V

era
n
tw
o
rtu
n
g
,
1948;

R
.
M
au
rach

,
H
.
Z
ipf

,
S
tra
frech

t A
T
,
T
b
.
1,
6.
A
u
fl.,

1983,
31 ff.

し
か
し
、
違
法
性
と
責
任
の
間
に
新
た
な
犯
罪
理
論
体
系
概
念
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
い
し
、
そ
の
第
一
の
実
践
的
帰
結
も
支
持
で
き
な

い
。
免
責
緊
急
避
難
や
過
剰
防
衛
の
共
犯
は
可
罰
的
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
、
行
為
者
に
行
為
答
責
の
阻
却
が
認
め
ら

れ
る
と
き
、
責
任
無
能
力
で
あ
っ
て
も
、
改
善
・
保
安
処
分
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
う
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
責
任
無
能
力
者
の

正
当
防
衛
も
改
善
・
保
安
処
分
を
基
礎
づ
け
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
行
為
答
責
と
い
う
犯
罪
理
論
体
系
概
念
を
採
用
す

る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
精
神
病
院
収
容
処
分
（
刑
法
第
六
三
条
）
の
規
定
を
、
行
為
者
が
専
ら
責
任
無
能
力
の
理
由
で
不
処
罰
と
さ
れ
る
場
合
に
適
用
す

べ
き
と
限
定
解
釈
を
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。V

g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
8),

19 R
n 61.
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